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こ
こ
ろ
み
に
、
『
徳
川
思
想
史
研
究
』

(田
原
嗣
郎
著
)
と
か
、
『近
世
儒
教
思
想
』

(相
良
享
著
)
な
ど
と
い
う
、
近
世
思
想
史
研
究
の
最
近
の
労
作
を
繙

い

て

み

る

と
、
新
井
白
石
と
い
う
独
立
し
た
項
目
は

一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
。
確
か
に
近
世
の

思
想
史
、
近
世
哲
学
史
と
で
も
言
い
換
え

て
、
も

っ
と
も
厳
密
、
か
つ
限
定
的
に
規

定
す
れ
ば
、
思
弁
的
な
儒
教
哲
学
に
集
約
帰
結
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
国
学
や
心

学
な
ど
、
い
ち
応
別
系
統
に
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
社
会
的
に
は
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
思
想
的
流
派
も
、
儒
教
思
想
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う

一
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
そ
の
影
響
力
を
、
例
え
ば

フ
ッ
サ
ー

ル
の
現
象
学
が
、
サ
ル
ト
ル
の
文
芸
思
想

に
与
え
た
影
響
と
同
じ
よ
う
な
度
合
の
、

濃
密
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。
近
世
思
想
史
を
考
え
る
度
に
い

ち
ば
ん
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
観
念
的
思
弁
的
な
儒
教
思
想
は
、

一
種
の
政
治
上

の
理
想
主
義
と
し
て
、
現
実
に
大
き
な
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
も
、
実
際
に
政
治
を

動
か
す
原
動
力
に
な
っ
た
例
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
ま
た
他
の
文
化
や
芸
術
の
諸
領

域
か
ら
も
孤
立
し
て
い
て
、
思
想
と
い
う
言
葉
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
現
実
と
の
間

の
な
ま
な
ま
し
い
緊
張
関
係
に
欠
け
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
支
配
と
被
支
配
の

田

川

邦

子

階
級
関
係
が
固
定
し
、
儒
教
思
想
は
も
と
も
と
支
配
者
の
政
治
哲
学
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
他
の
文
化
的
諸
領
域
と
融
和
し
き
れ
な
い
と
い
う
の

は
、
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
近
世
の
思
想
や
学
問
を
言
う

と
き
、
こ
の
よ
う
な
畸
型
的
な
形
で
存
在
し
得
た
儒
教
が
、
第

一
の
正
統
性
を
主
張

す
る
資
格
を
持

っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
困
る
の
で
あ
る
。

新
井
白
石
は
近
世
の
学
問
や
思
想
、
と
り
わ
け
儒
学
が
閉
塞
的
世
界
で
自
足
的
に

孤
立
し
て
い
る
と
い

っ
た

一
般
的
状
況
の
な
か
で
は
、
と
り
わ
け
異
彩
を
放

っ
て
い

る

一
人
の
学
者
で
あ
り
、
政
治
家
で
あ
り
、
思
想
家
な
の
で
あ
る
。
な

る

ほ

ど
彼

は
、
坐
し
て
思
索
、
著
述
に
耽
け
る
よ
う
な
、
儒
教
哲
学
専
門
の
学
者
で
は
な
い
し

六
代
将
軍
家
宣

へ
の
侍
講
を
別
に
す
れ
ば
、
弟
子
を
教
え
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
ほ
ど

熱
心
だ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
彼
を

一
級
の
学
者
で
あ
り
、
思
想
家
で

あ

っ
た
と
断
言
で
き
る
の
は
、
自
伝

『
折
た
く
柴
の
記
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
見
聞
や
体
験

一
つ
を
語
る
に
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
は
常
に
、
彼
が
彼
な
り
に

関
わ
り
、
彼
な
り
に
解
釈
し
て
き
た
人
間
や
現
実
に

つ
い
て
の
性
格
や
意
味
づ
け
が

存
在
し
、
そ
れ
が
鋭
く
表
出
さ
れ
て
、
文
体
も
た
い
へ
ん
動
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
近

世
三
百
年
間
の
う
ち
で
も
、
白
石
は
第

一
級

の
散
文
家
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
自
分
を

い
つ
も
静
止
的
な
状
態
の
な
か
に
止
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
彼
の
個
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性
の
激
し
さ
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
思
想
と
い
う
も
の
を
こ

の
よ
う
に
、
生
き
た
文
体
や
文
章
、
強
い
個
性
と
い
う
も
の
に
換
置
で
き
る
可
能
性

の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
私
な
ど
に
は
、
近
世
の
思
想
史
と
い
う
よ
う
な
場
合
、

ど
う
し
て
白
石
あ
た
り
か
ら
語
り
姶
め
ら
れ
な
い
の
か
不
思
議
な
思
い
が
す
る
の
で

あ
る
。

木
下
順
庵
の
門
下
で
、
そ
の
学
問
の
系
流
か
ら
い
え
ば
朱
子
学
系
統
に
属
す
る
白

石
で
あ

っ
た
が
、
彼
の
学
問
の
特
徴
が
、
儒
教
哲
学
的
な
思
索
を
観
念
の
世
界
に
深

化
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
、
深
く
狭
い
型
を
辿
る
よ
り
も
、
歴
史
学

・
言
語
学

.
考

証
学
と
い
う
よ
う
に
、
広
く
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
歴
史
学

の
分
野

で
為
し
遂
げ
た
仕
事
は
優
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
学
問
の
史
的
位
置
づ
け
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
の
程
度
の
評
価

が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば

『
日
本
に
お
け
る
歴

史

思

想

の

展
睡

と
い
う

論
文
集
を

見

る
と
・

「
理
」
を
前
提
と
す
る
朱
子
学
的
思
考
と
、

「物
」

を
前
提
と
す
る
徂
徠
学
的
思
考
の
二
系
列
が
、
徳
川
時
代
か
ら
現
代
日
本

に

も
及
び
、
近
世
前
期
で
は
、
前
者
に
は
羅
山
、
鵞
峰
、
徳
川
光
圀
、
新
井
白
石
が
あ

り
、
後
者
は
素
行
-
徂
徠
ー
宣
長
を
経
て
、
近
代
日
本
の
実
証
史
学

へ
連
な
る
系
列

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
毳

・
素
行
-
徂
徠
⊥

旦
長
か
ら
近
袋

証
史
学

へ

至
る
系
列
と
い
う
の
は
、
い
ち
応
了
解
す

る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
あ
ま
り
重
要
視
す

る
余
り
、
白
石
を
朱
子
学
的
思
考
タ
イ
プ

の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
入
れ
て
し
ま
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
わ
け
な
の
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
二
系

列
に
よ
る
分
類
と
い
う
の
が
、
理
論
的

に
は
す

っ
き
り
し
て
い
る
と
し
て
も
、
実
際

に
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
思
想
と
い
う
も
の
を
、
そ

の
思
考

の
タ
イ
プ
や
方
法
だ
け
で
整
理
し
つ
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思

わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
が
現
実
に
参
加
し
て
い
く
、
そ
の

生
き
た
方
法
や
姿
勢
を
も
含
め
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
、
到
底
意
味
が
無
い
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
を
い
つ
も
静
止
的
な
状
態
の
な
か
に
止
め
て
お
く
こ
と
が
で

き
な
い
、
そ
の
個
性
の
烈
し
さ
に
よ

っ
て
、
白
石
は
歴
史
を
も
ま
た
動
態
と
し
て
と

ら
え
る
。
そ
れ
は
歴
史
に
登
場
す
る
人
間
が
絶
え
ず
行
動
し
て
い
る
か
ら
で
、
そ
の

人
間
の
行
動
の
な
か
か
ら
、
「本
朝
の
天
下
の
大
勢
、
九
変
し
て
武
家
の
代
と
な
り
、

武
家
の
代
又
五
変
し
て
、
当
代
に
お
よ
ぶ
」

(『読
史
餘
論
』
)
と
い
う
、
歴
史
の
変

転
の
相
を
、
事
実
に
即
し
て
理
論
的
に
跡
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
。
徳
川
政
権
を
擁
護

す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
、
そ
の
歴
史
観
の
限
界
に
も
な

っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
成

り
立

つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
彼
に
と

っ
て
決
し
て

マ
イ
ナ
ス
に
な

っ
て
い
な

い
の
は
、
公
家
政
権
か
ら
武
家
政
権
が
、
分
化
独
立
し
て
い
く
そ
の
過
程
の
観
察
に

特

に
力
を
入
れ
、
記
述
も
精
緻
を
極
め
て
い
る
こ
と
で
も
分
る
の
で
あ
る
。
公
家
政

権
に
比
し
て
、
武
家
政
権
が
ひ
と
き
わ
優
れ
た
政
治
体
制
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、

『読
史
餘
論
』
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
思
想
的
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼

の
生
き
た

時
代
の
徳
川
政
権
を
、
肯
定
擁
護
す
る
姿
勢
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
何
よ
り
も
、
武

士
で
あ
る
こ
と
の
彼
自
身
の
自
覚
の
強
さ
が
全
て
の
原
動
力
に
な

っ
て
い
る
。

『
読
史
餘
論
』
中
、
所

々
に
挾
ま
れ
る
人
物
評
は
、

た
と
え
ば
、
「
此
人

(足
利

尊
氏
の
こ
と
)、
初
メ
兵
を
挙
し
よ
り
此
か
た
、

廿
六
年
の
問
、

一
日
も
干
戈
動
か

ぬ
と
い
ふ
事
も
な
く
、
天
下
終
に
定
る
事
を
得
ず
し
て
、
君
臣
父
子
兄
弟
互
に
相
争

ひ
し
事
、
古
今
た
め
し
な
き
事
也
。
す
べ
て
み
つ
か
ら
正
し
か
ら
ざ
り
し
故
に
、
人

を
正
す
事
か
な
は
ざ
り
し
に
よ
れ
る
な
り
。
さ
れ
ど
此
人
遂
に
、
武
家
の
棟
梁
と
な

ら
れ
し
事
は
、
公
家
の
政
務
の
、
こ
と
の
外
に
武
家
の
世
に
お
と
れ
る
事
を
、
士
民

能
知
り
ぬ
れ
ば
、
誰
に
も
お
は
せ
、
武
家
の
代
を
興
し
給
は
む
人
を
君
と
し
参
ら
せ

(74)
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む
と
、
天
下
の
思
ひ
し
た
ひ
し
に
、
幸
に
此
人
朝
敵
と
な
ら
れ
し
故
に
、
其
名
を
ば

悪
む
と
い
へ
ど
も
、
其
実
を
慕

へ
り
」

と
、
足
利
尊
氏
評
を
記
し
、

「大
か
た
此
人

は
、
其
器
度
寛
や
か
に
お
は
せ
し
事
は
、

毎
レ事
に
見
え
た
り
。

詐
謀
は
直
義
に
は

及
び
給
は
ざ
り
し
に
や
。
軍
の
術
は
は
る
か
に
ま
さ
り
給

へ
り
と
見
え
し
」
な
ど
と

も
書
い
て
い
る
。

白
石
の
書
く
人
物
評
に
は
興
味
深

い
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
を
ひ
と
く

ち

に
言

え

ば
、
公
平
且
客
観
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

一
人
の
人
物
を
見
る
に
も
、
そ
の
人

の
性
格
や
才
能
を
描
き
出
す
と
同
時
に
、
特
に
政
治
史
上
に
、
そ
の
人
物
の
果
し
た

歴
史
的
役
割
を
客
観
的
に
述
べ
る
こ
と
に
力
を

つ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
と

事
件
、
事
件
と
人
間
と
い
う
連
鎖
の
な
か
に
、
彼
の
歴
史
記
述
は
循
環
し
て
い
く
の

で
あ

っ
て
、
こ
れ
を

『
本
朝
通
鑑
』
や

『
大
日
本
史
』
な
ど
と
同
列
に
見
る
の
は
、

不
可
能
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

歴
史
家
と
し
て
の
白
石
、
政
治
家
と
し
て
の
白
石
に
深
入
り
す
る
の
は
こ
こ
の
目

的
で
は
な
い
し
、
こ
の
き
ま
り
き

っ
た
所

に
収
ま
り
難
い
、
多
面
的
な
才
と
業
績
を

持

つ
人
の
、
全
て
の
面
に
わ
た
っ
て
述
べ

つ
く
す
の
は
ま
こ
と
に
難
し
い
。
そ
れ
で

(
3
)

百
科
全
書
的
知
識
を
有
す
る
人
物
だ
と
い
う
評
価
も
生
じ
て
く
る
わ
け
だ
が

(桑
原

武
夫
)
、

こ
の
幅
の
広
い
多
面
的
な
才
を
持

つ
白
石
の
姿
が
、

も

っ
と
も
手

っ
取
り

早
く
鮮
や
か
に
そ
の
像
を
結
ぶ
の
は
、
や
は
り
政
治
史
上
で
あ
り
、
宝
永
六
年

(
一

七
〇
九
年
)
か
ら
、
享
保
元
年

(
一
七

一
六
年
)
の
七
年
間
、
家
宣
、
家
継
両
将
軍

の
政
治
顧
問
と
し
て
、
幕
政
を
事
実
上
左
右
し
た
そ
の
経
歴
が
、
白
石
と
い
う
人
物

の
い
ち
ば
ん
特
徴
的
な
面
と
し
て
、
多
く

の
人

々
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
歴
史
家
は
そ
の
政
治
を
文
治
主
義
と
名
づ
け
て
、
短
期
間
で
は
あ

っ
た

が
、
比
較
的
穏
や
か
な
人
間
主
義
的
政
治
が
行
わ
れ
た
時
期
と
し
て
評
価
を
与
え
て

き
た
わ
け
で
、

一
人
の
学
者
の
政
治
的
理
想
主
義
が
、

直
接
実
際
の
政
治
面
に

反

映
、
実
行
さ
れ
た
稀
有
な
例
と
し
て
注
目
す
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
戦
前
の
歴
史
学
者
、
例
え
ば
栗
田
元
次
氏

(そ
の
著
に

『
新
井
白
石
の
文

治
政
治
』
が
あ
る
)
な
ど
に
よ
る
、
白
石
の
文
治
政
治
に
対
す
る
評
価
は
、
あ
ま
り

に
礼
讃
が
過
ぎ
て
却

っ
て
印
象
に
乏
し
く
な

っ
て
い
る
う
ら
み
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
経
済
史
研
究
家
の
側
に
は
、
特
に
白
石
の
経
済
政
策
に
対
し
て
、
相
当
厳
し
い

否
定
的
な
見
方
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
宮
崎
道
生
氏
が

『
新
井
白
石
の
研
究
』
の
な
か

で
採
集
さ
れ
た
資
料
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
だ
。
丈
治
政
治
と
は
、
為
政
者
が
、
儒
教

に
い
う
と
こ
ろ
の
聖
人
君
子
の
理
想
的
な

仁
政
を
実
践
化
し
、

「
外
国
と
の
闘
争
を

防
ぐ
と
共
に
国
内

の
治
安
を
確
保
し
、
自
己
の
利
害
を
全
く
顧
み
ず
、
人
民
の
負
擔

を
軽
く
し
、
経
済
を
安
定
し
て
、
人
民
の
生
活
を
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
安
定
す

る
こ
と
に
全
力
を
盡
す
」

(
栗
田
元
次
著
『新
井
白
石
の
文
治
政
治
』)

よ
う
な
政
治

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
最
近
で
は
歴
史
学
者
の
方
か
ら
も
、
白
石
の

「文

治
政
治
」
論
と
い
う
、
戦
前
か
ら
の
伝
統
的
評
価
を
覆
す
よ
う
な
見
方
が
出
さ
れ
て

い
る
の
は
、

や
は
り
興
味
の
あ
る
こ
と
だ
。

大
石
慎
三
郎
氏
の

『
元
禄
時
代
』
(岩

波
新
書
)
で
あ
る
。

結
局
近
世
封
建
時
代
の
社
会
、
経
済
の
仕
組
み
の
な
か
で
、
民
衆
に
と

っ
て
何
が

善
で
あ
り
、
何
が
悪
で
あ

っ
た
か
と
い
う
根
本
的
問
題
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
近
世

の

各
時
代
の
政
治
経
済
政
策
の
良
し
悪
し
は
、

一
人
の
経
世
家
の
政
治
的
良
心
な
ど
と

は
無
関
係
に
、
民
衆
の
生
活
の
繁
栄
と
安
定
に
、
ど
れ
ほ
ど
力
を
か
し
た
か
と
い
う

点
で
判
別
す
る
他
は
無
い
と
い
う
わ
け
な
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
元

禄
以
来
の
商
品
流
通
の
拡
大
に
対
応
し
て
、
貨
幣
の
改
鋳
を
度

々
行
い
、
質
を
落
し

て
流
通
量
を
殖
や
し
た
、
白
石
の
政
敵
荻
原
重
秀
と
、
通
貨
の
量
を
制
限
し
て
質
を
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慶
長
の
昔
に
か
え
す
こ
と
を
理
想
と
し
た
白
石
の
経
済
政
策
の
、
そ
の
ど
ち
ら
の
側

に
適
切
さ
を
認
め
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
の

一
つ
を
取
り
上
げ

て
み
て
も
、
従

来
の
白
石
の
政
治
経
済
政
策
に
対
す
る
評

価
に
は
、
疑
問
と
さ
れ
る
点
が
多

い
と
い

フ
わ
け
な
の
で
あ
る
。
大
石
慎
三
郎
氏
は
、
白
石
の
政
治
は

「勧
農
抑
商
」
的
色
彩

の
濃
い
保
守
政
治
で
あ
り
、

「
総
括
的
に

い
っ
て
失
政
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

享
保

・
寛
政

・
天
保

の
改
革
な
ど
、
所

謂
改
革
の
政
治
と
い
う
の
が
、
近
世
に
あ

っ
て
は
、
保
守
的
時
代
の
な
か
で
も
更
に
保
守
的
色
合
い
の
濃
い
、

一
種
の
反
動
政

治
で
あ

っ
た
こ
と
は
定
説
に
な

っ
て
い
る
が
、
白
石
の
政
治
改
革
も
ま
た
、
寛
政

・

天
保
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
近
世
封
建
時
代
の
改
革
政
治
が
持

つ
宿
命

の
如
き
も
の
を
免
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
私
は
、
今
の
と
こ
ろ
白
石
の
政
治
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
、
も
う
こ
れ
以

上
触
れ
る
自
信
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
近
世

に
あ

っ
て

は
、

政
治
的
理
想
や

良
心

(
そ
れ
は
儒
教
の
仁
政
主
義
に
基
い
て
い
る
場
合
が
殆
ど
で
あ
る
け
れ
ど
)
に
忠
実

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
現
実
か
ら
見
放
さ
れ
、
為
政
者
の
倫
理
観
に
疑
い
が
持
た
れ

る
ほ
ど
の
、
放
縦
気
儘
な
や
り
方
が
、
却

っ
て
現
実
社
会
に
活
気
を
呈
す
る
原
因
に

な
る
と
い
う
、
こ
の
二
律
背
反
は
宿
命
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の
だ
。

つ
ま

り

一
般
的
に
い

っ
て
、
政
治
的
理
想
や
善
意
が
、
現
実
に
あ

っ
て
は
殆
ど
効
を
奏
さ

な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
社
会
全
体
を
畏
縮
さ
せ
る
よ
う
な
結
果
と
し
て
作
用
し
、

大
抵
は
躓

い
て
し
ま
う
。
反
対
に
、
良
心
的
で
な
い
気
儘
な
放
縦
や
贅
沢
三
昧
が
現

実
を
活
気
づ
け
る
。

こ
う
い
う
近
世
封
建
時
代
の
社
会
経
済
の
根
本
的

矛

盾

が

持

つ
、宿
命
的
な
欠
陥
が
、日
本
の
政
治
的
風
土
に
与
え
た
影
響
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
い
。

善
意
の
良
識
家
や
知
識
人
た
ち
に
は
、
政
治

へ
の
反
感
、
ま
た
は
嘲
笑
や
失
望
や
無

関
心
を
生
み
出
し
た
し
、
欲
望
や
衝
動
に
身
を
ま
か
せ
、
し
た
い
放
題
を
や
り
、
さ

し
て
良
心
の
咎
め
も
感
じ
な
い
実
際
家
に
は
、
何
を
や

っ
て
も
構
わ
な
い
の
だ
と
い

う
気
儘
さ
を
植

つ
け
て
し
ま

っ
た
。

白
石
は
、
近
世
社
会
の
構
造
が
も
た
ら
す
根
本
的
矛
盾
を
、
政
治

の
場
で
体
験
し

た
最
初
の
人
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
時
代
は
お
そ
ら
く
ま
だ
、
士
大
夫
階

層
の
政
治

へ
の
意
志
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
ほ
ど
萎
縮
し
て
い
た
と
は
思

わ

れ

な

い
。

「
臣
忝
く
講
読
の
職
を
叨
り
に
す
る
こ
と
十
四
年
進
講
の
日
に
及
ん
で
い
ま
だ
か

つ
て
身
の
ゆ

へ
を
以
て
あ

へ
て
そ
の
言
を
か
く
さ
ず
其
志
ひ
と

へ
に
我
き
み
を
し

て
堯
舜
の
き
み
と
な
し
て
此
民
を
し
て
堯
舜
の
民
た
ら
し
め
ん
と
お
も
ひ
の
ぞ
む

に
あ
り
」
(
『進
呈
之
案
』
全
集
第
六
巻
)

と
、
家
宣
に
対
し
て
熱

っ
ぽ
く
語
り
か
け
る
白
石
の
言
葉

に
は
、
現
実
の
諸
矛
盾

に

よ
っ
て
混
濁
屈
折
す
る
以
前
の
、
近
世
的
理
想
主
義
が
光

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
白

石
の
政
治
は
、
厳
密
に
言
え
ば
確
か
に
失
政
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
白
石
の
人
間
的
価
値
に
対
す
る
評
価
ま
で
が
値
下

り
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
否
む
し
ろ
、
社
会
構
造
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
客
観
的

論
理
と
、
人
間
の
主
体
的
情
熱
や
決
断
や
行
動
の
間
に
横
た
わ
る
、
調
和
し
難
い
溝

と
い
う
、
深
刻
に
し
て
永
遠
な
課
題
の
持

つ
意
味
が
、
白
石
と
い
う

一
人
の
偉
人
を

通
し
て
、

私
た
ち
の
前

に
あ
り
あ
り
と

甦

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
白
石
の

(
4
)

「
限
界
性
」
と
そ
の

「挫
折
」
と
い
う
よ
う
な
、
冷
め
た
い
見
方
に
も
納
得
で
き
な

い
の
だ
。
儒
教
的
仁
政

の
理
想
主
義
、
そ
れ
に
類
ま
れ
な
決
断
力
と
実
行
力
を
か
わ

れ
て
、
白
石
は
事
の
成
り
行
き
と
し
て
政
治
の
中
心
に
押
し
出
さ
れ
、
遂
に
乗
り
越

え
き
れ
な
い
壁
に
ぶ
つ
か
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
、
自
分
の
意
志
を
貫
き
通
し
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た
の
で
あ
る
。

白
石
の
政
治
的
敗
退
を
、
そ
の
朱
子
学

的
政
治
理
想
が
、
現
実
に
適
応
し
き
れ
な

く
な

っ
た
か
ら
だ
と
の
見
方
も
、
理
由
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
彼
が
現
実

に
ぶ
つ
か

っ
た
壁
は
、
そ
の
政
治
的
理
念

の
、
ま
た
は
現
実
の
政
策
上
の
失
敗
と
破

綻
と
い
う
よ
う
な
・
理
論
的
分
析
に
ょ
り
抽
出
で
き
る
よ
う
な

「限
界
幽

で
は
な

く
て
、
現
実
の
幕
政
の
周
辺
を
と
り
巻
く
人
間
た
ち
の
か
け
引
き
や
思
惑
、
さ
て
は

権
謀
術
数
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
抗
し
き
れ
な
く
な

っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
は
っ
き
り
い
っ
て
白
石
は
、
将
軍
後
継
者
問
題
を
め
ぐ
る
政
争
に
破
れ
た
の
で

あ
る
。
と
い
っ
て
も
白
石
が
自
か
ら
、
こ
の
政
争

の
渦
の
中
に
身
を
投
じ
た
の
で
は

な
く
、
尾
張
家
か
ら
後
継
者
を
入
れ
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
た
家
宣
の
遺
志

(
こ

れ
は

『
折
た
く
柴
の
記
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る
)
を
尊
重
し
て
い
た
か
ら
、
紀
州
家

か
ら
吉
宗
を
入
れ
る
政
治
運
動
に
は
荷
担

で
き
ず
、
傍
観
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

将
軍
後
継
者
問
題
に

つ
い
て
だ
け
は
、

『
折
た
く
柴
の
記
』
の

記
述
に
は
、
前
後
に
瀝
然
と
し
た
矛
盾
が
あ

っ
て
奇
異
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
あ

っ

て
、
こ
れ
は
白
石
に
と

っ
て
は
最
大
の
難
問
題
で
あ
り
、
彼
自
身
い
ち
ば

ん
苦

慮

し
、
微
妙
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
白

石
個
人
と
し
て

は
、
紀
州
家
か
ら
吉
宗
を
迎
え
る
こ
と
に
、
と
り
た
て
て
反
対
す
る
理
由
は
持

っ
て

い
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
継
者
問
題
で
内
紛
を
起
こ
す
こ
と
が
、
政
権
の

危
機

に
連
な
る
と
い
う
認
識
は
、
歴
史
家
白
石
が
、
過
去
の
歴
史
か
ら
学
ん
だ
最
大

(6
)

の
教
訓
で
あ

っ
た
は
ず
だ
。
傍
観
し
よ
う
と
い
う
の
が
彼

の
気
持
で
は

な

か

っ
た

か
。
し
か
し
家
宣
の
側
室
で
家
継
の
生
母
で
あ

っ
た
月
光
院
ー
間
部
詮
房
-
新
井
白

石
と
い
う

一
連
の
関
係
は
、
誰
が
見
て
も
当
時
の
江
戸
城
で
は
、
故
家
宣
と
深
い
縁

故
に
結
ば
れ
た
人
達
で
、
吉
宗
支
持
者
に
ま
わ

っ
た
普
代
の
老
臣
幕
閣
連
に
と

っ
て

は
、
当
面
の
政
敵
に
見
え
て
も
止
む
を
得
な
か

っ
た
の
だ
。

白
石
の
引
退
、
つ
ま
り
家
継
の
死
の
二
年
前

(正
徳
四
年
)
に
起
こ

っ
た
大
疑
獄
、

絵
島
生
島
事
件
は
、
お
そ
ら
く
、
故
家
宣
の
遺
志
と
結
び

つ
い
た
旧
勢
力
の
止
め
を

刺
し
、
幕
政

へ
の
影
響
か
ら
締
め
出
す
こ
と
を
目
的
に
、
紀
州
家
支
持
者
の
人
々
に

よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
陰
謀
に
違
い
な
い
。

こ
の
疑
獄
の
目
的
は
主
と
し
て
大
奥
関
係

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
白
石
の
政
治
的
地
位
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
な

性
質

の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
事
件
の
意
味
す
る
も
の
を
、
彼
は
は
っ
き
り
と
見

て
取

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
だ
。

政
治
的
信
念
や
理
想
、
政
策
上
の
問
題
と
は
関
係
も
な
く
、
現
実
の
勢
力
関
係
の

強
弱
に
、
陰
謀
や
か
け
引
き
が
加
わ
り
、
重
大
な
政
治
問
題
が
理
不
盡

に
決
着
し
て

い
く
。
こ
の
非
情
な
政
治
世
界
に
つ
い
て
、
白
石
は
何
を
考
え
た
の
か
。
自
伝
に
は

引
退
直
前
の
、
政
局
転
換
に
関
す
る
周
辺
の
動
向
や
、
彼
の
体
験

に
つ
い
て
何
も
記

し
て
い
な
い
。
し
か
し

吉
宗
に
罷
免

さ
れ
る
二
年
前
、

正
徳
四
年
家
宣
の
三
回
忌

に
、
彼
自
身
致
仕
を
正
式
に
願

い
出
た
事
実
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
以
上
、
家
宣
の

死
後
、
彼

の
気
持
は
、
も
う
政
治
か
ら
離
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

経
済
政
策
は
も
と
よ
り
、
朝
鮮
聘
使
に
関
す
る
事
が
ら
で
も
言
え
る
の
は
、
白
石

の
政
治
問
題

へ
の
取
り
組
み
方
は
、
周
辺
の
事
情
を
深
く
熟
考
配
慮
し
て
、
諸

々
の

条
件
の
か
ね
合
い
の
上
で
基
本
政
策
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
意
志
の
強
さ
に
よ

っ

て
思
う
と
こ
ろ
を
断
行
す
る
と
い
う
色
合
い
が
強
い
。
私
的
な
理
想
と
信
念
に
お
い

て
事
を
行
う
と
い
う
、
古
武
士
的
な
思
い
詰
め
方
で
あ
り
、
自
分
が
正
し
い
と
信
じ

た
ら
梃
子
で
も
動
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
場
で
の
態
度
と
、
特
に

経
済
政
策
上
に
、
い
さ
さ
か
現
実

へ
の
洞
察
を
欠
い
た
点
、
庶
民
に
対
し
て
は
儒
教

的
仁
政
主
義

に
終
始
し
た
こ
と
な
ど
を
か
ね
合
わ
せ
て
、
白
石
の
思
想
が
、
当
時
に
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お
い
て
も
す
で
に
古
態
に
な
り
か
け
た
、
朱
子
学
的
理
想
主
義

の
範
囲
に
止
ま

っ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
理
想
と
現
実
の
相
貌
が
、
分
ち

難
く
結
び

つ
き
、
彼

の
内
部
で
ひ
と
連
な

り
の
未
分
化
状
態
を
呈
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
行
動
的
な
烈
し
い
個
性
の
体
現
者
と
し
て
の
、
白
石
独
特
の
風
貌
も
生
じ
た
の

で
あ
る
。
彼
が
優
れ
た
散
文
家
と
し
て
、
文
学
史
上
に
大
き
な
足
跡
を

留

め

た

こ

と
、
人
間
中
心
の
合
理
的
な
歴
史
観
を
う
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
や
は
り

彼
が
行
動
性
に
富
ん
だ
儒
教
的
理
想
主
義
者
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
白
石
に
あ

っ
て
は
現
実
と
理
想
、
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
は
、
常
に
同

一
平
面
上
に
あ

っ

て
、
そ
の
間
に
断
絶
分
離
が
殆
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
少
く
と
も
政
治
的
失
脚
を

す
る
ま
で
は
そ
う
で
あ

っ
た
。

丸
山
真
男
氏
は

「
徂
徠
学
に
至

っ
て
規
範
(道
)
の
公
的
"
政
治
的
な
も
の
へ
ま
で

の
昇
華
に
よ
っ
て
、
私
的
…
内
面
生
活
の

一
切
の
リ
ゴ
リ
ズ

ム
よ
り
の
解
放
と
な

っ

て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
(『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

一
一
〇
頁
)

と
言

い
、
「理

念
型
的
に
言

へ
ば

一
般
に
非
近
代
的
な
、

ヨ
リ
正
確
に
は
前
近
代
的
な
思
惟
は
か
か

る
意
味
に
お
け
る
公
私
の
対
立
を
知
ら
な

い
の
で
あ
る
」
(同

一
〇
七
頁
)
と
し
て
、

政
治
思
想
と
し
て
は
、
朱
子
学
に
比
し
て
徂
徠
学
が
よ
り
近
代
的
で
あ
る
と
評
価
さ

れ
る
。
し
か
し
人
間
の
可
能
性
の
全
体
的

投
影
と
も
い
う
べ
き
文
学
の
場
か
ら
光
を

当
て
る
と
き
、
朱
子
学
的
、
従

っ
て
丸
山
氏
の
表
現

に
よ
れ
ば
前
近
代
的
な
思
惟
方

法
の
持
つ
可
能
性
は
ま

っ
た
く
な
か
っ
た
の
か
。
『
折
た
く
柴
の
記
』

の
な
か

か
ら

そ
れ
を
さ
ぐ

っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　仁

享
保
元
年
、
吉
宗
が
八
代
将
軍
と
し

て
江
戸
城
に
入

っ
た
の
を
契
機
に
本
丸
寄
合

を
解
か
れ
、
幕
政
の
顧
問
を
罷
免
さ
れ
た
白
石
が
、
そ
の
年
の
十
月
十
四
日
、
六
代

将
軍
家
宣
の
命
日
を
期
し
て
書
き
始
め
た

『
折
た
く
柴
の
記
』
に
つ
い
て
は
、
近
代

に
な

っ
て
も
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
ま
た
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
実
際

こ
の
書
は
元
禄

-
享
保
期
と
い
う
近
世
前
期
の
限
ら
れ
た
時
間
内
で
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
後
二
百

年
を
経
過
し
て
近
世
末
期
に
至
る
ま
で
、
遂
に
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
何
人
に
よ
っ
て

も
書
か
れ
な
か

っ
た
と
断
言
で
き
る
ほ
ど
、
質
的
に
優
れ
た
自
伝
文
学

な

の

で
あ

る
。
羽
仁
五
郎
氏
は
、

近
代
に
な

っ
て
、

福
沢
諭
吉
の

『
福
翁
自
伝
』
な
ど

へ
発

(
7
)

展
す
る
、
そ
の
先
駆
的
開
拓
的
位
置
を
占
め
る
作
品
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
だ

と
す
れ
ば
近
世
で
は
や
は
り

『
折
た
く
柴
の
記
』
に
後
続
す
る
優
れ
た

自

伝

文

学

は
、
遂
に
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
伝
的
著
述
は
非
公
開
を

前
提
に
し
て
書
か
れ
る
の
が
立
て
前
に
な

っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
近
世
前
期
の
優
れ

た
自
伝
文
学
も
、
他
に
影
響
を
与
え
る
機
会
を
遂
に
持
ち
得
な
か

っ
た
こ
と
に
も
よ

る
だ
ろ
う
。
私
的
な
も
の
を
公
的
な
場

へ
提
示
す
る
の
を
極
度
に
抑
制
し
た
、

日
本

の
伝
統
的
な
制
約
が
、
文
学
芸
術
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
に
な

っ
て
も
こ
の
作
品
は
、
国
文
学
者
よ
り
も
歴
史
家
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ

る
度
合
の
方
が
、
よ
り
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
治
史
の
信
頼
で
き
る

資
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
自
伝
的
性
格
を
帯
び
る
力
の
こ

も

っ
た
作
品
が
、
日
本
に
は
歴
史
的
に
も
数
が
乏
し
く
、
こ
う
い
う
も
の
を
読
み
物

と
し
て
愛
好
す
る
嗜
好
性
が
読
者
の
側
に
も
欠
け
て
い
て
、
何
か
特
殊
視
さ
れ
、
文

学
作
品
と
し
て
は
扱

い
か
ね
る
と
い
う
伝
統
的
風
潮
が
今
だ
に
あ
る
せ
い
か
も
し
れ

な
い
。
平
安
朝
時
代
の
女
流
の
日
記
や
随
筆
が
も
て
は
や
さ
れ
、
大
い
に
愛
好
さ
れ

て
き
た

一
面
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
確
か
に
奇
異
で
あ
る
。
ま
さ
か
女
性
的
な
身
辺
雑

記
や
雑
感
、
愛

の
悩
み
を
詠
じ
た
り
、
こ
ま
ご
ま
と
認
め
た
り
し
た
も
の
は
文
学
的
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で
あ
る
が
、
士
太
夫
の
自
叙
伝
は
文
学
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
区
別
が
あ

っ
た
わ
け

で
も
な
か
ろ
う
が
、
ど
う
も
な
ん
と
な
く
暗
黙
の
う
ち
に
そ
れ
を
認
め
る
よ
う
な
傾

向
が
、
今
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
愛
の
苦
悩
に
身
を
や
く
女
の
、

感
性
の
リ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
直

接
に
伝
わ

っ
て
く
る
、
あ

の

『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
も
や
は
り
自
伝
と
い
う
形
式
を
と

る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
平
安
中
期
を
生
き
た
女
性
の
優
れ
た
内
面
生
活
の
記
録
な
の
で

あ
る
が
、
こ
の
作
品
の
持

つ
歴
史
的
時
間

を
越
え
た
普
遍
性
と
い
う
よ

う

な

も

の

が
、
あ
ま
り
に
も
な
ま
な
ま
し
く
て
胸
打

た
れ
る
思
い
の
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
愛

を
求
め
る
女
の
苦
悩
と
い
う
、
も

っ
と
も
永
久
不
変
の
テ
ー
マ
を
表
出
し
て
い
る
か

ら
な
の
に
違
い
な
い
。
苦
悩
は
愛
で
な
く
と
も
よ
い
。
貧
の
苦
、
病
の
苦
、
世
に
容

れ
ら
れ
な
い
不
満
、
と
も
あ
れ
苦
悩
は
何
時

の
時
代
で
も
人
間
に
と

っ
て
は
も

っ
と

も
普
遍
的
な
課
題
な
の
だ
。
こ
れ
に
適
切

な
表
現
が
加
わ
れ
ば
、
文
学

へ
の
道
は
自

ず
か
ら
通
じ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

し
か
し

『
折
た
く
柴
の
記
』
の
表
現
を
支
え
る
内
的
指
標
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た

く
逆
の
方
向
を
向
い
て
い
る
。
男
と
女
の
書
く
も
の
の
違
い
に
加
わ
え
て
、
こ
の
時

代
の
特
殊
状
況
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
勿
論
そ
れ
だ
け
で
は
済

ま
な
い
。
苦
境
を
追
憶
す
る
と
き
、
私
的
感
情
を
ま
さ
ぐ
る
よ
う
な
方
法
、
感
傷
的

な
言
葉
に
頼

っ
て
自
己
外
化
を
行
い
、
自
己
の
普
遍
化
を
は
か
る
と
い
う
、
も

っ
と

も
直
接
的
で
あ
り
、
ま
た
安
易
に
見
え
る
方
法
を
拒
否
す
る
姿
勢
が

一
貫
し
て
あ
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
貧
は
土
の
常
な
ど
い
ふ
事
あ
れ
ば
、

私
の
事
に
お
ゐ
て
は
、
い
か
に
も
堪
忍
び

し
か
ど
、

つ
か

へ
し
た
が
ふ
身
に
は
、

そ
の
ほ
ど
に
つ
け
て
な
す
べ
き
事
と
も
多

け
れ
ば
、

つ
ゐ
に
財
盡
き
力
窮
り
て
、
卅
三
才
と
い
ひ
し
春
に
至
て
、
あ
り
し
事

共
書
あ
ら
は
し
て
、
身

の
い
と
ま
を
給
る
べ
き
由
を
申
す
L
(『
折
た
く
柴
の
記
』

上
)

「
そ
の
程
す
ぎ
て
、
つ
ゐ
に
我
請
ふ
所
を
ゆ
る
さ
る
。
此
時
に
お
よ
び
て
、家
に
餘

れ
る
資
財
を
は
か
り
見
し
に
、青
銅
三
百
疋
、
白
米
三
斗
に
は
過
ず
。
『
よ
し
く

、

忽
に
餓
ふ
る
迄
も
事
も
あ
ら
じ
』
と
い
ひ
て
、
妻
孥
引
ぐ
し
て
、
年
此
師
檀
の
ゆ

か
り
に
つ
き
て
、
高
徳
寺
に
ゆ
き
至
り
、
や
が
て
浅
草
の
ほ
と
り
に
宅
借
り
て
移

れ
り
、
な
を

一
僕

一
婢
の
あ
ひ
随
ひ
し
を
も
、
め
し
つ
か
ふ
べ
ぎ
た
す

け

も

な

し
。
『
い
か
に
も
な
り
ゆ
け
』
と
い
ひ
し
に
、
『
お
の
れ
ら
習
は
ぬ
わ
ざ
を
も
な
し

て
口
も
ら
ふ
ほ
ど
の
事
を
ば
い
と
な
み
な
む
。

い
か
で
か
は
な
れ
ま

い
ら

す

べ

き
』
と
い
ふ
也
」
(
同
右
)

老
中

の
堀
田
正
俊
が
貞
享
元
年
、
縁
者
の
若
年
寄
稲
葉
正
休
に
よ
っ
て
殿
中
で
刺

し
殺
さ
れ
た
事
件
に
触
れ
、
そ
れ
に
後
続
す
る
部
分
の
記
述
で
あ
る
。
堀
田
家
は
嫡

男
に
よ

っ
て
辛
う
じ
て
家
の
存
続
は
許
さ
れ
る
が
、
転
封
、
削
封
と
次

々
に
苦
難
が

続
い
て
、
譜
代
の
家
臣
も
離
散
し
て
い
く
。
堀
田
家
に
仕
官
の
道
が
開
け
て
五
年
有

余
の
、
ま
だ
三
十
歳
代
の
白
石
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
ど
ん
底
の
苦
境
が
押
し
寄

せ
て
く
る
。
生
涯
で
最
初
に
彼
を
襲

っ
た
、
も

っ
と
も

つ
ら
い
時
期
だ

っ
た
に
違
い

な
い
。
四
十
年
後
こ
れ
を
回
想
す
る
と
き
の
書
き
様
は
、
実
に
淡

々
と
し
て
い
て
事

務
的
だ
。
時
間
の
隔
り
が
な
ま
な
ま
し
い
感
情
的
表
現
を
奪

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

し
か
し
享
保
二
年
の
正
月
、
幕
政
を
罷
免
さ
れ
て
後
、
今
ま
で
の
邸
宅
を
没
収
さ

れ
、
と
り
あ
え
ず
深
川
の
借
家

へ
引
越
す
予
定
の
と
こ
ろ
、
そ
の
前
夜
に
大
火
に
見

舞
わ
れ
る
と
い
う
二
重
の
災
難
に
遇

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
直
後
の
、
友
人
小
瀬

復
庵

へ
の
書
信
に
は

「す
べ
て
患
難
憂
戚
の
事
士
の
常
に
候
、
況
や
某
事
卑
賤
よ
り
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出
候
も
の
に
候
故
、
凡
天
下
の
険
阻
艱
難

は
経
歴
し
盡
し
候
、

一
身
の
上
に
つ
き
て

は
此
度
の
事
な
ど
塵
翳
蟲
飛
の
前
を
過
る
よ
り
も

事
軽
く

候
」
(全
集
五
巻

・
一
七

八
頁
)
な
ど
と
書
き
送

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
自
分
の
こ
と
よ
り
、
類
焼
し
た
友
人

室
鳩
巣
の
身

の
上
に
つ
い
て
案
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
困
難
な
私
的
体
験
を
人
に

訴
え
か
け
る
よ
う
な
発
想
は
ま
っ
た
く
持

っ
て
い
な
い
。
私
的
な
困
難
は

「塵
翳
蟲

飛
の
前
を
過
る
よ
り
も
事
軽
く
」
と
、
自
分
で
表
現
を
封
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
実
に
さ
り
げ
な
い
や
り
方
で
そ
う

さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
わ
ざ
と
ら
し
さ
や

痩
我
慢
で
は
な
い
。

「
貧
は
士
の
常
な
ど
い
ふ
事
あ
れ
ば
」

と
か

「す
べ
て
患
難
憂
戚
の
事
士
の
常
に

候
」
と
い
う
こ
の
常
套
的
表
現

の
出
所
の
裏
に
は
、
身
は
清
貧
で
あ

っ
て
も
志
の
み

は
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
儒
教
的
君
子
像
が
あ
る
の
か
、
さ
も
な
け
れ

ば
元
禄
的
繁
栄
の
陰
で
、
日
々
窮
乏
に
追

い
込
ま
れ
る
武
士
生
活
の
実
感
が
あ
る
の

か
、
そ
れ
ら
を
探
る
の
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
。

「炉
婦
の
養
ひ
が
た
き
も
、

老
て

の
後
其
功
を
知
る
」
と
、
上
田
秋
成
は

『吉
備
津

の
釜
』

の
書
き
初
め
を
故
諺
の

一

般
的
命
題
に
と
り
つ
く
姿
勢
か
ら
始
め
る
。
だ
が

こ
れ
は
彼
の
内
部
で
は
持
続
さ
れ

あ
あ

こ
と
ば

な
い
。
「咨
こ
れ
何
人
の
語
そ
や
」

と
、

忽
ち
の
う
ち
に
私
の
内
部

の
声
に
よ

っ
て

わ
さ
は

こ
れ
を
遮
り
、
「害
の
甚

し
か
ら
ぬ
も
…
…
」
と
実
に
激
越
な
表
現
に
身
を
委
ね
て

し
ま
う
。
そ
の
激
越
な
表
現
を
自
制
し
、
再
度
平
衡
状
態
を
取
り
戻
そ
う
と
辛
う
じ

て
身
を
支
え
る
よ
う
な
息
づ
か
い
の
な
か

に
、
「
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
」
が

始

ま

り
、
「禽
を
制
す
る
は
気
に
あ
り
…
…
」
と
『
五
雑
組
』
よ
り
引
用
し
た
普
遍
的
命
題

へ
再
び
帰

っ
て
行
く
。
だ
が
こ
れ
も
勿
論
持
続
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
そ
れ
だ
け
内
的
起
伏
を
経
過
し
な
け
れ
ば
吉
備
津
の
物
語
は
始
ま
ら
な
か

っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

こ
の
物
語
は
普
遍
的
論
理
や
命
題

(そ
れ
は
故
諺
な
ど
に
も

っ
と

も
特
徴
的
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
)
が
語
り
か
け
る
、
世
間
を
世
間
と
し

て
成
り
立
た
せ
て
い
る
秩
序
や
常
識
的
な
も
の
に
対
す
る
、
秋
成
の
怒
り
で
あ
り
挑

-戦
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
は
江
戸
も
中
期
に
達
し
た
明
和
の
頃
の
、

一
人
の
文
人
の
鋭
く
と
ぎ
澄

さ
れ
た
孤
立
的
な
自
意
識
の
業
で
あ
り
、
全
て
の
秩
序
や
常
識
が
、
皆
偽
物
に
見
え

て
こ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
時
期
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
は

っ
き
り
い
え

る

こ

と

は
、
公
的
な
世
界
と
私
的
な
世
界
と
が
ま

っ
た
く
別
物
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
別
物
を
別
物
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
純
化
さ
せ
て
両
立
を
は
か
る
と
い
う
、

徂
徠
的
な
安
定
均
衡
感
を
と

っ
く
に
通
り
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
深
化
し
て
し
ま

っ
た
明
和

・
安
永
期
の
、
孤
立
化
し
尖
鋭
化
し
た
人
間

の
意
識
を
思
う
と
、
白
石
的
存
在
は
、
も
は
や
神
話
的
偶
像

に
な
り
か
ね
な
い
程
遠

い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
白
石
に
あ

っ
て
は
私
的
世
界
は
常
に
公
的
秩
序
に
収
斂

一

吸
収
さ
れ
て
い
く
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
独
自
の
秩
序
を
要
求
し
て

一
人
歩

き
始
め
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
間
に
矛
盾
や
断
絶
は
な
く
、

「貧
は
士
の
常
な
ど
い
ふ
事
あ
れ
ば
」
と
、
私
的
苦
境
ま
で
が
さ
り
げ
な
く
秩
序
の

な
か

へ
解
消
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
彼
は
、
ま
さ
に
丸
山
真
男
氏
の
い
う
よ
う
な

「前

近
代
的
思
惟
」

の
人
間
で
あ
り
、
ヴ

ェ
ブ

レ
ン
の
い
う

「
野
蛮
文
化
の
比
較
的
高
い

段
階
」
(『有
閑
階
級
の
理
論
』
)

の
時
代
の
、

野
蛮
的
な
文
化
人
の
最
た
る
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
れ
で
は
白
石
が
、
何
故
自
叙
伝
と
い
う
も

っ
と
も
個
人
的
ス
タ
イ
ル
の

散
文
を
書
い
た
の
か
分
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

「貧
は
士
の
常
な
ど
い
ふ
事
あ
れ
ば
」
と
い
う

一
見
自
己
を
押
し
流
し
て
し
ま
う

(80)
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か
に
見
え
る
言
葉
も
、
白
石
に
は
、
祖

父
か
ら
父
を
通

っ
て
自
分

へ
流
れ
る
三
代
の

血
を
通
し
て
意
識
さ
れ
た
、
強
い
自
意

識
の
内
側
の
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
血
を
通

し
て
自
覚
さ
れ
た
自
意
識
と
い
う
も
の
が
、
白
石
の
場
合
は
特
に
問
題
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
折
た
く
柴
の
記
』
の
前
三
分
の

一
は
、
特
に
個
人
的
な
事
柄
に

関

す

る
記
述

で
、
自
分
の
生
い
立
ち
や
幕
政
に
参
加
す
る
ま
で
の
体
験
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
彼
が
自
分
に
つ
い
て
語
る
の
と
同
様
に
、

い
や
場
合
に
よ

っ
て
は
更
に
印
象
的

な
筆
致
で
熱
を
こ
め
て
語

っ
て
い
る
の
は
、
父
や
祖
父
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
部

分
が
無
く
、
後
半
三
分
の
二
だ
け
が
こ
の
書
の
全
て
で
あ

っ
た
と
す

れ

ば
、
『
折
た

く
柴
の
記
』
は
白
石
の
単
な
る
公
務

の
回
想
録
と
な

っ
た
の
み
で
、
政
治
史
の
資
料

的
価
値
に
は
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
自
伝
文
学
と
し
て
の
面
白
さ
、
特
に
彼
の

思
想
を
形
成
し
て
き
た
諸
々
の
契
機
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
深
く
知
る
こ
と
は
で
き
な

か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

白
石
は
何
故
に
自
伝
を
祖
父
の
代
に
溯

っ
て
書
き
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た
の
か
。
勿
論
、

「
お
や
お
う
ち
の
御
事
、
詳
な
ら
ざ

り
し
事

こ
そ
く
や
し
け
れ
ど
、
今
は
と
ふ
べ

き
人
と
て
も
な
し
。
此
事

の
く
や
し
さ
に
、
我
子
共
も
、
ま
た
、
我
ご
と
く

の
事

あ
り
な
ん
事
を
し
り
ぬ
。
今

は
い
と
ま
あ
る
身
と
な
り
ぬ
。
心
に
思
ひ
出
る
お
り

く

、

す
ぎ

に
し
事

共

、

そ

こ

は
か

と

な

く
、

し

る

し

お
き

ぬ
」

(
序

)

と
、
先
祖
の
事

に
関
し
て
は
知

っ
て
い
る
限
り
は
子
孫
に
伝
え
た
い
と
い
う
願
望
も

あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
人
を
語
り
、
己
れ
を
語
る
に
は
、
ま
ず
先
祖
か
ら
説
き
起
こ

し
、
家
系

の
説
明
を
以

っ
て
始
る
の
は
、
当
時

の
自
伝

・
人
物
評
な
ど
の
当
た
り
前

の
形
式
で
あ

っ
た
と
い
え
ば
そ
れ
も
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
白
石
に
は
、
祖
父
勘
解

由
i
父
正
済
i
白
石
と
い
う
、
自
分
を
含
め
て
の
三
代
の
人
間
を
結
合
す
る
強
烈
な

一
体
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
祖
先
崇
拝
と
も
家
門
尊
重
と
も
少
し
違
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
言
わ
ば
、
血
を
通
し
て
自
覚
さ
れ
た
強
烈
な
自
意
識
な
の
で
あ
る
。

『新
井
家
系
』
に
依
れ
ば
、
祖
父
勘
解
由
は
上
野
国
で
成
人
し
た
が
、
戦
国
末
期

天
正
年
間
の
戦
乱
の
最
中
に
、
上
州
を
去

っ
て
常
陸
に
来
て
、
下
妻
城
主
多
賀
谷
修

理
大
夫
に
仕
え
た
と
い
う
。
多
賀
谷
修
理
大
夫
が
関
原
合
戦
に
西
軍
に
属
し
た
こ
と

か
ら
没
落
し
、
勘
解
由
も
逼
塞
し
て
農
耕
生
活
を
送
り
、
慶
長
十
四
年
、
さ
ほ
ど
の

高
齢
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
世
を
去

っ
た
と
い
う
。
白
石
が
先
祖
の
人
間
に
つ
い
て

知

っ
て
い
る
確
か
な
事
柄
は
こ
れ
の
み
だ

っ
た
。
し
か
し
彼
は
歴
史
学
者
ら
し
い
や

り
方
で
調
査
を
し
、
新
井
氏
の
先
祖
は
上
野
国
の
新
田
源
氏
だ
と
断
定
し
、
自
分
も

「従
五
位
下
源
朝
臣
君
美
」
と
署
名
し
た
り
し
て
い
る
。

こ
れ

は

宮
崎
道
生
氏

も

「右

の
家
系
関
係
の
記
述
だ
け
は
疑
問
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
直
ち
に
白
石

(8
)

の
言
に
従
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま

っ
た
く
こ
れ
と
い
う

客
観
的
な
証
拠
も
無

い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、

戦
国
末
期

の
混
乱
の
中
に
壮
年
時
代
を
送

っ
た
祖
父
勘
解
由
は
、
戦
功

も

あ

っ
た

が
、
武
士
と
し
て
は
晩
年
は
失
意
浪

々
の
う
ち
に
生
涯
を
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
祖
母
と
い
う
人

の
出
身
に
つ
い
て
も
、
白
石
は
殆
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
か

(
9
)

っ
た
。
羽
仁
氏

の
い
わ
れ
る
よ
う
に

「門
閥
意
識
を
失

っ
た
」
状
態
だ

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
門
閥
家
柄
意
識
の
強
か
っ
た
近
世
武
家
社
会
に
お
い
て
は
、
致
命
的
な

欠
落
状
態
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
元
禄
時
代
前
後
を
個
性
自
覚
の
時

代
と
し
、
白
石
の
一
生
も
こ
れ
に
相
応
す
る
よ
う
に
、
強
い
自
我
の
主
張
に
貫
か
れ

て
い
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
そ
の
根
源
に
溯
れ
ば
白
石
の
場
合
は
、
門
閥
意
識

の
欠
落
が
、
も

っ
と
も
大
き
い
自
意
識
の
原
動
力
に
な

っ
て
い
る
。
門
閥
家
柄
意
識

(81)
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を
持
ち
す
ぎ
る
と
、
た
と
え
ば

『
三
河
物
語
』
の
作
者
の
よ
う
に
、
'人
間
は
自
己
限

定
を
強
い
ら
れ
、
保
守
的
に
な
り
、
自
己
意
識
の
在
り
よ
う
は
歪
ん
だ
り
稀
薄
に
な

っ
た
り
す
る
。
自
分
を
語

っ
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
し
な
が
ら
、
実
を
い
え
ば
自
分
に

は
属
さ
な
い
ま

っ
た
く
別
の
事
柄
を
語

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
起
こ

り
得

る

の

だ
。
白
石
の
場
合
は
持
ち
た
く
て
も
持

て
な
か
っ
た
門
閥
家
柄
意
識
に
代
わ
り
、
血

を
通
し
て
自
覚
さ
れ
た
明
確
な
自
己
意
識
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
家
系
や
門
地
を
誇
ら
か
に
、
或
は
も

っ
た
い
ぶ

っ
て
語
る
よ
う
な
意
識
で

は
な
く
。
勘
解
由
個
人
、
正
済
個
人
を
語
る
こ
と
に
お
い
て
明
確
に
表
出
さ
れ
る
よ

う
に
、
血
を
分
け
た
人
間
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
関
心
は
い
っ
そ
う
切
実
に
な

る
と
は
い
え
、
も
と
も
と
は
人
間
個
人
に
対
す
る
強

い
関
心
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
個
別
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
強
い
関
心
や
共
鳴
を
抱
く
と
き
、
そ
れ

に
血
統
意
識
が
加
わ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
強
い
自
意
識
が
誕
生
し
、
同
時
に
血
統
意
識

に
よ
っ
て
個
別
的
関
心
は
普
遍
化
さ
れ

て
、
行
動

へ
の
指
針
す
ら
も
が
自
己
の
内
部

で
開
示
さ
れ
る
。
白
石
の
父
や
祖
父
に
対
す
る

一
体
感
は
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
特
に
父
親
正
済
に
対
す
る
白
石
の
共
感
と
敬
慕
は
、

彼
の
人
間
形
成
に
重
大
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
祖
父
や
父
親

へ
の
敬
愛

敬
慕
と
い
え
ば
、
我

々
は
す
ぐ
に
日
本
的
な
家
の
制
度
や
敬
神
崇
祖
、
儒
教
的
な
孝

行
と
い
う
徳
目
な
ど
、
制
度
や
秩
序
的
な
も
の
に
還
元
し
て
し
ま
う
癖
が
あ
る
が
、

白
石
の
場
合
の
よ
う
に
、
近
世
の
初
期

で
も
そ
れ
が
相
当
の
程
度
個
人
の
内
的
契
機

に
深
く
関
わ

っ
て
い
た
場
合
の
あ

っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
勿
論

こ
の
場
合
、
家
の
制
度
や
家
の
意
識
と
は
殆
ど
無
関
係
で
、
血
の
意
識
を
通
し
て
強

化
さ
れ
た
、
個
人
と
個
人
の
関
係
と
し
て
、
敬
愛
の
対
称
は
普
遍
化
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

「
我
父
の
わ
か
く
お
は
せ
し
ほ
ど
は
戦
国
の
時
を
さ
る
事
遠
か
ら
ず
、
世
の
人
遊

侠
を
事
と
し
て
、
気
節
を
尚
ぶ
な
ら
は
し
、
今
の
時
に
は
異
な
る
事
ど
も
多
く
聞

え
け
り
。
我
父
に
て
お
は
せ
し
人
も
東
走
西
奔
、
そ
の
蹤
跡
さ
だ
ま
れ
る
事
も
な

く
し
て
年
を
経
給
ひ
し
」

と
、
父
正
済
に
つ
い
て
書
き
始
め
る
そ
の
で
出
し
の
第

一
歩
か
ら
文
章
は
簡
潔
で
強

靱
だ
。

白
石
の
父
新
井
正
済
は
父
勘
解
由
の
死
後
、
兄
た
ち
の
世
話
で
新
井
家
に
と

っ
て

は
召
使
筋
に
当
た
る
家

へ
養
子
に
や
ら
れ
た
。
十
三
歳
の
時
偶
然
の
こ
と
か
ら
こ
の

事
実
を
知
り
、子
供
心
に
屈
辱
感
止
み
難
く
、同
時
に
世
に
出
た
い
と
い
う
気
持
も
強

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
郷
常
陸
を
出
奔
し
て
放
浪
生
活
に
入
り
。
三
十

一
歳
の
時

土
屋
家

(
上
総
久
留
里
の
城
主
、
二
万
石
)

へ
仕
官
し
て
目
付
役
ま
で
出
世
し
た
。

意
志
が
強
く
て
簡
潔
な
生
活
を
好
み
、

口
数
少
な
く
行
動
的
で
人

々
に
信
頼
さ
れ
た

古
武
士
的
風
格
の
あ
る
人
物
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
晩
年
に
は
土
屋
家
に
内
紛

が
起
こ
り
、
そ
の
家
も
断
絶
し
た
の
で
再
び
浪
人
に
な
り
、
勘
解
由
と
同
じ
よ
う
に

浪
人
生
活
の
う
ち
に
生
涯
を
終
わ

っ
た
。

白
石
の
文
章
が
こ
の
父
を
描
く
と
き
、
こ
と
さ
ら
に
簡
潔
強
靱
、
張
り
つ
め
た
美

し
さ
を
持

つ
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

「
む
か
し
人
は
、
い
ふ
べ
き
事
あ
れ
ば
う
ち
い
ひ
て
、
そ
の
餘
は
み
だ
り
に
も
の

い
は
ず
、
い
ふ
べ
き
事
を
も
、
い
か
に
も
こ
と
ば
多
か
ら
で
、
其
義
を
蠱
し
た
り

け
り
。
我
父
母
に
て
あ
り
し
人

々
も
か
く
そ
お
は
し
け
る
」
(序
)

と
い
う
言
葉
で
白
石
は
こ
の
書
の
序
文
の
冒
頭
を
始

め
る
。
「身
静
な
る

時
に
は
、

つ
ね
に
お
は
し
ま
す
所
を
浄
く
掃
ひ
て
、
壁
上
に
古
書
を
か
け
て
、
花
瓶
に
は
、
春
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秋

の
花
を
、
す
こ
し
く
さ
し
は
さ
み
て
、

そ
れ
に
対
し
て
、
黙
坐
し
て
日
を
消
じ
給

ひ
L
と
も
書
く
。
「
か
く
お
は
せ
し
か
ば
、

あ
は
れ
、

問
ま
い
ら
せ
ぼ
や
と
お
も
ふ

事
を
、
い
ひ
出
が
た
く
し
て
、
う
ち
す
ぐ

る
程
に
、
う
せ
給
ひ
し
か
ば
、
さ
て
や
み

ぬ
る
事

の
み
ぞ
多
か
る
」
(序
)
と
、

寡
黙
な
父
か
ら
、

そ
の
経
験
談
や
見
聞
を
た

く
さ
ん
聞
き
出
せ
な
か

っ
た
の
を
白
石
は
残
念
が
る
の
で
あ
る
。
白
石
ば
か
り
か
今

日
の
私
た
ち
に
も
残
念
と
思
わ
れ
る
こ
と

は
多
い
。
た
と
え
ば

「
我
父
に
て
お
は
せ

し
人
も
東
走
西
奔
、
そ
の
蹤
跡
さ
だ
ま
れ
る
事
も
な
く
」
と
い
う
正
済
の
青
少
年
時

代
の
行
動
の
内
容
が
、
幾
分
で
も
具
体
的

に
知
れ
た
ら
ど
れ
ほ
ど
興
味
深
い
こ
と
だ

ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
長
い
生
涯
の
う
ち
に
、
正
済
が
白
石
に
語

っ
た
回
顧
見
聞

談
は
可
成
り
の
量
に
な

っ
て
い
る
。

『
折
た
く
柴
の
記
』

中
に
、
正
済
の
回
顧
談
と

し
て
の
せ
ら
れ
る
若
い
頃
の
友
人
越
前
九
郎
兵
衛
な
る
人
物
と
、
年
経
て
箱
根
山
中

で
邂
逅
し
た
話
な
ど
は
、
父
が
語

っ
た
話
と
し
て
友
人
の
室
鳩
巣

へ
の
書
信

(全
集

六
巻
四
百
十
頁
)
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
白
石
は
メ
モ
の
よ
う
な

も
の
を
作

っ
て
父
の
話
を
筆
記
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
父
が
同
じ
事
を
何
度
も

繰
り
返
し
て
話
す
よ
う
な
人
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
尚
更
必
要
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
メ
モ
が
あ

っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
『折
た
く
柴
の
記
』
の
記
述

は
、

父

の
言
葉
の
口
移
し
で
な
く
、
白
石
な
り

の
表
現
に
お
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

越
前
某
に
つ
い
て
記
し
た
鳩
巣

へ
の
書
簡

と
の
間
に
も
、
相
当
表
現
の
違
い
が
あ
る

こ
と
か
ら
も
言
え
る
。
む
し
ろ
書
簡
の
方
が
父
正
済
の
語
る
も
の
に
近
い
よ
う
だ
。

少
し
長
く
な
る
が
比
較
し
て
み
よ
う
。

「夜
半
過
る
時
に
、
か
の
老
翁
が
ふ
し
た
る
所
に
入
り
て
、
四
尺
ば
か
り
な
る
三

尺
ば
か
り
な
る
竹
の
擔
の
ご
と
く
な
る
も
の
二
つ
も
ち
出
し
て
、
そ

の
中

よ

り

刀
と
脇
ざ
し
と
を
と
り
出
し
て
、
ふ
と
こ
ろ
よ
り
鍔
二
つ
を

出
す
。
『
か
か
る

身

に
は
な
り
ぬ
れ
ど
、
こ
の
も
の
は
い
ま
だ
身
を
は
な
さ
ず
。
見
覚
て
こ
そ
お
は
す

べ
け
れ
。
身
ま
つ
し
け
れ
ど
、
我
力
の
限
り
は
老
た
る
も
の
を
飢
す
事
も
な
く
、

凍
す
こ
と
も
な
く
、
八
十
に
餘
し
も
の
x
よ
は
ひ
久
し
か
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

し

我
養
ひ
を
終
り
た
ら
む
に
は
、
ふ
た
エ
び
出
て
、
つ
か

へ
の
道
に
も
志
た
が
ひ
な

む
は
、
父
と
祖
と
に
報
ゆ
る
み
ち
ニ
ツ
な
が
ら
全
く
や
有
る
べ
き
と
お
も
ふ
が
故

也
』
と
い
ひ
て
涙
を
な
が
し
た
り
。

い
ふ
べ
き
こ
と
ば
も
な
く
て

『
比
道
具
を
ば

見
も
わ
す
れ
ず
』
と
い
ひ
し
に
、
『抜
出
し
て
見
給

へ
』

と
い
ひ
し
か
ば
、

二
こ

し
な
が
ら
ぬ
き
て
み
し
に
、
氷
の
ご
と
く
に
し
て
露
ば
か
り
も
さ
び

し

所

も

な

(
10
)

し
L
(室
鳩
巣

へ
の
書
簡
)

こ
れ
が

『
折
た
く
柴
の
記
』
に
な
る
と
、
左
の
よ
う
な
書
き
方
に
な
る
。

「
か
の
父
の
ふ
し
た
る
と
こ
ろ
に
入
り
て
、
お
ふ
ご
の
ご
と
く
な
る
竹
二
本
取
来

り
て
、
そ
の
ふ
た
と
な
せ
し
所
を
ひ
ら
き
、
中
よ
り
三
尺
ば
か
り
の
刀
と
、
二
尺

あ
ま
り
の
脇
ざ
し
の
刀
と
を
出
し
て
、
又
ふ
と
こ
ろ
よ
り
鍔
ふ
た
つ
と
り
出
て
、

火
の
光
に
そ
む
き
て
、
そ
の
刀
と
脇
ざ
し
と
を
鞘
よ
り
ぬ
き
出
し
見
て
、
我
前
に

さ
し
お
く
。

い
つ
れ
も
氷
の
ご
と
く
な
る
を
、
金
作
り
に
飾
れ
る
に
、
鞘
に
は
か

ゐ
ら
ぎ
と
い
ふ
鮫
か
け
し
也
」

一
方
は
書
簡
文
、
こ
ち
ら
は
自
伝
だ
か
ら
、
筆
を
執
る
時
の
心
構
え
も
ま

っ
た
く

別
物
と
な
る
だ
ろ
う
。
文
章
は
簡
潔
に
な

っ
て
い
る
。
だ
が
簡
潔
と
だ
け
言

っ
て
済

ま
さ
れ
な
い
の
は
、
越
前
九
郎
兵
衛
な
る
落
ぶ
れ
た
浪
人
の
描
き
方
が
だ
い
ぶ
違

っ

て
き
て
い
る
点
で
あ
る
。
書
簡
文
で
は
慰
さ
め
る
言
葉
も
無
か
っ
た
父
正
済
が
辛
う

じ
て

「
そ
の
大
小
に
は
見
覚
え
が
あ
る
」
と
言
え
ば
、
「抜

い
て
御
覧

な
さ
い
」

と

言
い
返
す
の
は
九
郎
兵
衛
で
あ
る
。
刀
は
武
士
の
魂
だ
と
い
う
が
、
身
は
落
ぶ
れ
て
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も
わ
が
魂

は
健
在
で
あ
る
こ
と
を
、
九
郎
兵
衛
は
進
ん
で
旧
友
正
済
の
手
で
検
証
し

て
も
ら
い
た
か

っ
た
の
だ
。
侍
同
士
の
心

の
通
い
合
い
が
、
如
何
に
も
素
朴
自
然
な

形
で
こ
こ
に
は
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

『折
た
く
柴

の
木
』
で
は
、
火
の
光

に
背

い
て
、
大
小
を
鞘
か
ら

抜
き
、
友
人
正
済
の
前
に
置
い
た
の
は
九
郎
兵
衛
自
身
で
あ
る
。
そ
の
間
無
言
で
過

ぎ

る
重
い
時
間
の
経
過
、
浪
人
九
郎
兵
衛

の
孤
独
な
影
ー

『
折
た
く
柴

の
木
』
に

は
計
算
さ
れ
た
表
現
の
跡
を
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
の
だ
。
文
体
は
簡
潔
で
引
し
ま

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
効
果
的
に
計
算
さ
れ
た
表
現
の
技
巧
に
負
う
と
こ
ろ
が
多

い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
丈
章
の
簡
潔
性
と
生
命
力
を
保
証
し

て

い

る

の

(
11
)

が
、
「
合
理
的
思
惟
構
造
」
な
ど
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
白
石
な
り
の
や
り
方
で
創
出

さ
れ
た
技
巧
的
表
現
の
跡
を
、
全
て
に
わ

た
っ
て
検
証
し
つ
く
す
こ
と
は
ま
こ
と
に
難
し
い
。
正
済
の
談
話
に
近
い
メ
モ
の
よ

う
な
も
の
が
残

っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
越
前
九
郎
兵
衛
の

一
事
だ
け
を

見
て
も
、
白
石
の
文
学
的
表
現
力
の
並

々
で
な
い
こ
と
だ
け
は
察
知
で
き
る
の
で
あ

る
。こ

の
辺
の
問
題
を
も
う
少
し
は

っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
『
折
た
く
柴

の
記
』
中

の
正
済
に
関
す
る
記
述
の
部
分
に
も
う
少
し
触
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
む
か
し
人
は
、

い
ふ
べ
き
事
あ
れ
ば

う
ち
い
ひ
て
、
そ
の
餘
は
み
だ
り
に
も
の

い
は
ず
、
い
ふ
べ
き
事
を
も
、

い
か
に
も
こ
と
ば
多
か
ら
で
、
其
義
を
盡
し
た
り
け

り
」
(序
)
と
、

ま
ず
冒
頭
で

「物
言
ふ
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、

白
石
の
父
親

た
ち
の
世
代
が
如
何
に
用
心
深
か

っ
た
か
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
俗
に
言

う

"
口
は
災
の
も
と
"
と
い
う
処
世
上
の
打
算
と
は
異
な
り
、
序
文
に
記
さ
れ
る
病

中

の
父
親
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
物
語
る
よ
う
に
、
精
神
的
自
立
を
支
え
る

「恥
」
と
い

う
内
的
感
覚
と
多
分
に
結
合
し
て
い
る
も
の
だ
。
「
お
よ
そ
は
、

人
の
気
力
は
齢
と

共
に
衰

へ
ぬ
る
も
の
な
れ
ば
、
耄
す
べ
き
期
至
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
に
つ
二
し
み
お
も

ふ
心
あ
り
と
も
、
耄
せ
ざ
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
わ
か
く
さ
か
り
な
る
時

よ
り
、
そ
の
心
得
し
た
ら
む
に
は
、
た
と
ひ
耄
期
に
至
り
ぬ
る
と
も
、
う
ち
見
る
人

の
あ
さ
ま
し
と
お
も
ふ
ほ
ど
の
事
は
あ
る
ま
じ
き
も

の
に
や
」
と
い
う
正
済
の
教
訓

も
ま
た
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
は
正
済

の
生
活
的
信
条
に
な

っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
多

言
を
費
さ
な
く
て
も

意
志
を
通
じ
合
え
た
中
世
の
共
同
体
的
秩
序
感
覚
が
、

女

だ

人

々
の
心
を

つ
な
ぎ
止
め
て
い
た
古
い
時
代
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

面
白
い
こ
と
は
、
白
石
が
父
正
済
に
つ
い
て
力
を
こ
め
て
語
る
行
為
や

エ
ピ
ソ
ー

ト
の

一
つ
一
つ
が
、
殆
ど

「
物
を
言
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
効
果
の
大
き
さ
に
関

係
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
正
済
の
談
話
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
は
、
彼
の
生
活
信
条
か
ら
も
察
し
が

つ
く
が
、
そ
れ
を
白
石
は
全
て
の
人
物
描
写

に
押
し
ひ
ろ
げ
、
効
果
的
描
写
の
方
法
と
し
て
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
。

"
言
わ
ぬ
は

言
う
に
ま
さ
る
"
と
い
う
、
特
別
な
時
間
の
持
続
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

灯
影
に
背
い
て
氷
の
よ
う
な
刀
を
抜
く
越
前
彦
九
郎
の
行
為
が
そ
う
で
あ
る
。
正

済

の
主
君
土
屋
利
直
が
、
若
さ
に
ま
か
せ
て
不
埓
な
行
為
を
し
た
近
習
の
蘆
沢
某
を

手
打
に
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
場

へ
正
済
を
呼
び
出
し
、
そ
れ
と
な
く
意
見
を
求
め

た
こ
と
が
あ

っ
た
。

「答
申
す
事
も
な
く
て
あ
り
し
に
、
や
二
あ
り
て
、
『
い
ら

へ
申
す
事
も
な
き
は
、

お
も
ふ
所
や
あ
る
』
と
仰
ら
れ
し
ほ
ど
に
、
『
さ
ん

候
、

か
れ
が

つ
ね
み
＼
申
候

ひ
し
は
、
『
い
と
け
な
き
時
に
父
に
を
く
れ
し
身
の
、

莫
大
の
主
恩
に
よ
り
て
、

か
く
ま
で
は
生
長
し
ぬ
。
此
恩
に
報
ひ
い
ま
い
ら
せ
む
事
、
よ
の
つ
ね
の
人

々
の
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ご
と
く
に
し
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
』
と
申
す
。
天
性
不
敵
な
る
も
の
の
、
し
か

も
年
な
を
わ
か
く
し
て
、
お
こ
の
ふ
る
ま
ひ
も
多
く
候

へ
ば
、
い
か
な
る
奇
怪
を

か
仕
出
し
て
候
ひ
ぬ
ら
む
。
但
し
わ
か
く
候
時
に
、
か
れ
ら
が
ご
と
く
な
る
も
の

に
あ
ら
ず
し
て
は
、
年
た
け
候
ひ
し
後

に
、
も
の
の
用
に
は
た
二
ぬ
も
の
多
く
候

ぞ
ん
じ

歟
。
こ
れ
ら
の
事
を
存
め
ぐ
ら
し
候
に

つ
き
て
、
御
答
の
遅
く
候
ひ
し
は
、
恐
れ

お
も
ふ
所
に
候
』
と
申
す
。
ま
た
の
た
ま
ひ
出
す
事
も
な
く
、
我
も
ま
た
申
す
事

も
な
く
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
ほ
ど
に
、

や
瓦
あ
り
て
、

『面
に
蚊
の
聚
り
ぬ
る
ぞ
。
逐

ぐ

み

ふ
べ
し
』
と
の
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
顔

を
動
か
し
け
れ
ば
、
血
に
飽
て
、
胡
頽
子

の
ご
と
く
に
な
り
し
蚊
の
、
六
つ
七
つ
は
ら
く

と
地
に
墜
し
を
、
懐
の
紙
を
と

り
出
し
て
、

つ
瓦
み
て
袖
に
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
。

ま
た
や
二
あ
り
て
、

『罷
帰
り
て

休
み
候

へ
』
と
の
た
ま
ひ
し
か
ば
退
出
す
L

こ
の
条
は
も

っ
と
も
典
型
的
な
例
で
あ
る
が
、

こ
の
種
の
描
写
は
こ
の
作
品
中
に

ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
。

一
人
の
若
者
の
命
を
め
ぐ

っ
て
、
言
葉
少
な
に
対
座
す
る

主
従
の
間
に
流
れ
る
沈
黙
の
時
間
。
こ
の

「言
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
無
為
に
流

れ
る
日
常
的
な
時
間
で
は
な
く
、
事
の
重
大
さ
を
は
ら
ん
で
緊
張
し
、
し
か
も
緊
張

し
た
ま
ま
停
滞
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
動
い
て
い
る
、
い
わ
ば
行
動
し
て
い
る

時
間
な
の
で
あ
る
。
時
間
と
空
間
を

一
点

に
凝
縮
さ
せ
、
持
続
さ
せ
る
こ
の

「
言
わ

な
い
」
と
い
う
こ
と
が
演
出
す
る
効
果
を
、
白
石
は
実
に
効
果
的
に
自
分
の
散
文
中

に
定
着
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
表
現

の
裏
側
に
は
、
も
う

一
つ
別
の
意
味
が
盗

れ
、
別
の
時
間
が
流
れ
て
行
く
か
の
錯
覚

に
陥
る
の
だ
。

お
そ
ら
く
白
石
の
父
親
が
語

っ
た

「
言
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
こ
の

よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
は
ず
だ
。
彼
が

「
言
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
生
活
信

条
に
で
き
た
の
は
、
多
言
を
費
さ
な
く
て
も
意
志
の
伝
達
を
可
能
に
し
た
中
世
武
家

社
会
の
母
胎
で
あ
る
村
落
共
同
体
的
な
連
体
感
と
共
通
意
識
が
、
ま
だ
近
世
初
期
の

社
会
に
残

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
蘆
沢
某
の
成
敗
を
め
ぐ

っ
て
主
従
の
間
に
殆
ど

無
言
の
う
ち
に
と
り
交
わ
さ
れ
た
了
解
は
、
父
正
済
に
と

っ
て
は
、
細
事
に
わ
た

っ

て
多
言
を
費
さ
な
く
と
も
、
殆
ど
対
座
し
合

っ
て
い
る
だ
け
で
お
互
の
心
の
内
が
理

解
し
合
え
た
こ
と
の
満
足
感
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
或
は
殿
様
が
蚊
の
事
を
気

に
な
さ
る
う
ち
に
、

い
つ
の
間
に
か
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
、

蘆
沢
某

の
こ
と
は
脇

に
な

り
、
事

の
成
り
行
き
と
し
て
お
手
打
は
止
め
に
な

っ
た
と
い
う
よ
う

な
、
「蚊
」
が

主
役
に
成
り
変
わ
っ
た
こ
と
の
面
白
味
を
伝
え
る
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
当
時

の
座
談
や
咄
と
い
う
も
の
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
形
に
納
る
の
が
普

通
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
に
居
た
実
際
の
正
済
が
孤
独
だ

っ
た
筈
は
な
い
。

と
こ
ろ
が

「
言
わ
な
い
」
う
ち
に
経
過
し
て
い
く
時

の
流
れ
か
ら
分
化
さ
れ
る
、

特
別
の
効
果
を
狙

っ
て
集
中
し
て
い
く
よ
う
な
、
白
石
独
特
の
表
現
に
よ
っ
て
描
出

さ
れ
る
人
間
像
は
、
実
に
鮮
明
そ
の
も
の
だ
が
、
皆

こ
と
ご
と
く
行
動
的
な
孤
独
人

と
い
う
よ
う
な
相
貌
を
帯
び
て
く
る
。
祖
父
勘
解
由
の
日
常
も
そ
う
で
あ
る
。
勘
解

由
の
晩
年
は
田
園
生
活
の
う
ち
に
、
貧
し
く
は
あ

っ
た
が
安
ら
か
に
過
ぎ
て
行

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
う
い
う
安
定
や
調
和
感
の
う
ち
に
人
間
を
想
像
す
る

と
い
う
や
り
方
は
、
白
石
に
は
ま

っ
た
く
無
関
係
な
も
の
だ

っ
た
。
例
え
過
去
の
追

憶
に
耽
け
る
人
間
に
す
ら
、
無
言
の
う
ち
に
示
さ
れ
た
激
し
い
行
動
性
が
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
白
石
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
父
正
済
も
、
ま
た
著

し
く

"孤
独
な
武
人
"
と
い
う
面
影
を
強
く
し
て
い
る
し
、
父
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

諸

々
の
人
た
ち
、
先
に
引
用
し
た
越
前
九
郎
兵
衛
も
、
人
を
斬

っ
て
出
奔

し
、
そ
の

後
零
落
し
た
高
滝
吉
兵
衛
と
い
う
侍
の
晩
年
の
姿
も
ま
た
そ
う
で
あ

っ
た
。

そ
の
孤
独
で
あ
る
こ
と
の
描
出
は
、
心
境
の
叙
述
や
、
自
然
描
写
を
借
り
て
な
さ
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れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
無
言
の
う
ち
に
流
れ
る
重
い
時
間
を
切
り
取
る
人
間

の
行
為
や
行
動
を
、
簡
潔
な
言
葉
で
適
確
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
と
な

っ

て
い
る
も
の
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
迫
る
よ
う
な
文
章
を
、
白
石
は
何
処
か
ら

手
に
入
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
白
石
の
散
文
の

お
手
本
が
何
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
は
今
の
私
に
は
う
ま

く
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
子
供
の
頃
よ
く
聞
い
た
と
い
う

『
太
平
記
』

の
講

釈

や
、
歴
史
研
究
の
た
め
に
繰
り
返
し
て
読

ん
だ
と
思
わ
れ
る
軍
記
物
の
諸
作
品
か
ら

の
暗
示
が
、
あ
る
い
は
幾
分
で
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
根
本
的
に
は
白

石
自
身
の
生
き
方
や
思
想
か
ら
説
明
を
す
る
し
か
方
法
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
白
石
に
よ

っ
て
描
出
さ
れ
る
父
正
済
の

"行
動
的
孤
独
人
"
の
面
影
は
、

何
よ
り
白
石
自
身

の
姿

の
投
影
で
あ

っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
彼

が
血
を
分
け
た
父
親
に
対
し
て
抱
い
た
共
感
と
敬
慕
と

一
体
感
も
、
白
石
自
身
の
心

の
中
に
造
り
上
げ
ら
れ
た
見
事
な
武
人
と
し
て
の
父
親
像
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

門
閥
や
家
柄
な
ど
の
世
俗
的
後
楯
が
い

っ
さ
い
無
い
卑
賤
の
身
分
、
浪
人
の
子
と

し
て
身
を
起
こ
し
て
、
世
に
出
よ
う
と
す
れ
ば
頼
る
も
の
と
し
て
は
自
己
の
器
量
と

才
能
し
か
無
か

っ
た
の
は
、
正
済
も
白
石
も
同
様
で
あ

っ
た
。
才
幹
と
器
量
と
意
志

の
強
さ
で
、
八
十
余
年
の
生
涯
を
生
き
抜

い
た
正
済
の
生
涯
に
、
白
石
が
共
感
を
覚

え
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
父
親
だ
か
ら
敬
慕
す
る
の
で
は
な
く
。
そ
の
生
き

方
の
激
し
さ
、
旺
盛
な
行
動
力
に
対
し
て
、

一
人
の
武
士
に
対
し
て
の
敬
意
を
持

っ

た
の
で
あ
り
、
同
様
の
道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
白
石
に
は
、
武
士
の
生

き
方
の

一
つ
の
規
範
と
し
て
、
父
親
の
像

は
彼
の
内
部
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

正
済
に
は
素
朴
な
古
武
士
的
意
志
の
強
さ
と
行
動
性
が
あ
る
反
面
、
恥
を
知
る
と

い
う
内
的
感
覚
が
支
え
る
自
己
抑
制
の
力
も
強
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
白
石
の
行

動
の
原
理
に
は
、
学
問
に
よ

っ
て
身
に
つ
け
た
朱
子
学
的
理
想
主
義
が
あ
る
。
お
そ

ら
く
こ
れ
は
、
理
想
の
実
現
を
政
治
の
場
に
賭
け
よ
う
と
い
う
思
想
だ
け
に
、
父
親

の
古
武
士
的
行
動
性
よ
り
も
、
遙
か
に
急
進
的
な
性
質
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
白
石
を
出
世
主
義
者
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
は
彼
の
理
想
が
政
治
に
全
て
を
賭
け
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
名
声
欲
や

権
勢
欲
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
の
と
は
根
本
的
に
違
う
よ
う
だ
。

徂
徠
的
思
惟
構
造
は
、
政
治
思
想
の
側
か
ら
見
れ
ば
確
か
に
近
代
性
を
保
証
さ
れ

る
と
し
て
も
、
逆
に
い
え
ば
、
現
実
世
界
に
お
け
る
行
動
的
な
原
理
を
人
間
か
ら
奪

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
白
石
の
よ
う
に
理
想
と
現
実
、
公
的
秩
序
と
私
的
秩
序

が

一
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
未
分
化
状
態
は
、
確
か
に
朱
子
学
的
前
近
代
性
と
名
づ

け
れ
ば
名
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
行
動
的
人
間
を
生
み
出
す
母
胎

で
あ

っ

た
こ
と
も
間
違
い
は
な
い
。

そ
し
て
夊
学
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
全
て
未
分
化
の
混
沌
状
態
の
な
か
で
、
行
動
的

に
切
り
開
か
れ
た
様

々
な
新
し
い
現
実
こ
そ
、
表
現
の
母
胎
と
し
て
意
味
を
持

つ
以

上
、
白
石
の
思
想
や
作
品
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
は
、
も
う

一
度
見
な
お
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔註
〕

(1
)

日
本
思
想
史
研
究
会
編

『
日
本
に
お
け
る
歴
史
思
想
の
展
開
』
昭
和
四
十
年

吉

川
弘
文
館
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(
2
)

田
原
嗣
郎

「
江
戸
時
代
前
期

の
歴
史
思
想
」

(
3
)

『
新
井
白
石
』
(
中
央
公
論
社
刊

「
日
本

の
名
著

15
」
)

の
解

説

「
日
本
の
百
科
全

書

家
新
井
白
石
」

(
4
)

宗
政
五
十
緒
「「折
た
く
柴
の
記
-

新
井
白
石
」
論
L

(「
日
本
文
学
」

五
十
八

号

・
六
十
号
)

(
5
)

宗
政
五
十
緒
氏

の
前
掲
論
文

(
6
)

こ
の
点

に
つ
い
て
は

『
読
史
餘
論
』
中

の
、
足
利
将
軍

家
歴
代

の
政
治
評

の
と
こ

ろ
で
特

に
強

調
さ
れ
て
い
る
。

「
闇
主
自
ら
邦
家
を
覆

し
給

ふ
も
、
奸
臣
世
を
乱
ら
む
と
す
る
も
、
必
ず

継
続

の
事

に
起
る
な
れ
ば

、
よ
く
λ
丶
心
得
あ
る
べ
き
事
な
り
」

(
岩
波
文
庫
本
二
六
二
頁
)

(
7
)

羽
仁

五
郎
著

『
白
石

・
諭
吉
』

(岩
波
書
店
)

(
8
)

宮
崎
道
生
著

『
折

た
く
柴

の
記
釈
義
』

(至
文
堂
)

(
9
)

羽
仁

五
郎
著
前
掲
書

(
10
)

原
文

は
句
読
点
、
会
話

の

『
…
…
』
は
無

い
。
古
典
文
学
大
系
本

(
岩
波
)
と
比

較
す

る
た
め
に
、
筆
者
が
施

し
た
も

の
で
あ

る
。

(
11
)

宗
政

五
十
緒
氏

の
前
掲
論
文
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