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維
新
と
傳
統

―

兩
概
念
の
相
互
關
係
乁
び
そ
の
綜
合―

小　

堀　

桂
一
郎

（
一
）「
と
」
の
役
割
に
つ
い
て

　

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
長
篇
の
評
論
『
ゲ
ー
テ
と
ト
ル
ス
ト
イ
』
の

冒
頭
で
、
古
今
文
藝
の
標
題
・
論
題
で
使
は
れ
て
ゐ
る
接
續
詞
「
と
」

の
諸
種
の
役
割
と
性
格
に
つ
い
て
丹
念
な
考
察
を
開
陳
し
て
ゐ
る
。

そ
の
着
眼
は
特
に
マ
ン
の
獨
創
と
い
ふ
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
が
、

然
し
何
故
に
ゲ
ー
テ
と
ト
ル
ス
ト
イ
と
い
ふ
二
人
の
文
豪
を
「
と
」

で
結
び
つ
け
る
の
か
、
緒
言
の
主
題
を
こ
の
一
點
に
絞
つ
て
如
何
に

も
ド
イ
ツ
人
ら
し
い
執
拗
な
理
論
構
筑
め
い
た
も
の
を
試
み
て
ゐ
る

と
こ
ろ
は
、
文
章
技
巧
の
凝
り
様
に
常
に
一
方
な
ら
ぬ
意
を
注
い
で

ゐ
る
こ
の
作
家
の
面
目
が
よ
く
表
れ
て
ゐ
る
、
面
白
い
一
節
で
あ
る
。

マ
ン
の
獨
創
と
い
ふ
ほ
ど
で
は
な
い
と
言
ひ
乍
ら
も
、
筆
者
が
同
じ

く
接
續
詞
「
と
」
の
使
ひ
方
に
、
か
な
り
氣
を
遣
ふ
、
少
な
く
と
も

文
を
綴
る
度
に
そ
れ
に
對
し
て
「
意
識
的
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く

な
つ
た
の
は
、
や
は
り
マ
ン
の
一
文
に
影
響
さ
れ
て
の
後
の
こ
と
で

は
な
い
か
、
と
い
つ
た
自
覺
が
あ
る
。

　

或
る
研
究
機
關
に
在
職
中
、
連
年
共
同
研
究
の
主
題
を
選
定
し
て

は
そ
れ
に
添
つ
て
逐
次
研
究
會
を
主
宰
し
、
年
度
末
に
は
成
員
各
自

の
研
究
報
告
を
提
出
し
て
貰
つ
て
一
巻
の
論
文
集
を
編
纂
す
る
、
と

い
ふ
役
割
を
筆
者
は
七
年
間
務
め
て
ゐ
た
事
が
あ
る
。
そ
の
時
に
も

「
意
識
し
て
」
接
續
詞
「
と
」
で
結
び
つ
け
た
二
箇
の
研
究
概
念
を

一
組
と
し
て
主
題
に
設
定
す
る
事
が
多
か
つ
た
。
曰
く
「
傳
統
と
前

衛
」「
古
典
と
先
逹
」「
言
語
と
形
象
」、
又
曰
く
「
普
遍
文
明
と
固

有
文
化
」「（
藝
術
表
現
に
于
け
る
）
時
間
と
空
間
」
等
々
で
あ
る
。
か

う
し
た
問
題
設
定
に
傾
い
た
動
機
は
、
共
同
研
究
と
し
て
の
外
枠
を

守
る
必
要
上
、
成
員
の
誰
し
も
が
共
通
の
統
一
主
題
に
基
い
て
研
究

成
果
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
理
に
縛
ら
れ
る
の
だ
が
、
二

つ
の
概
念
を
組
合
せ
て
提
示
し
て
お
く
と
そ
の
主
題
の
共
有
性
が
甚

だ
廣
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
算
術
的
に
は
二
倍
に
擴
大
さ
れ
た
と
見

え
る
が
、
實
は
二
概
念
を
並
列
的
に
捉
へ
る
か
、
對
立
的
に
捉
へ
る
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か
、
或
い
は
影
響
・
被
影
響
等
の
比
較
關
連
と
し
て
扱
ふ
か
等
々
で
、

個
々
の
研
究
作
業
＝
論
文
の
麭
容
量
は
單
一
主
題
を
提
示
す
る
場
合

よ
り
も
數
倍
に
廣
が
る
。
砕
い
て
言
へ
ば
、
な
る
べ
く
多
く
の
人
が

自
分
の
現
在
の
關
心
と
の
接
點
を
何
ら
か
の
形
で
把
握
す
る
に
は
、

「
と
」
で
結
ば
れ
た
二
項
一
組
の
研
究
主
題
は
甚
だ
取
り
付
き
易
い

寛
容
性
を
持
つ
、
と
で
も
言
へ
ば
よ
い
で
あ
ら
う
か
。

　

右
に
記
し
た
用
例
か
ら
も
容
易
に
窺
へ
る
こ
と
だ
が
、「
と
」
の

有
す
る
接
續
機
能
に
は
、
大
き
く
分
け
れ
ば
同
類
語
の
並
列
か
、
對

立
概
念
の
對
照
か
と
い
ふ
二
類
の
用
法
が
あ
り
、
前
者
は
更
に
二
語

の
對
等
の
並
列
、
髙
下
の
順
位
を
帶
び
た
意
味
上
の
主
從
關
係
に
あ

る
二
語
、
羅
列
さ
れ
た
複
數
語
群
中
の
上
位
二
語
、
相
互
補
完
關
係

に
あ
る
二
概
念
等
と
い
つ
た
區
分
け
が
想
定
で
き
よ
う
。
意
味
上
の

對
立
概
念
を
成
す
二
語
の
組
合
せ
の
中
に
も
論
理
的
に
相
容
れ
る
こ

と
の
な
い
嚴
し
い
不
兩
立
關
係
か
ら
修
辭
法
上
の
對
照
効
果
を
担
つ

た
場
合
や
元
々
止
揚
を
前
提
と
し
た
假
の
反
措
定
等
の
緩
急
の
諸
段

階
が
考
へ
ら
れ
よ
う
。

　

扨
そ
こ
で
、「
維
新
と
傳
統
」
と
い
ふ
並
列
に
于
け
る
こ
の
「
と
」

の
機
能
は
ど
う
い
ふ
性
質
の
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ら
う
か
。
こ
の
場

合
の
「
と
」
は
上
下
の
二
語
を
ど
の
様
な
關
係
に
置
か
う
と
し
て
ゐ

る
の
か
。
對
立
か
、
髙
下
の
序
列
か
、
異
類
の
二
物
の
強
引
な
接
合

か
、
将
又
或
る
總
合
を
目
指
し
て
の
相
互
補
完
な
の
か
。
一
見
意
味

の
薄
い
こ
の
様
な
修
辭
法
上
の
接
近
を
以
て
し
て
も
、
こ
こ
に
暗
黙

に
要
請
せ
ら
れ
て
ゐ
る
現
實
歴
史
の
上
で
の
設
問
に
答
へ
て
ゆ
く
一

の
回
路
は
示
唆
さ
れ
て
ゐ
る
様
に
思
へ
る
。

（
二
）「
革
命
」
と
の
辨
別

　
「
傳
統
」
概
念
と
の
關
聯
に
于
い
て
「
維
新
」
を
考
へ
る
時
、
缺

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
前
提
的
作
業
は
、「
維
新
」
と
「
革
命
」
と

の
異
同
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。

　

本
特
集
で
の
「
維
新
」
の
文
脈
は
現
實
の
歴
史
上
の
事
件
と
し
て

の
明
治
維
新
を
指
し
て
ゐ
る
こ
と
暗
黙
の
了
解
事
項
で
あ
る
が
、
普

通
名
詞
と
し
て
の
「
維
新
」
は
『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
篇
の
〈
週

雖
舊
邦
、
其
命
維
新
（
週
は
舊
邦
な
り
と
雖
も
其
の
命
維
れ
新
た
な
り
）〉

を
最
初
の
用
例
と
す
る
こ
と
、
ど
の
漢
和
辭
典
も
一
致
し
て
擧
げ
て

ゐ
る
、
謂
は
ば
定
說
で
あ
る
。
こ
の
成
句
の
中
の
〈
其
命
〉
と
は
や

は
り
「
天
の
命
」
で
あ
つ
て
國
主
の
統
治
權
で
あ
り
、
そ
こ
に
基
礎

を
置
く
一
國
の
政
治
體
制
で
あ
ら
う
か
ら
、「
革
命
」
と
い
ふ
時
の

「
命
」
と
同
義
で
あ
る
。
但
文
字
の
表
面
だ
け
を
見
て
も
〈
維
れ
新

た
な
り
〉
に
は
天
命
革あ
ら
たま
る
、
も
し
く
は
天
命
を
革あ
ら
ため
る
、
と
い
つ

た
強
力
に
よ
る
變
革
の
動
き
の
含
意
は
な
い
の
だ
か
ら
、
維
新
と
革

命
と
は
字
義
か
ら
し
て
別
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
。

　

語
史
の
面
か
ら
見
る
と
こ
の
異
同
は
更
に
顯
著
に
な
る
。『
論
語
』

の
最
終
章
「
堯
曰
第
二
十
」
は
〈
堯
曰
く
、
咨
爾
舜
、
天
の
厤
（
暦
）

數
は
爾
の
躬み

に
在
り
〉
と
い
ふ
圣
王
堯
か
ら
次
の
王
位
の
繼
承
者
舜
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に
向
け
て
宣
示
で
始
ま
る
の
だ
が
、
こ
の
一
句
は
（
筆
者
が
萬
全
の

信
頼
を
置
い
て
ゐ
る
）
加
地
伸
行
氏
の
譯
（
1
（

に
よ
れ
ば
、〈
あ
ゝ
、
汝
舜

よ
。
天
命
に
よ
る
統
治
の
大
權
（
天
の
暦
數
）
は
、
こ
れ
か
ら
汝
に

移
る
〉
と
な
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
天
の
命
が
革
ま
る
こ
と
に
よ
つ
て
統

治
の
大
權
が
次
の
帝
位
繼
承
者
に
移
る
、
或
い
は
言
ひ
換
れ
ば
、
統

治
大
權
保
有
者
の
交
代
は
天
の
命
の
革
ま
つ
た
が
故
で
あ
る
、
と
の

說
明
は
全
く
儒
敎
的
・
支
那
的
な
王
權
交
替
に
つ
い
て
の
說
明
論
理

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
西
洋
史
に
于
け
る･la･Révolution･française,･the･

French･Revolution･

を
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
譯
し
て
そ
れ
が
定
着
し

て
以
来
（
こ
の
譯
そ
れ
自
體
は
最
早
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
定
譯
で
あ

ら
う
が
）、
日
本
人
の
「
革
命
」
觀
に
或
る
微
妙
な
異
分
子
が
混
入

す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　

英
・
佛
語
の･revolution

（
動
詞
形
で
は･revolt,･se･revolter

）は

元
来
叛
亂
・
暴
動
・
謀
叛
等
と
譯
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
獨
語
で

は
「
革
命
」
は
英
・
佛
語
を
借
用
し
て
濟
ま
す
こ
と
が
多
い
が
、
本

来
の
獨
語
を
求
め
る
な
ら
ば
、
顚
覆
（
さ
せ
る
こ
と
）
を
意
味
す
る･

U
m

sturz･

で
、
暴
力
に
よ
る

0

0

0

0

0

政
體
變
革
で
あ
り
、
英
・
佛
語
と
同

じ
く
非
難
の
意
味
合
ひ
が
つ
い
て
廻
る
。
國
語
で
も
此
を
謀
叛
と
譯

し
た
と
す
れ
ば
「
律
」
で
も
八
逆
の
一
と
さ
れ
る
國
家
叛
逆
の
罪
を

指
す
こ
と
に
な
り
、
非
難
・
糾
弾
の
語
で
あ
る
と
の
印
象
は
避
け
ら

れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
七
八
九
年
に
始
ま
つ
た
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
治
下
の
フ

ラ
ン
ス
の
内
亂
の
場
合
が
代
表
的
だ
が
、
溯
つ
て
一
六
四
二
年
か
ら

四
九
年
に
か
け
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
于
け
る
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ク
ロ

ム
ウ
ェ
ル
を
首
謀
者
と
す
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
朝
に
對
す
る
叛
亂

に
他
な
ら
ぬ
國
内
戰
、
謂
ふ
所
の･the･Puritan･Revolution･

を
も

「
淸
敎
徒
革
命
」
と
譯
し
て
日
本
國
内
の
西
洋
史
學
界
に
定
着
さ
せ

る
と
い
ふ
こ
と
が
生
じ
た
。
そ
の
他
に
も
幾
多
の
似
た
様
な
例
が
あ

り
、
そ
れ
を
以
て
日
本
で
は
西
洋
史
に
于
け
る
數
々
の
國
家
叛
逆
・

暴
動
・
一
揆
等
の
騒
擾
事
件
を
、
天
命
と
い
ふ
「
義
」
を
戴
い
た
正

義
の
志
士
逹
の
憂
世
の
行
動
で
あ
る
か
の
如
く
に
看
る
解
釋
が
正
統

と
し
て
罷
り
通
る
様
に
な
つ
た
。

　
「
革
命
」
の
名
を
以
て
し
て
の
度
重
な
る
國
家
叛
逆
の
歴
史
を
そ

れ
と
し
て
是
認
し
肯
定
す
る
如
き
歴
史
觀
は
何
處
で
、
何
時
頃
成
立

し
た
の
か
。
事
細
か
な
穿
鑿
に
乁
ん
で
ゐ
る
暇
は
な
い
の
だ
が
、
概

し
て
言
へ
ば
、
そ
れ
は
「
歴
史
は
進
歩
す
る
」
と
い
ふ
觀
念
の
所
產

と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
斯
か
る
觀
念
の
淵
源
も
亦
當
然
複
數
考
へ

ら
れ
る
の
だ
が
、
代
表
的
一
例
を
擧
げ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
史
を
理

性
に
よ
る
自
由
の
實
現
の
過
程
な
り
と
揚
言
し
た
ド
イ
ツ
觀
念
論
哲

學
の
重
鎭
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
學
講
義
（
2
（

』
を
名
指
す
の
が
常
衟
で

あ
ら
う
。
然
し
日
本
の
史
學
界
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
直
接
の
影
響
に
よ

つ
て
進
歩
史
觀
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
或
る
意
味
で
は
よ
り

穏
當
な
形
で
、
即
ち
、
文
明
の
知
的
・
合
理
的
進
歩
と
い
ふ
現
象
に
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強
い
關
心
を
抱
い
た
啓
蒙
家
福
澤
諭
吉
の
『
文
明
論
之
概
略
』
が
明

治
初
年
の
日
本
人
の
歴
史
觀
の
最
髙
の
敎
科
書
だ
つ
た
。
だ
か
ら
そ

の
限
り
で
は
福
澤
と
い
ふ
人
物
の
幅
廣
い
敎
養
と
人
柄
の
影
響
も
あ

つ
て
、
當
時
の
人
々
の
歴
史
觀
は
至
つ
て
健
全
で
あ
り
生
產
的
だ
つ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
澤
の
影
響
よ
り
少
し
遅
れ
て
、
明
治
前
半
期
の
日
本
で
は
東
京

帝
國
大
學
を
窓
口
と
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
社
會
進
化
論
』
の
流

入
・
普
乁
が
始
ま
る
。
い
つ
た
い
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
は
明
治
日
本

の
學
問
世
界
に
對
し
、
歴
史
の
進
歩
を
謳
歌
す
る
楽
天
的
な
激
勵
と

し
て
作
用
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
西
歐
文
明
の
将
来
に
つ
い
て
の
悲

觀
か
ら
發
す
る
保
守
層
に
向
け
て
の
急
進
を
戒
め
る
忠
告
の
方
が
重

要
な
貢
獻
だ
つ
た
の
か
、
慥
か
に
そ
の
兩
面
が
あ
つ
て
一
概
に
評
價

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
我
が
國
の
近
代
思
想
史
に
于

け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
意
味
づ
け
は
再
檢
証
を
必
要
と
す
る
面
白
い
問

題
（
（
（

で
あ
る
が
、
此
も
本
稿
で
直
ち
に
そ
こ
に
踏
み
入
る
こ
と
は
紙
幅

が
許
さ
な
い
。
但
彼
の
社
會
進
化
論
は
、
そ
の
本
家
と
も
い
ふ
べ
き

生
物
學
上
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
略ほ
ぼ

時
を
同
じ
う
し
て
我
が
國
に
紹

介
さ
れ
始
め
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、「
歴
史
は
進
歩
す
る
」
と
い
ふ
近

代
人
の
思
考
も
し
く
は
「
思
ひ
込
み
」
の
枠
組
み
を
形
成
す
る
に
は

や
は
り
か
な
り
の
役
割
を
果
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

扨
、
こ
の
「
思
ひ
込
み
」
が
定
着
し
、
學
界
・
思
想
界
乃
至
知
識

人
一
般
に
そ
れ
が
廣
く
普
乁
し
た
と
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
論
理
の

自
然
と
し
て
、「
革
命
」
と
は
實
は
國
家
反
逆
と
い
ふ
八
逆
の
罪
の

一
で
あ
る
と
い
ふ
思
考
連
關
は
人
々
の
腦
裡
に
浮
ん
で
は
来
ず
、
そ

れ
は
歴
史
の
進
歩
と
い
ふ
長
い
過
程
の
中
で
の
一
つ
の
飛
躍
で
あ
り
、

歴
史
の
最
終
目
標
に
向
け
て
の
人
類
の
緩
慢
な
歩
み
の
中
で
の
一
歩

跳
躍
と
い
ふ
急
進
部
分
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
づ
け
は

端
的
に
「
善
」
で
あ
り
、
そ
の
際
に
喪
は
れ
た
人
命
も
貨
財
も
、
或

い
は
直
接
眼
に
は
見
え
な
い
精
神
的
價
値
に
つ
い
て
の
損
失
も
、
歴

史
の
進
歩
と
い
ふ
大
な
る
目
的
の
逹
成
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
已
む

を
得
ざ
る
犠
牲
で
あ
り
、
文
明
の
價
値
増
進
の
た
め
の
コ
ス
ト
で
あ

る
、
と
い
ふ
こ
と
で
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
ふ
。

　

西
洋
史
に
于
け
る
反
政
府
・
反
王
室
分
子
の
叛
亂
や
大
衆
の
不
滿

の
爆
發
で
あ
る
政
府
顚
覆
暴
動
な
ど
を
、「
革
命
」
と
呼
ぶ
こ
と
で

正
當
化
し
て
し
ま
つ
た
近
代
日
本
人
の
進
歩
史
觀
の
誤
り
は
、
そ
れ

で
は
元
来
が
「
革
命
」
と
い
ふ
語
の
眞
義
を
誤
解
し
た
こ
と
に
起
因

す
る
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ら
う
か
。「
革
命
」
の
語
義
が
即
物
的
に

は
〈
天
命
の
革
ま
る
〉
で
あ
る
こ
と
は
誰
に
で
も
分
る
、
歴
史
的
說

明
不
要
の
「
讀
み
方
」
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
語
の
内
麭
を
日
本
人

に
對
し
て
深
く
理
解
せ
し
め
た
、
少
く
と
も
考
へ
さ
せ
る
様
に
仕
向

け
た
契
機
は
、
や
は
り
『
孟
子
』
の
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
「
梁
惠
王

章
句
下
」
の
次
の
章
で
あ
ら
う
。
筑
摩
書
房
版
「
世
界
古
典
文
學
全

集
」
が
収
め
る
所
の
『
孟
子
』
の
本
文
に
よ
り
、
筆
者
の
見
を
加
へ

た
形
で
引
用
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
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･

齊
の
宣
王
問
う
て
曰
く
、
湯
、
桀
を
放
ち
、
武
王
、
紂
を
伐
つ
。

諸こ
れ

有
り
や
。
孟
子
對
へ
て
曰
く
、
傳
に
之
有
り
。（
王
）
曰
く
、

臣
、
其
の
君
を
弑
す
、
可
な
る
か
。（
孟
子
）
曰
く
、
仁
を
賊
そ
こ
な

ふ
者
、
之
を
賊
と
謂
ふ
。
義
を
賊そ
こ
なふ
者
、
之
を
殘
と
謂
ふ
。
殘

賊
の
人
、
之
を
一
夫
と
謂
ふ
。
一
夫
な
る
紂
を
誅
す
る
と
聞
く

も
、
未
だ
君
を
弑
す
と
は
聞
か
ざ
る
な
り
。

　

口
語
譯
は
各
種
の
版
本
（
4
（

に
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も

こ
こ
に
引
用
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
ら
う
。
讀
解
の
み
を
示
す
と
す

れ
ば
、
孟
子
の
說
は
以
下
の
如
く
と
な
る
。

　

週
の
武
王
は
前
王
朝
殷
の
紂
王
を
討
伐
し
た
と
史
傳
に
は
載
せ
て

あ
る
。
こ
れ
は
臣
下
が
王
を
殺
し
た
の
だ
か
ら
弑
虐
の
罪
を
犯
し
た

も
の
で
あ
る
。
宣
王
は
、
そ
ん
な
事
が
許
さ
れ
る
の
か
、
と
の
當
然

の
疑
問
を
懐
い
て
孟
子
に
可
否
を
問
ふ
。
孟
子
の
所
見
で
は
、
仁
と

義
の
德
を
蹂
躙
す
る
の
徒
は
殘
賊
で
あ
る
。
殘
賊
の
徒
は
一
箇
の
匹

夫
に
す
ぎ
な
い
。
紂
王
は
仁
・
義
を
そ
こ
な
つ
た
殘
賊
で
あ
る
か
ら
、

假
令
身
は
王
位
に
在
ら
う
と
も
匹
夫
で
し
か
な
い
。
史
傳
は
匹
夫
で

あ
る
紂
が
誅
殺
さ
れ
た
事
を
記
し
て
ゐ
る
が
、
臣
が
君
を
弑
逆
し
た

と
は
書
い
て
ゐ
な
い―

―

。

　

此
は
實
に
昂
然
た
る
革
命
肯
定
の
思
想
で
あ
る
。
革
命
の
行
動
を

是
認
す
る
か
否
定
す
る
か
は
、
一
に
か
か
つ
て
「
義
」
の
存
否
に
あ

る
。
孟
子
は
こ
こ
で
仁
の
衟
を
蹂
躙
し
た
者
を
も
賊
と
呼
ん
で
ゐ
る

が
、
一
語
に
ま
と
め
て
言
ふ
と
す
れ
ば
「
義
」
と
定
義
し
て
お
い
て

よ
い
で
あ
ら
う
。
義
を
害そ
こ
なふ
者
は
即
ち
賊
で
あ
る
か
ら
、
此
を
放
置

す
る
の
は
同
じ
く
義
の
賊
害
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
此
を
誅
伐

す
る
こ
と
こ
そ
が
義
の
擁
護
で
あ
る
。
否
定
の
否
定
は
一
段
と
髙
き

肯
定
で
あ
る
の
と
同
斷
で
、
玆
に
所
謂
革
命
の
大
義
が
成
立
す
る
。

　

然
し
孟
子
の
革
命
肯
定
の
論
理
は
、
こ
れ
を
語
つ
た
「
梁
惠
王
章

句
・
下
」
の
諸
章
が
新
興
國
齊
の
第
二
代
宣
王
の
覇
權
主
義
、
北
隣

の
燕
國
に
向
け
て
の
野
望
の
下
心
に
應
へ
て
の
答
申
で
あ
る
と
い
ふ

文
脈
か
ら
見
て
も
既
に
明
ら
か
な
如
く
、
戰
國
時
代
の
覇
者
に
と
つ

て
好
都
合
の
答
辯
で
あ
る
。
侫
辯
と
ま
で
言
つ
て
は
言
ひ
過
ぎ
か
も

し
れ
な
い
が
、
元
来
王
衟
主
義
を
奉
じ
て
ゐ
た
は
ず
の
孟
子
の
面
目

に
も
反
す
る
強
辯
と
言
へ
よ
う
。
船
荷
の
中
に
『
孟
子
』
を
載
せ
て

ゐ
る
船
が
日
本
に
向
ふ
と
必
ず
途
中
で
難
船
・
沈
沒
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
、
と
い
ふ
明
人
の
口
碑
（
5
（

が
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
、
日
本
人
が

早
く
か
ら
孟
子
の
王
衟
思
想
と
覇
權
主
義
と
の
間
に
存
す
る
自
己
矛

盾
に
氣
が
つ
き
、
此
に
疑
惑
の
眼
を
向
け
て
ゐ
た
事
實
が
大
陸
の
讀

書
社
會
に
還
流
し
て
ゐ
た
故
で
あ
つ
た
ら
う
。

　

戰
國
亂
世
の
覇
者
に
は
好
都
合
の
強
辯
を
含
む
と
雖
も
、
と
も
か

く
も
『
孟
子
』
は
『
論
語
』
と
並
ん
で
代
表
的
な
漢
土
の
古
典
で
あ

る
。
仁
と
義
と
の
た
め
に
は
國
主
の
放
伐
を
も
辭
せ
ぬ
、
と
い
ふ
革

命
肯
定
の
思
想
は
そ
れ
と
し
て
是
認
さ
れ
て
我
が
國
の
思
想
世
界
の

一
隅
に
位
置
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
西
洋
史
に
見
る
國
王
放

伐
の
亂
逆
の
歴
史
を
、「
革
命
」（
と
い
ふ
支
那
的
な
）
概
念
を
适
用



維新と傳統（小堀）��

し
て
理
解
す
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
歴
史
の
進
歩
の
一
楷
梯

に
他
な
ら
な
い
と
映
る
。
日
本
に
は
孔
孟
の
敎
が
流
入
し
て
よ
り
爾こ
の

来か
た

革
命
に
よ
る
進
歩
を
宜
し
と
す
る
思
想
は
根
強
く
存
し
て
ゐ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
明
治
維
新
を
市
民
革
命
、
而
も
不
十
分
不

徹
底
な
革
命
だ
つ
た
が
故
に
様
々
な
封
建
時
代
的
殘
滓
を
内
に
抱
へ

た
ま
ま
富
國
強
兵
の
衟
を
歩
ん
だ
と
こ
ろ
に
明
治
日
本
の
不
幸
の
原

因
が
あ
る―

―

な
ど
と
い
ふ
、
凡
そ
「
妄
」
の
一
語
以
て
片
づ
け
る

し
か
な
い
日
本
近
代
史
の
說
明
が
、
戰
後
の
一
時
期
（
か
な
り
多
年

に
亙
つ
て
）
罷
り
通
つ
て
ゐ
た
の
も
、
日
本
に
元
来
存
し
た
革
命
（
（
（

信

仰
の
も
た
ら
し
た
禍
害
の
一
端
で
あ
つ
た
。

（
三
）「
天
命
」
へ
の
日
本
的
考
察

　

而
し
て
右
に
擧
げ
た
革
命
信
仰
な
る
も
の
は
、
底
流
と
し
て
は
戰

前
、
大
正
敎
養
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
知
識
人
層
の
主
流
を
な
し
て

ゐ
た
當
時
か
ら
、
即
ち
ロ
シ
ア
革
命
の
「
成
功
」
が
、
例
の
歴
史
の

楷
梯
の
飛
躍
的
上
昇
の
一
歩
で
あ
る
か
の
様
に
受
取
ら
れ
て
以
来
、

思
想
界
の
鬼
子
と
し
て
の
成
長
を
續
け
て
来
た
と
言
へ
る
で
あ
ら
う

が
、
そ
れ
が
大
手
を
振
つ
て
表
通
り
を
罷
り
通
る
様
に
な
つ
た
の
は
、

や
は
り
先
の
大
戰
で
の
敗
戰
後
、
米
軍
占
領
期
の
特
徴
的
現
象
の
一

で
あ
る
。

　

思
ひ
返
す
だ
け
で
も
苦
々
し
く
腹
立
た
し
い
占
領
現
象
の
一
で
あ

る
が
、
東
京
帝
國
大
學
法
學
部
敎
授
の
宮
澤
俊
義
に
は
「
八
月
十
五

日
革
命
說
」
と
呼
ば
れ
る
破
廉
恥
極
ま
る
妄
論
ま
で
あ
る
（
（
（

。
今
こ
こ

に
此
を
紹
介
す
る
こ
と
の
煩
と
不
快
に
堪
へ
な
い
の
で
一
切
省
略
に

從
ふ
が
、
こ
の
醜
悪
な
言
論
も
、
戰
後
の
知
識
人
・
言
論
人
が
「
革

命
」
と
い
ふ
概
念
を
如
何
に
自
分
の
都
合
次
第
に
、
得
手
勝
手
に
利

用
し
て
き
た
か
と
い
ふ
背
德
現
象
の
一
端
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
背

後
に
は
、
革
命
と
は
即
ち
進
歩
の
一
楷
梯
で
あ
り
、
善
で
あ
る
、
と

の
多
年
の
思
ひ
込
み
が
伏
在
し
て
ゐ
よ
う
。

　

而
し
て
か
う
し
た
革
命
信
仰
も
、
實
は
日
本
の
近
代
に
于
け
る
知

的
傳
統
の
斷
絶
と
い
ふ
「
負
」
の
符
號
付
き
の
思
想
史
的
現
象
の
一

環
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
判
斷
す
る
根
據
を
以
下
に
略
述
し
よ
う
。

　
『
孟
子
』
を
載
せ
た
船
は
日
本
に
着
く
前
に
覆
沒
す
る
と
の
巷
說

が
行
は
れ
る
様
に
な
つ
た
の
と
因
果
關
係
は
な
い
と
思
は
れ
る
が
、

『
孟
子
』
の
眞0

の
學
問
的
研
究
、
眞
の
と
い
ふ
の
は
今
、
文
獻
批
判

學
の
學
理
的
基
礎
の
上
に
立
脚
し
、
そ
の
方
法
を
驅
使
し
て
、
と
い

ふ
こ
と
な
の
だ
が
、
さ
う
し
た
研
究
が
我
が
國
に
出
現
し
た
の
は
古

義
學
の
伊
藤
仁
齋
、
古
文
辭
學
の
荻
生
徂
徠
と
い
ふ
兩
碩
學
の
業
績

を
以
て
で
あ
る
。
但
、
前
者
の
『
語
孟
字
義
』
に
せ
よ
後
者
の
『
辨

衟
』『
辨
名
』
に
せ
よ
、
そ
の
研
究
の
目
指
し
た
所
は
、『
論
語
』
や

『
孟
子
』
の
言
々
句
々
の
嚴
密
な
字
義
的
解
釋
を
通
じ
て
、
古
の
圣

人
・
賢
者
が
探
ね
求
め
た
所
を
己
も
亦
探
究
す
る
、
と
い
ふ
求
衟
者

的
な
敬
虔
な
姿
勢
を
以
て
貫
か
れ
て
ゐ
た
。
謂
は
ば
、
古
人
の
跡
を

尋
ね
る
の
で
は
な
く
て
古
人
の
尋
ね
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
後
生
た
る
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己
も
亦
尋
ね
求
め
る
、
と
い
ふ
姿
勢
を
堅
持
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
日

本
儒
學
の
水
準
を
本
國
の
漢
土
よ
り
更
に
髙
次
の
段
階
に
引
き
上
げ

て
行
く
營
み
と
し
て
立
派
な
功
業
で
は
あ
つ
た
。

　

と
こ
ろ
が
仁
齋
よ
り
約
百
年
、
徂
徠
よ
り
約
六
十
年
後
の
後
生
で

あ
る
本
居
宣
長
と
も
な
る
と
、
學
問
的
方
法
の
嚴
密
さ
に
于
い
て
は

古
學
の
先
逹
た
る
兩
者
の
行
き
方
を
着
實
に
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
そ

の
姿
勢
に
于
い
て
は
兩
先
逹
と
は
よ
ほ
ど
違
つ
た
も
の
に
な
つ
て
く

る
。
い
や
學
問
的
方
法
に
于
い
て
す
ら
、
宣
長
は
、『
玉
勝
間
』
の

中
で
、
自
分
の
古
學
は
契
沖
を
學
祖
と
し
て
啓
か
れ
て
き
た
學
び
様

で
あ
る
、
儒
の
古
文
辭
學
派
の
影
響
を
受
け
て
發
展
し
た
か
の
如
く

見
ら
れ
て
は
迷
惑
で
あ
る
（
（
（

と
言
は
ん
ば
か
り
の
自
負
心
を
少
々
肩
肘

張
つ
た
體
で
力
說
し
て
ゐ
る
。
況
し
て
や
仁
齋
・
徂
徠
に
于
い
て
敬

虔
な
攻
究
の
對
象
で
あ
つ
た
漢
土
の
圣
賢
の
言
な
ど
を
金
科
玉
條
と

す
る
類
の
殊
勝
な
心
性
を
宣
長
は
持
合
せ
て
ゐ
な
い
。
彼
に
は
、
眞

の
「
衟
」
な
る
も
の
は
漢か
ら

・
天
竺
で
は
夙
に
滅
ん
で
し
ま
つ
て
、
唯

こ
の
日
本
に
于
い
て
の
み
神
代
の
昔
の
姿
の
ま
ま
に
今
に
承
け
傳
へ

ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
、
と
の
「
學
問
的
・
實
証
的
」
信
念
（
（
（

が
確
乎
と
し

て
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

宣
長
の
『
直
毘
靈
』
の
次
に
引
く
部
分
か
ら
後
に
は
甚
だ
興
味
深

い
考
察
が
開
陳
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
〈
抑
そ
も
そ
も

吉よ
き

凶あ
し

き
萬よ
ろ
づ
の
事
を
、
あ

だ
し
國
に
て
、
佛
の
衟
に
は
因
果
と
し
、
漢か
ら

の
衟
々
に
は
天
命
と
い

ひ
て
、
天
の
な
す
わ
ざ
と
思
へ
り
。
こ
れ
ら
は
み
な
ひ
が
ご
と
な
り
。

そ
が
中
に
佛
の
衟
の
說こ
と

は
、
多
く
世
の
學
者
の
、
よ
く
辨わ
き
まへ
つ
る
こ

と
な
れ
ば
、
今
い
は
ず
。
漢か
ら

國く
に

の
天
命
の
說こ
と

は
、
か
し
こ
き
人
も
み

な
惑ま
ど

ひ
て
、
い
ま
だ
ひ
が
ご
と
な
る
を
さ
と
れ
る
人
な
け
れ
ば
、
今

こ
れ
を
論
あ
げ
つ
らひ
さ
と
さ
む
〉
と
い
ふ
次
第
な
の
だ
が
、
そ
の
宣
長
の
あ

げ
つ
ら
ひ
さ
と
し
て
ゐ
る
以
下
の
論
旨
を
、
少
々
長
く
な
る
が
筆
者

の
口
語
譯
の
試
み
の
形
で
敢
へ
て
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

―
―

そ
も
そ
も
「
天
命
」
な
ど
と
い
ふ
詞
は
、
漢
土
の
古
代
に
于

い
て
圣
人
と
さ
れ
て
ゐ
る
歴
代
の
君
主
が
、
前
王
朝
の
君
主
を
放
伐

し
て
そ
の
國
を
奪
ひ
取
つ
た
後
、
自
己
の
弑
逆
の
罪
を
の
が
れ
よ
う

と
し
て
ひ
ね
り
出
し
た
か
こ
つ
け
ご
と
で
あ
る
。
實
際
に
は
、
天
地

に
心
は
な
い
の
だ
か
ら
、
天
が
命
を
下
す
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
も
し
ほ
ん
と
う
に
天
に
心
が
あ
り
、
衟
理
の
心
得
も
あ
つ
て
、

よ
き
君
主
に
の
み
國
を
與
へ
て
よ
く
治
め
さ
せ
よ
う
と
の
才
覺
を
働

か
せ
る
も
の
な
ら
ば
、
週
の
代
が
終
つ
て
か
ら
後
に
も
、
又
必
ず
圣

人
が
出
て
國
を
治
め
た
は
ず
で
あ
ら
う
の
に
、
現
に
さ
う
は
な
ら
な

か
つ
た
の
は
な
ぜ
か
。
も
し
週
公
と
孔
子
の
代
に
于
い
て
「
衟
」
は

備
は
つ
た
の
だ
か
ら
以
後
圣
人
が
出
現
す
る
必
要
は
な
か
つ
た
の
だ

と
い
ふ
の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
合
點
が
ゆ
か
な
い
。
孔
子
出
で
て
後
に

は
、
そ
の
唱
へ
た
と
こ
ろ
の
衟
が
世
に
よ
く
行
は
れ
て
國
々
が
よ
く

治
ま
つ
た
と
で
も
い
ふ
の
な
ら
ば
ま
あ
そ
の
様
に
言
つ
て
も
よ
い
だ

ら
う
が
、
孔
子
の
後
に
至
つ
て
こ
そ
、
衟
は
廢す
た

れ
は
て
て
、
衟
の
敎

は
い
た
づ
ら
言ご
と

と
な
り
、
國
々
の
亂
れ
も
い
よ
い
よ
は
げ
し
く
な
つ
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た
で
は
な
い
か
。
そ
の
状
況
を
よ
し
と
し
て
、
以
後
圣
人
を
う
み
出

す
こ
と
も
な
く
、
國
々
を
襲
つ
た
災
禍
に
も
眼
を
く
れ
ず
、
遂
に
秦

の
始
皇
帝
の
如
き
暴
君
に
天
下
を
與
へ
て
人
民
を
大
い
に
苦
し
め
た

と
い
ふ
の
は
、
い
つ
た
い
天
の
如
何
な
る
ひ
が
心
か
。
何
と
も
い
ぶ

か
し
い
次
第
で
は
あ
る
。（
宣
長
の
行
文
は
少
々
執
拗
く
、
く
ど
い
の
で

途
中
一
部
省
略
し
て
、）
後
の
世
に
な
る
と
人
の
知
惠
も
少
し
は
ひ
ら

け
て
く
る
か
ら
、
國
を
奪
つ
て
お
い
て
こ
れ
が
天
命
だ
な
ど
と
い

ふ
（
即
ち
「
革
命
」）
僭
主
の
言
分
を
人
々
も
信
用
し
な
く
な
つ
た
が
、

さ
う
な
る
と
う
は
べ
は
讓
ら
せ
て
お
い
て
（「
禪
讓
」
を
装
つ
て
）
實

は
強
奪
だ
と
い
ふ
例
も
生
じ
、
そ
れ
を
も
よ
か
ら
ぬ
こ
と
と
い
ふ
說

も
出
さ
れ
る
が
、
實
は
古
代
の
圣
人
と
さ
れ
る
君
主
の
例
（
堯
・
舜
・

禹
等
の
禪
讓
に
よ
る
帝
位
繼
承
）
も
實
體
は
そ
ん
な
こ
と
だ
つ
た
の
で

は
な
い
か
。
後
の
世
の
覇
者
逹
が
天
命
を
奉
じ
た
と
い
ふ
言
分
は
信

じ
な
い
が
、
古
代
の
王
逹
の
稱
す
る
天
命
は
信
ず
る
と
い
ふ
の
は
い

つ
た
い
如
何
な
る
錯
迷
な
の
か
。
昔
は
天
命
が
下
つ
た
が
後
世
に
は

下
ら
な
く
な
つ
た
、
と
い
ふ
の
も
を
か
し
な
も
の
で
は
な
い
か
…
…
。

　

以
下
は
少
々
く
ど
い
の
で
省
略
す
る
が
、
宣
長
が
「
天
命
」
の
說

を
論
破
し
て
ゆ
く
、
そ
の
理
詰
め
の
論
法
は
、
恰
も
新
井
白
石
が
イ

エ
ズ
ス
會
士
シ
ド
チ
と
對
決
し
、
相
手
の
說
く
天
地
創
造
・
萬
物
主

宰
の
主あ
る
じデ
ウ
ス
＝
ゴ
ッ
ド
の
存
在
と
い
ふ
敎
義
を
整
然
と
論
破
し
て

ゆ
く
、
そ
の
際
の
論
理
堅
固
な
口
調
と
極
め
て
よ
く
似
て
ゐ
る
と
こ

ろ
が
我
々
に
は
甚
だ
興
味
深
い
。

　

右
に
引
い
た
部
分
と
同
じ
趣
旨
の
考
察
を
、
宣
長
は
『
直
毘
靈
』

よ
り
十
五
年
程
後
の
著
作
で
あ
る
『
玉
く
し
げ
』
の
中
で
、
唯
一
節

に
壓
縮
し
た
様
な
形
を
以
て
反
復
し
て
述
べ
て
ゐ
る
。
此
は
原
文
を

引
い
て
み
よ
う
。
曰
く
〈
…
…
し
か
れ
ど
も
因
果
應
報
の
說
は
、
上

に
申
せ
る
ご
と
く
、
都
合
よ
き
や
う
に
作
り
た
る
物
な
れ
ば
、
論
ず

る
に
乁
ば
ず
、
ま
た
天
命
天
衟
と
い
ふ
は
、
唐
土
の
上
古
に
、
か
の

湯
武
な
ど
の
類
な
る
者
の
、
君
を
滅
し
て
其
の
國
を
奪
ひ
取
る
、
大

逆
の
罪
の
い
ひ
の
が
れ
と
、
衟
理
の
す
ま
ざ
る
事
を
、
強
ひ
て
す
ま

し
お
か
ん
た
め
と
の
、
託
か
こ
つ
け

言ご
と

な
り
と
知
る
べ
し
〉
と
。

　

是
に
由
つ
て
見
れ
ば
、
宣
長
は
、
革
命
と
い
ふ
字
遣
自
體
が
、
王

位
簒
奪
者
や
民
衆
煽
動
家
が
己
の
叛
逆
の
罪
に
對
す
る
良
心
の
疚
し

さ
を
押
隠
す
た
め
の
自
己
正
當
化
の
託
言
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
見
抜

き
、
斷
罪
し
て
ゐ
る
。
革
命
と
い
ふ
驕
語
に
つ
い
て
の
宣
長
の
こ
の

見
識
は
明
治
啓
蒙
期
の
知
識
人
逹
に
は
傳
は
ら
な
か
つ
た
し
、
大
正

敎
養
派
の
中
の
進
歩
主
義
史
觀
を
奉
ず
る
一
派
に
は
更
に
完
全
に
忘

却
さ
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
。

　

宣
長
の
考
察
が
明
治
文
明
開
化
時
代
の
知
識
人
に
と
つ
て
耳
遠
い

も
の
に
な
つ
て
ゐ
た
の
は
致
し
方
な
い
と
し
て
も
、
安
政
の
大
獄
に

斃
れ
た
吉
田
松
陰
は
明
治
の
知
識
人
に
と
つ
て
甚
だ
身
近
な
、
時
代

の
直
接
の
先
覺
と
い
ふ
存
在
だ
つ
た
の
だ
し
、
そ
の
『
講
孟
餘
話
』

は
多
く
の
維
新
の
志
士
逹
の
胸
裡
に
深
く
刷
り
込
ま
れ
て
維
新
運
動

の
精
神
的
原
動
力
の
一
環
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
野
山
嶽
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に
捕
囚
中
の
松
陰
も
亦
「
梁
惠
王
下
」
の
「
湯
武
放
伐
」
の
章
（
（（
（

は
注

意
深
く
讀
ん
だ
（
安
政
二
年
七
月
十
七
日
の
事
と
明
瞭
に
記
録
さ
れ
て
ゐ

る
）。
そ
し
て
〈
…
其
人
職
に
稱か
な

は
ず
、
億
兆
を
治
む
る
こ
と
能
は

ざ
れ
ば
、
天
亦
必
ず
是
を
廢
す
。
桀
紂
幽
厲
の
如
き
其
人
な
り
（
引

用
者
注
、
桀
は
湯
に
放
伐
せ
ら
れ
た
夏
の
最
後
の
王
、
紂
は
武
王
に
放
伐
せ

ら
れ
た
殷
の
最
後
の
王
、
幽
・
厲
は
共
に
東
遷
前
の
週
の
王
）。
故
に
天
の

命
ず
る
所
を
以
て
天
の
廢
す
る
所
を
討
つ
。
何
ぞ
放
伐
に
疑
は
ん

や
〉
と
一
往
天
命
・
革
命
の
史
觀
を
是
認
し
な
が
ら
、〈
本
邦
は
則

ち
然
ら
ず
。
天あ
ま

日つ
ひ

の
嗣
ひ
つ
ぎ

永
く
天
壤
と
無
窮
な
る
者
に
て
、
此
大
八
洲

は
天あ
ま

日つ
ひ

の
開
き
給
へ
る
所
に
し
て
、
日ひ

嗣つ
ぎ

の
永
く
守
り
給
へ
る
者
な

り
。
故
に
億
兆
の
人
宜
し
く
日
嗣
と
休
戚
を
同
お
な
じ
うし
て
、
復
た
他
念
あ

る
べ
か
ら
ず
〉
と
、
決
然
と
し
て
書
き
加
へ
る
。
即
ち
革
命
史
觀
は

我
が
國
體
に
は
到
底
适
用
す
べ
く
も
な
い
夷
狄
の
異
端
史
觀
で
あ
る

と
の
斷
定
を
躊
躇
し
な
か
つ
た
。
然
し
松
陰
の
こ
の
烈
々
た
る
氣
魄

も
西
學
流
入
の
滔
々
た
る
時
流
の
中
で
や
が
て
相
對
化
さ
れ
て
行
つ

て
し
ま
ふ
。

（
四
）
傳
統
を
斷
絶
か
ら
護
る
「
維
新
」

　

元
来
「
叛
逆
・
王
位
簒
奪
」
の
意
味
で
あ
る
西
洋
近
代
語
の･

revolution･

の
譯
出
に
、
儒
敎
的
史
學
の
用
語
で
あ
る
「
革
命
」
と

い
ふ
漢
語
を
以
て
し
た
の
は
、
デ
ウ
ス
＝
ゴ
ッ
ド
に
「
神
」
と
い
ふ

譯
語
を
充
て
た
例
に
も
匹
敵
す
る
取
返
し
の
つ
か
な
い
誤
譯
で
あ
つ

た
。
少
々
意
味
は
狭
く
な
る
が
「
放
伐
」
な
ら
ま
だ
し
も
現
に
見
る

如
き
視
覺
の
溷
濁
は
防
げ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
更
そ
れ
を
論
あ
げ
つ
らつ

て
も
仕
方
が
な
い
。
但
、
本
居
宣
長
の
様
な
先
逹
の
苦
心
の
省
察
を

新
た
に
思
ひ
起
す
こ
と
で
、
我
々
現
代
人
は
、「
革
命
」
と
い
ふ
語

に
纏
は
る
本
質
的
な
如
何
は
し
さ
を
、
日
本
人
は
二
百
年
の
昔
か
ら

正
確
に
認
識
し
て
ゐ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
、
そ
の
認
識
を
世

人
が
分
有
し
て
ゐ
な
い
の
は
、
宣
長
の
開
い
た
學
問
の
傳
統
を
繼
承

で
き
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
一
種
の
缺
如
状
態
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、

と
い
ふ
こ
と
を
改
め
て
知
る
の
で
あ
る
。

　
『
玉
く
し
げ
』
が
明
快
に
斷
定
し
て
ゐ
る
如
く
、
天
命
が
革あ
ら
た
ま
つ

た
と
い
ふ
言
分
が
自
己
の
叛
逆
の
罪
の
正
當
化
で
し
か
な
い
の
だ
か

ら
、
是
を
以
て
必
然
的
に
、
放
伐
を
受
け
た
前
代
の
王
朝
の
政
治
は

そ
の
理
念
も
實
踐
も
共
に
否
定
さ
れ
る
。
そ
こ
に
生
ず
る
の
が
傳
統

の
斷
絶
で
あ
る
。
用
心
深
く
言
へ
ば
、
こ
の
斷
絶
と
は
前
代
の
傳
統
、

そ
の
體
と
い
ふ
べ
き
政
治
理
念
、
用
と
い
ふ
べ
き
實
際
の
政
治
體
制

が
完
全
に
無
に
歸
す
る
と
い
ふ
事
態
の
み
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
統

治
權
者
が
替
つ
て
も
そ
の
國
の
人
々
の
念
裡
に
前
代
の
記
憶
は
な
ほ

殘
つ
て
ゐ
る
の
が
普
通
で
あ
ら
う
。
だ
が
そ
の
記
憶
が
新
し
き
覇
者

の
情
報
操
作
に
よ
つ
て
稀
釋
さ
れ
た
り
歪
曲
さ
れ
た
り
し
て
、
そ
の

最
も
本
質
的
な
部
分
が
傳
承
さ
れ
て
ゆ
か
ず
、
や
が
て
忘
却
に
委
ね

ら
れ
る
。
さ
う
し
た
状
態
を
も
含
め
て
傳
統
の
斷
絶
と
い
ふ
と
定
義

し
て
お
か
う
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
革
命
と
傳
統
と
が
全
く
相
容
れ
る
こ
と
な
い
反

對
概
念
、
冒
頭
に
記
し
た
如
き
「
と
」
の
分
類
を
以
て
言
へ
ば
、
互

に
他
を
否
定
し
あ
ふ
、
妥
協
の
餘
地
な
き
敵
對
概
念
の
組
合
せ
だ
と

い
ふ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

歴
史
術
語
と
し
て
の
「
革
命
」
に
つ
い
て
一
種
な
く
も
が
な
の
つ

ま
ら
ぬ
穿
鑿
に
紙
幅
を
費
し
た
が
、
そ
れ
も
明
治
維
新
を
西
洋
の
進

歩
史
觀
の
色
眼
鏡
を
透
し
て
見
る
ば
か
り
に
、
此
を
市
民
革
命
の
一

種
と
看
做
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
價
値
尺
度
を
以
て
維
新
の
歴

史
的
意
味
を
測
定
す
る
様
な
歪い
び

つ
な
視
覺
と
は
斷
乎
訣
別
し
た
い
と

思
ふ
故
で
あ
る
。
革
命
が
傳
統
の
敵
對
概
念
で
あ
る
以
上
、
傳
統
と

密
接
不
離
の
關
係
を
有
す
る
維
新
が
革
命
と
は
是
亦
到
底
並
び
立
つ

こ
と
の
出
来
な
い
概
念
で
あ
る
こ
と
も
、
反
射
的
に
明
白
に
な
る
と

言
へ
よ
う
。

　

傳
統
を
否
定
し
、
破
壞
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
成
立
す
る
革
命
と
は

對
照
的
に
、
維
新
が
「
維
れ
新
た
な
り
」
の
謂
で
あ
る
、
或
い
は

「
維
れ
新
た
に
す
」
と
い
ふ
時
の
新
た
に
な
る
、
乃
至
な
す
べ
き
對

象
は
傳
統
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
明
治
維
新
が
目
指
し
、
且
つ
實
現
し

た
傳
統
の
刷
新
・
再
生
と
は
具
體
的
に
は
如
何
な
る
現
象
だ
つ
た
の

で
あ
ら
う
か
。

　

誰
の
眼
に
も
歴
然
と
し
て
明
ら
か
な
政
治
體
制
の
變
革
は
、
慶
應

三
年
十
月
十
四
日
の
德
川
慶
喜
か
ら
の
大
政
奉
還
の
上
奏
を
受
け
、

十
二
月
九
日
に
王
政
復
古
の
宣
言
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
翌
慶

應
四
年
三
月
十
四
日
、
五
箇
條
の
「
御
誓
文
」
が
公
布
さ
れ
る
。
そ

の
第
四
條
は
、〈
一
、
舊
来
ノ
陋
習
ヲ
破
リ
、
天
地
ノ
公
衟
ニ
基
ク

ヘ
シ
〉
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
條
が
王
政
復
古
の
大
號
令
に

照
應
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
定
說
と
な
つ
て
ゐ
る
か
否
か
は
知

ら
な
い
が
、
略ほ
ぼ

間
違
ひ
の
な
い
解
釋
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
「
舊
来
ノ
陋
習
」
と
は
、
端
的
に
言
つ
て
、
武
家
が
政
權
の
中
樞

に
居
て
、
天
皇
は
現
實
政
治
の
機
制
か
ら
疎
外
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
、

幕
府
政
治
の
體
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
の
宣
旨
を

受
け
、
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
て
全
國
統
治
の
實
權
を
把
握
し
た
建
久

三
年
（
一
一
九
二
A.D.
）
以
来
六
百
七
十
年
餘
り
續
い
た
政
治
の
機
構

で
あ
る
。
こ
の
長
い
歳
月
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
全
國
の
武
家
の
總
元

締
、
所
謂
棟
梁
と
し
て
の
大
将
軍
に
領
地
管
理
の
政
務
を
執
ら
し
め

る
と
い
ふ
幕
府
の
機
構
自
體
が
、
既
に
「
武
家
政
治
」
の
傳
統
と
呼

ん
で
よ
ろ
し
い
様
な
持
續
性
を
獲
得
し
て
ゐ
た
と
も
言
へ
よ
う
。

　

然
し
、
天
皇
な
ら
ぬ
征
夷
大
将
軍
が
國
家
統
治
の
大
權
を
保
有
す

る
と
い
ふ
形
は
決
し
て
邦
家
本
来
の
傳
統
で
は
な
い
。
将
軍
は
畢
竟

は
天
皇
の
任
命
に
よ
り
て
そ
の
職
位
に
あ
る
官
吏
の
一
種
で
あ
り
、

國
君
の
臣
下
で
あ
る
。
臣
下
が
君
と
し
て
仕
ふ
べ
き
天
皇
を
差
措
い

て
、
國
政
の
實
權
を
握
る
と
い
ふ
形
は
、
假
令
そ
の
任
に
當
つ
た
大

臣
が
如
何
に
公
正
且
つ
精
勵
に
任
務
を
執
行
し
よ
う
と
も
、
所
詮
國

體
の
本
来
の
姿
で
は
な
い
。
即
ち
此
を
呼
ん
で
言
ふ
な
ら
ば
發
足
以

来
是
正
さ
れ
ず
に
過
ぎ
て
ゐ
る
陋
習
で
あ
る
。
そ
こ
で
維
新
の
時
至
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る
と
な
れ
ば
そ
の
陋
習
を
破
却
し
て
天
地
の
公
衟
に
基
く
姿
に
戻
る

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
天
地
の
公
衟
と
は
何
を
以
て
そ
れ
と
稱
す
る

の
か
。
そ
れ
が
國
體
の
傳
統
に
他
な
ら
な
い
。
斯
様
な
連
關
が
存
在

す
る
。

　

王
政
復
古
の
大
號
令
が
六
百
七
十
年
ぶ
り
で
國
政
の
本
来
の
面
目

を
取
り
戻
し
た
と
は
言
ふ
が
、
國
體
の
傳
統
は
こ
の
長
い
歳
月
を
眠

り
續
け
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。
承
久
三
年
の
後
鳥
羽
院
に
よ
る
執

權
北
條
義
時
追
討
の
擧
兵
は
、
院
の
側
が
如
何
に
も
衟
理
を
缺
い
て

ゐ
た
が
故
に
、
歴
史
上
承
久
の
「
變
」
と
い
ふ
芳
し
か
ら
ぬ
呼
び
方

で
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
志
を
汲
ん
で
言
へ
ば
、

こ
れ
も
明
ら
か
に
失
は
れ
た
皇
室
の
傳
統
を
再
興
せ
ん
と
の
維
新
の

試
み
で
あ
つ
た
。

　

後
醍
醐
天
皇
の
企
て
ら
れ
た
幕
府
討
伐
の
計
畫
が
正
中
の
變
、
元

弘
の
變
と
二
度
に
亙
つ
て
挫
折
し
た
擧
句
に
辛
う
じ
て
短
い
期
間
の

建
武
の
新
政
を
實
現
し
得
た
の
も
、
同
じ
く
傳
統
の
要
請
に
應
じ
て

の
維
新
の
試
み
で
あ
る
。

　

南
北
朝
の
並
立
と
い
ふ
異
常
事
態
が
収
拾
さ
れ
、
足
利
氏
が
再
度

武
家
政
治
の
體
制
を
固
め
て
し
ま
つ
て
以
降
、
朝
廷
側
に
は
最
早
天

皇
親
政
の
傳
統
を
維
れ
新
た
に
す
る
だ
け
の
力
は
盡
き
て
し
ま
つ
た
。

と
い
ふ
よ
り
度
重
な
る
維
新
の
挫
折
に
學
ん
で
慎
重
を
期
す
る
と
い

ふ
姿
勢
を
取
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

南
北
朝
の
合
一
と
い
ふ
政
治
的
解
決
を
、
南
朝
方
の
維
新
運
動
の

斷
念
と
み
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
幕
末
の
王
政
復
古
ま
で
四
百
七
十

年
餘
り
で
あ
る
。
こ
の
年
月
の
間
に
、
武
家
政
權
は
今
や
自
己
の
正

統
性
に
疑
ひ
を
懐
か
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
見
る
と
し
て
、
こ
の

公
武
の
位
置
逆
轉
の
「
陋
習
」
が
罷
り
通
つ
て
ゐ
た
期
間
も
餘
り
に

長
い
。
但
感
嘆
す
べ
き
は
こ
の
五
百
年
に
近
い
歲
月
、
い
つ
か
傳
統

を
復
活
さ
せ
る
べ
き
維
新
の
志
の
記
憶
が
遂
に
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、

生
命
を
保
ち
續
け
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
の
事
實
で
あ
る
。
現
實
行
動
と

し
て
の
維
新
の
企
て
は
な
か
つ
た
が
記
憶
は
生
き
續
け
た
。
行
動
を

起
す
に
は
至
ら
な
か
つ
た
が
、
維
新
の
志
を
意
識
の
奥
に
藏
し
、
決

し
て
忘
れ
ま
い
と
す
る
精
神
の
運
動
は
、
長
い
武
家
政
權
支
配
の
時

代
を
深
層
の
伏
流
と
し
て
絶
え
る
こ
と
な
く
流
れ
續
け
た
。
そ
の
底

流
が
時
に
水
壓
を
増
し
て
時
代
の
表
層
に
噴
き
出
し
飛
沫
を
上
げ
て

揺
れ
動
く
こ
と
も
生
じ
た
。
さ
う
し
た
奔
騰
現
象
の
最
大
な
る
も
の

が
水
戸
學
の
勃
興
で
あ
る
。

　

思
想
史
の
學
と
し
て
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
水
戸
學
の
興
隆
の
分

析
的
說
明
は
興
醒
め
な
ほ
ど
に
既
に
十
分
に
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
故

に
そ
の
關
連
に
は
論
乁
す
る
こ
と
を
避
け
る
が
、
唯
一
事
、
こ
の
學

派
の
學
祖
と
も
い
ふ
べ
き
德
川
光
圀
が
元
祿
五
年
八
月
、
湊
川
の
楠

木
正
成
一
族
の
自
刃
し
て
果
て
た
所
と
さ
れ
る
地
に
「
嗚
乎
忠
臣
楠

子
之
墓
」
を
銘
と
す
る
墓
碑
を
建
立
せ
し
め
た
事
蹟
な
ど
は
、
右
に

い
ふ
維
新
の
志
へ
の
想
起
の
象
徴
的
出
来
事
で
あ
る
と
し
て
敢
へ
て

擧
ぐ
べ
き
で
あ
ら
う
。
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そ
し
て
週
知
の
如
く
、
楠
公
の
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
ゆ
か
り
の
地

に
、
明
治
五
年
に
湊
川
神
社
が
創
建
さ
れ
、
別
格
官
幣
社
と
い
ふ
社

格
を
賜
る
最
初
の
例
と
な
つ
た
。
楠
木
一
族
の
維
新
の
志
は
歴
史
の

記
憶
の
中
か
ら
立
派
に
蘇
り
、
現
實
の
維
新
現
象
の
さ
中
に
、
神
社

と
い
ふ
形
を
取
つ
て
再
生
し
た
。
楠
公
へ
の
崇
敬
と
い
ふ
精
神
傳
統

も
亦
こ
の
時
に
維
新
を
遂
げ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
様
に
見
て
く
る
時
、
標
題
に
拘こ
だ

泥は

つ
て
言
へ
ば
、
維
新
と
傳

統
と
い
ふ
時
の
「
と
」
の
役
割
は
今
や
明
ら
か
に
な
る
。
維
新
と
い

ふ
現
象
は
悠
久
の
傳
統
が
存
す
る
所
に
于
い
て
初
め
て
發
す
る
行
動

で
あ
る
。
傳
統
の
無
い
所
、
傳
統
が
滅
び
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
所

に
は
、
維
新
の
必
要
が
無
い
故
に
維
新
と
い
ふ
行
動
は
發
現
し
な
い
。

傳
統
は
維
新
の
存
在
根
據
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
言
へ
ば
、
論
理
の
必

然
と
し
て
、
維
新
と
い
ふ
呼
聲
が
揚
つ
た
以
上
は
、
そ
の
行
動
を
必

要
と
し
た
傳
統
が
存
し
た
は
ず
だ
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
即
ち
維

新
と
い
ふ
現
象
は
傳
統
の
認
識
根
據
の
一
つ
で
あ
る
。

　

此
を
以
て
拙
稿
の
論
理
的
結
論
と
す
る
、
と
い
ふ
だ
け
で
は
少
々

面
白
く
な
い
。
現
實
に
は
、
傳
統
は
度
重
な
る
維
新
の
試
み
に
よ
つ

て
加
齢
か
ら
来
る
疲
勞
を
癒
さ
れ
、
賦
活
さ
れ
る
と
い
ふ
事
態
が
あ

つ
て
こ
そ
、
永
い
年
月
命
脈
を
絶
や
す
こ
と
な
く
生
き
續
け
た
、
と

言
へ
る
の
で
あ
る
し
、
又
一
方
、
凡
そ
維
新
と
い
ふ
名
の
再
生
・
復

活
の
運
動
は
長
い
傳
統
の
要
請
・
催
促
を
受
け
た
が
故
に
發
動
し
た

の
だ
、
と
い
ふ
の
が
歴
史
の
經
驗
的
事
實
で
あ
る
。

　

こ
の
因
果
的
連
關
に
思
ひ
を
凝
ら
し
て
み
る
と
、
や
が
て
我
々
の

連
想
を
誘
は
ず
に
は
お
か
な
い
一
事
が
あ
る
。
即
ち
式
年
遷
宮
の
歴

史
で
あ
る
。

　

式
年
遷
宮
の
事
業
が
完
成
し
、
殿
地
に
新
し
い
社
殿
が
誕
生
し
た

時
、
そ
こ
で
更
新
さ
れ
た
の
は
社
殿
の
外
的
な
素マ
テ
リ
ア材
で
あ
る
。
こ
の

素
材
の
更
新
を
以
て
、
然
し
内
的
な
形フ
ォ
ル
ム式
は
前
代
か
ら
の
連
續
を
逹

成
し
、
形
式
と
そ
れ
に
宿
る
生
命
と
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
不
變
の
傳

統
に
連
な
つ
た
と
い
ふ
事
實
を
立
証
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

神
宮
に
于
け
る
民
族
の
祖
先
神
の
祭
祀
が
、
原
初
の
形
式
を
損
ね

失
ふ
こ
と
な
く
、
悠
久
の
傳
統
と
し
て
永
續
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、

時
々
の
維
新
の
營
み
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
〈
時
々
〉
を
意
識
化
し
、

覺
え
易
い
様
に
規
則
的
に
行
ふ
と
す
れ
ば
即
ち
式
年
の
思
想
が
發
生

す
る
。
祭
祀
傳
統
に
于
け
る
維
新
の
發
想
を
、
時
間
的
に
の
み
な
ら

ず
、
祭
祀
を
構
成
し
て
ゐ
る
各
種
の
形フ
ォ
ル
ム式
に
迄
乁
ぼ
し
て
ゆ
く
と
す

れ
ば
、
遷
宮
の
儀
は
即
ち
建
筑
の
技
術
と
そ
れ
を
支
へ
る
素
材
と
し

て
の
造
林
の
技
術
、
供
御
の
た
め
の
祭
具
・
衣
裳
・
什
器
萬
般
に
亙

る
美
術
・
工
藝
の
技
法
、
神
饌
に
關
は
る
農
產
・
漁
撈
の
食
文
化
と

慣
習
等
、
凡
そ
衣
食
住
の
全
て
の
領
域
に
亙
つ
て
の
民
族
傳
統
の
想

起
＝
再
確
認
を
果
す
の
に
最
も
よ
き
機
會
で
あ
る
。
斯
く
て
、
傳
統

を
再
確
認
し
賦
活
す
る
維
新
の
營
み
と
し
て
の
式
年
遷
宮
の
祭
儀
そ

れ
自
體
が
又
一
種
髙
次
の
傳
統
と
な
り
果
せ
て
、
現
在
既
に
千
三
百

年
の
歲
月
を
經
た
。
そ
し
て
現
在
我
々
が
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
の
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盛
儀
に
向
け
て
の
應
分
の
努
力
を
捧
げ
た
い
と
考
へ
る
と
す
れ
ば
、

是
も
亦
悠
久
の
傳
統
を
守
り
抜
く
た
め
の
維
新
の
志
の
一
端
を
担
つ

て
ゐ
る
と
考
へ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

注（1
）　

加
地
伸
行
全
譯
注
『
論
語
』〔
講
談
社
學
術
文
庫　

平
成
十
六
年
〕

四
四
四
頁
。

（
2
）　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
學
講
義
』
長
谷
川
宏
譯
〔
岩
波
文
庫　

平
成

六
年
〕
上
巻
三
九
頁
〈
精
神
は
自
由
だ
、
と
い
う
抽
象
的
定
義
に

し
た
が
え
ば
、
世
界
の
歴
史
と
は
、
精
神
が
本
来
の
自
己
を
し
だ

い
に
正
確
に
知
つ
て
い
く
過
程
を
叙
述
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
〉。
そ
の
他
幾
つ
か
の
箇
所
に
こ
の
思
想
が
語
ら
れ

て
ゐ
る
。

（
（
）　

こ
の
問
題
は
山
下
重
一
『
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
』〔
御
茶
の

水
書
房　

昭
和
五
十
八
年
〕
に
一
往
滿
足
の
ゆ
く
ほ
ど
に
入
念
に
、

既
に
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
敎
へ
ら
れ
る
所
が
多
か
つ
た
。

（
4
）　

例
へ
ば
講
談
社
學
術
文
庫
版
・
穂
積
重
遠
『
新
譯
孟
子
』
の
譯
文

が
甚
だ
親
切
で
わ
か
り
や
す
い
。

（
5
）　

國
史
大
辭
典
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
ひ
傳
へ
は
明
代
の
謝
肇
淛
の

著
な
る
『
五
雑
俎
』
か
ら
出
て
ゐ
る
。
同
書
は
萬
暦
頃
の
成
立
だ

が
日
本
で
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
A.D.
）
に
和
刻
本
も
刊
行
さ
れ
、

雑
學
的
知
識
の
情
報
源
と
し
て
廣
く
讀
ま
れ
た
ら
し
い
。

（
（
）　

葦
津
珍
彥
「
萬
世
一
系
と
革
命
說
」（『
葦
津
珍
彥
選
集
』
第
一
巻

一
六
二
頁
）
に
よ
れ
ば
山
岡
鐵
舟
は
明
治
維
新
の
こ
と
を
「
慶
應

戊
辰
の
革
命
」
と
記
し
、
こ
の
文
脈
で
の
「
革
命
」
の
語
を
頻
用

し
て
ゐ
た
由
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
戰
後
の
史
學
界
の
用
ゐ
た
意

味
に
于
い
て
で
は
な
く
、
官
軍
に
よ
る
倒
幕
の
武
力
行
動
を
山
縣

大
貮
流
の
日
本
式
放
伐
革
命
で
あ
る
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
る
修

辭
で
あ
つ
た
。

（
（
）　

宮
澤
の
八
月
十
五
日
革
命
說
の
辯
妄
に
は
既
に
法
學
・
政
治
學
の

領
域
か
ら
諸
家
の
論
が
出
て
ゐ
る
が
、
筆
者
も
昭
和
六
十
一
年
刊

『
今
上
天
皇
論
』〔
日
本
敎
文
社
刊
〕
の
中
で
一
章
を
設
け
て
、
そ

の
變
節
の
病
的
心
理
に
分
析
を
試
み
て
ゐ
る
。

（
（
）　
『
玉
勝
間
』
八
の
巻
「
あ
る
人
の
い
へ
る
こ
と
」

（
（
）　
『
直
毘
靈
』『
玉
く
し
げ
』
に
于
け
る
宣
長
の
、
又
『
西
洋
紀
聞
』

に
于
け
る
新
井
白
石
の
、
或
る
意
味
で
驚
く
ほ
ど
の
論
理
的
・
合

理
主
義
的
思
考
と
そ
の
論
法
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
日
本
に
于
け

る
理
性
の
傳
統
』〔
中
央
公
論
新
社
、
平
成
十
九
年
〕
の
第
十
三

章
（
朱
子
學
的
世
界
說
明
・
白
石
）
と
第
十
五
章
（
本
居
宣
長
の

思
想
鬪
爭
）
の
論
述
を
參
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る
。

（
10
）　

吉
田
松
陰
『
講
孟
餘
話
』（
廣
瀬
豊
校
訂
・
岩
波
文
庫
）
三
四
頁
。

（
東
京
大
學
名
譽
敎
授
）




