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語文113（2019・12　大阪大学国語国文学会）

黄
表
紙
に
お
け
る
徂
徠
学
派
「
文
人
」
意
識
の
表
出

―
前
期
・
武
家
作
者
を
中
心
に

―

鈴　
　

木　
　

加 

成 

太

は
じ
め
に

近
世
後
期
に
江
戸
で
盛
ん
に
出
版
さ
れ
た
黄
表
紙
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
赤
本
・
黒
本
な
ど
の
幼
稚
な
娯
楽
・
教
化
的
通
俗
絵
解
き
本
を

祖
と
し
、
そ
れ
ら
の
先
行
草
双
紙
に
洒
落
本
等
の
流
れ
を
引
く
当
世
描
写
・

滑
稽
・
風
刺
と
い
っ
た
要
素
が
加
わ
っ
て
程
度
を
高
め
、
大
人
向
け
の
読
み

物
へ
変
化
を
遂
げ
た
と
い
う
説
明
が
一
般
的
に
な
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
ま
た
、
黄

表
紙
作
者
ら
も
、
そ
の
作
品
内
で
赤
本
・
黒
本
な
ど
を
黄
表
紙
の
先
達
と
し

て
扱
っ
て
お
り（

（
（

、
黄
表
紙
が
先
行
草
双
紙
を
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
黄
表
紙
が
先
行
草
双
紙
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
黄

表
紙
の
成
立
背
景
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
黄
表
紙
を
分
析
す

る
に
あ
た
っ
て
、
先
行
草
双
紙
に
は
な
か
っ
た
当
代
的
な
風
俗
や
価
値
観
に

着
目
す
る（

（
（

の
み
で
は
、
黄
表
紙
の
重
要
な
側
面
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
恐
れ

も
あ
る
だ
ろ
う
。

稿
者
は
、
先
行
草
双
紙
と
黄
表
紙
と
の
間
に
あ
る
決
定
的
な
違
い
と
し
て
、

そ
の
作
者
及
び
作
者
の
社
会
的
背
景
に
注
目
す
る
。

先
行
草
双
紙
の
多
く
は
、
画
業
を
専
門
と
す
る
画
工
（
富
川
房
信
・
鳥
居

清
経
ら
（
が
作
者
を
兼
ね
て
い
る
か
、
一
回
限
り
の
戯
名
を
使
っ
た
無
名
の

作
者
、
ま
た
は
未
詳
の
作
者
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
黄
表
紙

は
、
多
く
の
場
合
、
画
業
・
文
業
を
専
門
と
し
な
い
作
者
た
ち
が
、
自
ら
の

決
ま
っ
た
戯
名
を
前
面
に
出
し
て
執
筆
し
て
い
る（

（
（

。
そ
れ
に
よ
り
、
作
者
と

読
者
の
双
方
に
と
っ
て
、
作
品
の
背
後
に
実
在
す
る
作
者
像
が
強
く
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
作
者
の
個
性
や
思
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想
と
、
作
品
世
界
と
の
結
び
つ
き
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
容
易
に
想
像

さ
れ
よ
う
。

本
稿
で
は
、
草
創
期
か
ら
最
盛
期
に
あ
た
る
前
期
黄
表
紙
を
牽
引
し
た
武

家
作
者
の
創
作
意
識
に
注
目
し
、
彼
ら
の
創
作
意
識
の
基
盤
に
「
文
人
」
と

し
て
の
自
己
認
識
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
う
え
で
、
黄
表
紙
が
「
文
人
」
意

識
が
草
双
紙
の
形
式
を
と
っ
て
発
露
し
た
「
文
人
草
双
紙（

5
（

」
で
あ
る
と
い
う

視
点
か
ら
、
従
来
と
は
異
な
る
黄
表
紙
分
析
を
試
み
る
。

一
　
徂
徠
学
派
に
お
け
る
「
文
人
」
に
つ
い
て

近
世
日
本
の
武
家
に
お
け
る
思
考
の
土
台
が
中
国
古
典
の
解
釈
に
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
武
家
作
者
た
ち
が
持
っ
て
い
た
同
時
代
的
な

「
文
人
」の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
武
家
作
者
の
学
術
的
背
景
に
着
目
す
る

の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

前
期
黄
表
紙
の
代
表
的
武
家
作
者
を
見
る
と
、『
菊
寿
草
』（
天
明
元
〈
一

七
八
一
〉
年
刊
（
と
『
岡
目
八
目
』（
天
明
二
〈
一
七
八
二
〉
年
刊
（
の
二
種

の
黄
表
紙
評
判
記
に
よ
り
黄
表
紙
全
体
の
方
向
づ
け
を
行
い
、
自
ら
も
黄
表

紙
の
筆
を
執
っ
た
四
方
赤
良
（
大
田
南
畝
（
は
太
宰
春
台
門
の
松
崎
観
海
に

学
び
、
蘐
園
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
期
黄
表

紙
の
第
一
人
者
で
「
当
時
の
き
ゝ
も
の
」（『
菊
寿
草
』（
と
賞
さ
れ
た
朋
誠
堂

喜
三
二
は
、
宝
暦
六
〈
一
七
五
六
〉
年
頃
か
ら
、
同
じ
く
春
台
門
の
関
思
恭

に
漢
学
を
学
ん
で
い
る（

（
（

。
喜
三
二
と
並
ぶ
黄
表
紙
第
一
人
者
の
恋
川
春
町
に

つ
い
て
は
、
そ
の
学
術
的
背
景
は
不
明
で
あ
る
が
、
戯
作
を
通
じ
て
親
密
な

関
係
に
あ
っ
た
南
畝
や
喜
三
二
ら
と
文
学
観
を
共
有
し
て
い
た
可
能
性
は
高

い
。こ

う
し
て
見
る
と
、
前
期
黄
表
紙
の
代
表
的
武
家
作
者
グ
ル
ー
プ
の
背
後

に
は
、
徂
徠
学
の
系
譜
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
徂
徠
学
派
の
儒
者
・
漢
学
者
に
と
っ
て
、「
文
人
」
の
イ
メ
ー

ジ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

徂
徠
の
高
弟
で
、
経
学
・
政
治
思
想
の
正
統
的
な
後
継
者（

（
（

に
位
置
付
け
ら

れ
る
太
宰
春
台
は
、
随
筆
『
紫
芝
園
漫
筆（

（
（

』（
成
立
年
未
詳
（
に
お
い
て
、
中

国
戦
国
時
代
の
詩
人
で
あ
る
屈
原
の
名
を
挙
げ
、
屈
原
以
前
の
政
治
家
や
文

筆
家
は
そ
の
文
才
を
国
家
典
籍
の
著
述
や
立
言
へ
向
け
て
い
た
た
め
「
文

人
」
と
呼
ぶ
に
は
適
さ
ず
、
屈
原
を
「
文
人
」
の
祖
と
す
べ
き
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
以
下
書
き
下
し
の
み
記
す
。

屈
原
の
作
る
と
こ
ろ
に
至
り
て
、
天
下
の
至
文
、
千
古
の
絶
芸
と
曰
ふ

と
雖
も
、
然
る
に
其
の
言
、
国
家
の
典
を
述
す
る
に
非
ず
。
亦
た
先
王

の
道
を
明
ら
か
に
す
る
に
も
非
ず
。
特
に
務
め
て
其
の
辞
を
麗
し
う
し
、

以
て
其
の
一
鬱
の
思
を
宣（
の
（ぶ

る
の
み
。
豈
に
当
時
の
諸
子
の
、
各
自
の

言
を
立
て
、
以
て
一
家
を
成
す
ご
と
き
な
ら
ん
や
。
此
れ
其
の
文
人
と

為
す
に
過
ぎ
ざ
る
所
以
な
り
。（
巻
五
（

こ
こ
で
は
、
屈
原
が
国
家
や
経
世
の
た
め
で
は
な
く
、
自
ら
の
思
い
を
表
す

た
め
に
の
み
文
才
を
用
い
た
こ
と
を
も
っ
て
「
文
人
」
と
し
て
い
る
。「
文
人

と
為
す
に
過
ぎ
ざ
る
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、
国
家
に
有
益
な
ら
ざ
る

こ
と
を
批
判
す
る
意
が
読
み
取
れ
よ
う
。

（（



ま
た
、
同
書
に
は
、
同
時
代
の
学
徒
を
「
文
人
」
を
呼
ん
で
非
難
す
る
文

章
も
見
ら
れ
る
。

徂
徠
先
生
、
見
識
卓
絶
に
し
て
、
道
を
知
る
こ
と
甚
だ
明
ら
か
な
り
。

（
中
略
（
蓋
し
先
生
、
主
の
志
、
進
取
に
在
り
。
故
に
其
の
人
を
取
る
。

才
を
以
て
し
、
徳
行
を
以
て
せ
ず
。
二
三
の
門
生
、
亦
た
其
の
説
を
習

聞
し
、
徳
行
を
屑
（
い
さ
ぎ
よ
（し
と
せ
ず
。
唯
文
学
是
れ
を
講
ず
。
是
を
以
て
徂

徠
の
門
、
跅
弛
の
士
を
多
く
し
、
其
の
才
を
成
す
に
及
ぶ
や
、
特
（
た
だ
（文

人

と
為
す
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。（
巻
六
（

こ
こ
で
も
、
学
問
を
学
ん
で
も
そ
れ
を
世
で
実
行
せ
ず
、
文
学
に
専
心
す
る

と
い
う
難
点
を
指
し
て
「
文
人
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ

こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
が
徂
徠
の
門
人
で
あ
り
、
徂
徠
門
の
学
徒
が
「
文

人
」
と
呼
ば
れ
う
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
春
台
の
弟
子
・
松
崎
観
海
も
、
同
時
代
の
「
文
人
」
に
対
し
て

苦
言
を
呈
し
て
い
た
こ
と
が
湯
浅
常
山
の
随
筆
『
文
会
雑
記（

（
（

』（
天
明
二
〈
一

七
八
二
〉
年
序
（
か
ら
知
ら
れ
る
。

君
修
（
稿
者
注
、
観
海
（
云
、
士
に
は
と
か
く
に
武
芸
に
精
を
出
さ
す

べ
き
な
り
。
ひ
ろ
く
世
の
人
を
見
る
に
、
武
芸
を
好
む
人
は
人
柄
の
悪

し
き
人
は
少
し
。
学
者
は
大
か
た
は
人
柄
悪
し
き
。
学
問
す
る
人
の
中

に
偏
屈
な
る
人
は
迂
遠
に
な
り
。
才
気
あ
る
人
は
放
蕩
に
し
て
、
文
人

無
行
と
云
や
う
に
な
る
。
軍
法
者
は
片
く
な
な
れ
ど
も
、
人
柄
は
学
問

し
た
る
人
よ
り
は
大
か
た
は
よ
き
也
と
云
へ
り
。（
巻
之
一
・
上
（

「
士
」
の
中
で
も
、「
学
問
す
る
人
」
は
才
あ
れ
ど
放
蕩
に
走
り
、「
文
人
無

行
」
の
状
態
に
な
る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、
徂
徠
門
の
儒
者
・
漢
学
者
に
と
っ
て
の「
文
人
」

は
、
本
来
国
家
に
仕
え
る
べ
き
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
強
く
意
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
文
人
」
の
文
才
や
学
才
は
、
徂
徠
の
門
人

ら
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
徳
行
」
に

向
け
ず
「
放
蕩
」
に
向
け
る
と
い
う
点
で
、
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
近
世
後
期
徂
徠
学
派
に
お
け
る
「
文
人
」
要
素
の
核
心
部
を

挙
げ
る
と
、
文
才
・
学
才
に
加
え
て
、「
士
」
と
し
て
の
立
場
と
「
放
蕩
」
と

い
う
態
度
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
で
黄
表
紙
作
者
に
目
を
向
け
る
と
、
徂
徠
の
学
統
を
継
ぐ
学
問
を
身

に
つ
け
、
武
家
と
い
う
身
分
で
経
世
に
参
与
し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
や

文
学
的
知
識
を
駆
使
し
て
戯
作
を
弄
し
た
彼
ら
は
、
自
ら
を
「
文
人
」
と
認

識
し
、
そ
の
自
覚
の
も
と
に
執
筆
を
行
う
に
十
分
な
素
質
と
資
格
を
持
っ
て

い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
下
の
章
で
は
、
前
期
武
家
作
者
の
黄
表
紙
作
品
の
中
か
ら
右
に
示
し
た

よ
う
な
「
文
人
」
と
し
て
の
意
識
が
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

二
　『
高
慢
斎
行
脚
日
記
』
に
お
け
る
「
文
人
」
意
識

恋
川
春
町
作
・
画
『
高
慢
斎
行
脚
日
記（

（1
（

』（
安
永
五
〈
一
七
七
六
〉
年
刊
、

以
下
『
高
慢
斎
』（
は
、『
金
々
先
生
栄
花
夢
』（
安
永
四
〈
一
七
七
五
〉
年
刊
、

（（



以
下
『
栄
花
夢
』（
と
並
び
、
黄
表
紙
初
期
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る（

（（
（

。

『
高
慢
斎
』の
話
の
筋
は
、
隠
士
・
万
屋
の
弟
子
た
ち
が
天
狗
に
取
り
憑
か

れ
た
こ
と
で
、
様
々
の
遊
び
に
手
を
出
そ
う
と
し
、
半
可
通
と
金
の
使
い
過

ぎ
で
失
敗
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
特
に
六
人
の
門
人
た
ち
が
、
茶
・

書
・
花
・
鞠
・
音
曲
長
唄
・
廓
遊
び
と
い
っ
た
諸
芸
遊
興
に
溺
れ
る
箇
所
が

中
心
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、『
高
慢
斎
』
に
描
か
れ
る
趣
味
諸
芸
に
注
目
す
る
と
、
一
つ
一
つ
の

趣
味
諸
芸
そ
の
も
の
は
、
多
く
は
雅
の
営
み
に
該
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
中
国
宋
代
の
文
人
た
ち
が
親
し
ん
だ
茶
や
花
の
類
は
、
日
本
の
雅
人
の

生
活
に
も
多
く
取
り
込
ま
れ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
趣
味
諸
芸
は
近
世
後
期
に
い
た
っ
て
町
人
層
に
も
普

及
し
、
俗
化
の
傾
向
が
著
し
か
っ
た（

（1
（

。
雅
人
の
著
述
に
は
、
し
ば
し
ば
雅
の

本
質
を
知
ら
ざ
る
趣
味
人
に
対
す
る
苦
言
が
呈
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、儒
医
で
瓶
花
に
優
れ
た
樫
田
北
岸
は
、挿
花
論「
瓶
話
」（『
瓶

花
菴
集
』（
天
明
五
〈
一
七
八
五
〉
年
刊
（
所
収
（
に
お
い
て
、
口
伝
や
形
式

な
ど
に
拘
泥
す
る
茶
人
の
花
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る（

（1
（

。

花
に
し
て
茶
は
則
ち
好
す
べ
し
。
茶
に
し
て
花
は
則
ち
悪
む
べ
し
。
蓋

し
近
世
瓶
花
を
玩
ぶ
者
、
皆
常
陸
者
流
の
手
に
出
づ
。
而
し
て
其
の
人
、

素
と
闇
吻
不
学
、
其
の
伝
を
球
璧
し
、
其
の
説
を
粉
紅
し
、
敝
帚
千
金
、

燕
石
十
襲
、
敢
へ
て
識
者
の
胡
蘆
を
顧
み
ず
、
動
（
や
や
も
す
（れ

ば
則
ち
曰
く
慶

賀
の
花
此
の
ご
と
く
、
哀
悼
の
花
此
の
ご
と
し
。（
序
（

ま
た
、
煎
茶
家
と
し
て
知
ら
れ
た
上
田
秋
成
が
文
化
三
〈
一
八
〇
七
〉
年

に
し
た
た
め
た
一
軸（

（1
（

に
も
、
煎
茶
の
清
と
点
茶
の
濁
を
精
神
の
清
濁
に
当
て

は
め
、
高
価
な
茶
器
を
誇
示
す
る
点
茶
家
を
難
じ
た
一
節
が
あ
る
。

煎
家
は
茶
具
新
調
を
喜
ぶ
。
是
茶
神
の
清
韻
に
叶
ふ
べ
し
。
点
家
は
珍

器
に
其
価
巨
万
に
代
へ
、
吾
獲
た
り
と
誇
る
は
清
か
ら
ず
。
本
是
玩
器

は
高
貴
の
分
上
に
有
り
て
、
損
害
有
べ
か
ら
ず
。
庶
民
倣
ひ
て
分
度
を

忘
る
。
豪
富
と
い
へ
ど
も
、
終
に
財
崩
れ
家
を
失
ふ
。

中
国
文
人
の
趣
味
姿
勢
に
通
じ
た
雅
人
た
ち
は
、
本
質
を
わ
き
ま
え
ず
、

外
面
的
な
価
値
や
名
声
、
権
威
を
目
当
て
に
諸
芸
に
手
を
出
す
軽
薄
な
趣
味

人
た
ち
の
所
業
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で『
高
慢
斎
』に
目
を
戻
す
と
、
高
慢
斎
の
門
人
た
ち
の
態
度
は
、
雅

人
た
ち
に
非
難
さ
れ
る
軽
薄
趣
味
人
の
態
度
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。ま

ず
、
万
屋
に
代
わ
っ
て
一
門
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
た
法
外
は
、
茶
の

宗
匠
・
村
田
自
休
と
結
託
し
て
、
贋
作
を
作
っ
た
り
、
い
け
ば
な
の
会
を
催

し
て
席
料
を
取
っ
た
り
と
、
専
ら
趣
味
諸
芸
を
利
用
し
た
金
儲
け
に
力
を
注

ぐ
。

村む
ら

田
自
休き
う

・
法ほ
う

外ぐ
わ
いこ

ゝ
ろ
を
合あ

わ
せ
、
山
吹ぶ
き

の
色い
ろ

を
せ
し
め
ん
と
、
自

休き
う

は
古ふ
る

茶
碗わ
ん

を
つ
ぎ
合
て
は
南な
ん

京き
ん

と
あ
ざ
む
き
、
茶ち
や

杓し
や
くを

け
づ
り
て
は

相さ
う

応お
う

に
名
づ
け
、
法ほ
う

外
は
文ぶ
ん

徴て
う

明
流り
う

の
手し
ゆ

跡せ
き

も
な
ら
ひ
し
ゆ
へ
に
、
唐と
う

（（



人
め
か
し
て
な
ぐ
り
つ
け
、
こ
れ
に
す
ゝ
び
を
付
て
、
趙て
う

子す

昴が
う

や
れ
米

元げ
ん
章し
や
うな
ど
と
い
つ
わ
り
、
人
に
売う

り
つ
け
る
。（
５
オ
（

ま
た
、
法
外
に
乗
せ
ら
れ
た
六
人
の
門
人
た
ち
は
趣
味
諸
芸
に
の
め
り
込

む
が
、
何
を
す
る
に
も
大
金
を
か
け
て
高
価
な
道
具
や
衣
裳
を
あ
り
が
た
が

る
と
い
う
楽
し
み
方
に
終
始
す
る
。

さ
て
も
六
人
の
者
ど
も
は
（
中
略
（
姿す
が
たも

あ
ら
た
め
、
い
ろ
〳
〵
の
遊ゆ
う

芸げ
い

に
と
り
か
ゝ
り
け
る
に
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
こ
た
へ
ら
れ
ず
。
茶
を

習な
ら

へ
ば
わ
び
つ
き
に
な
り
て
、
人
の
得ゑ

が
た
き
道ど
う

具ぐ

を
高か
う

金
を
出
し
て

買か

い
た
く
な
り
、
花
を
習な
ら

へ
ば
花
は
二
の
次つ
ぎ

に
て
、
銀ぎ
ん

の
花は
な

い
け
宣せ
ん

徳と
く

の
広ひ
ろ

口
な
ど
で
い
け
、（
中
略
（猩
し
や
う

猩〴
〵

緋ひ

ま
た
は
緋ひ

羅ら

紗し
や

と
、
だ
ん
〴
〵

高か
う

慢ま
ん

増ぞ
う

長て
う

し
て
、
す
で
に
と
め
ど
は
な
か
り
け
り
。（
７
オ
（

こ
う
し
た
門
人
た
ち
は
、
最
後
は
そ
れ
ぞ
れ
に
金
を
使
い
果
た
し
て
落
ち

ぶ
れ
、
旅
か
ら
戻
っ
た
万
屋
に
、
経
書
を
煎
じ
た
薬
を
飲
ま
さ
れ
る
こ
と
で

正
気
に
戻
る
。

万ば
ん

屋お
く

行あ
ん

脚ぎ
や

よ
り
も
ど
り
て
見
れ
ば
、（
中
略
（
一
弟
子
の
法ほ
う

外ぐ
わ
いを

は
じ

め
、
も
つ
て
の
外
の
不ふ

埒ら
ち

に
て
、
み
な
〳
〵
浪ら
う

々〳
〵

の
身
。
こ
れ
ま
つ
た

く
か
の
天て
ん

狗ぐ

わ
ざ
な
り
。（
中
略
（
か
れ
ら
が
き
ら
い
し
も
の
は
、
か
り

に
も
賢け
ん

人ぢ
ん

く
さ
き
も
の
を
い
や
が
れ
ば
と
思し

案あ
ん

し
て
、
四（
し

書し
よ

五ご

経き
や
う
（の

類る
ひ
、
す
べ
て
聖
（
せ
い
人じ
ん
（の
書し
よ
物も
つ
を
あ
つ
め
て
こ
れ
を
煎せ
ん
じ
、
た
て
つ
け
〳
〵

の
ま
せ
け
れ
ば
、（
中
略
（
そ
れ
よ
り
し
て
み
な
〳
〵
本ほ
ん

心し
ん

に
こ
そ
也

に
け
る
。（
１
４
ウ
・
１
５
オ
（

こ
の
結
末
は
、
趣
味
諸
芸
を
楽
し
む
際
に
は
、
そ
の
内
面
に
あ
る
中
国
賢

人
の
思
想
に
立
脚
し
た
精
神
が
必
要
だ
と
い
う
教
訓
を
示
し
て
い
る
と
一
応

は
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
、
こ
の
作
を
成
し
た
春
町
は
、
軽
薄
趣

味
人
を
批
判
す
る
雅
人
寄
り
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
春
町
が
『
高
慢
斎
』
に
よ
っ
て
打
ち
出
そ
う
と
し
た
の
が
、
軽

薄
趣
味
人
批
判
を
通
じ
た
雅
人
と
し
て
の
作
者
像
で
あ
っ
た
と
直
ち
に
結
論

付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

石
上
敏
氏
（
（1
（

は
、『
高
慢
斎
』
の
登
場
人
物
の
う
ち
、
万
屋
に
平
賀
源
内
が
、

そ
の
門
人
ら
に
源
内
を
取
り
巻
く
春
町
・
喜
三
二
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
当
て
込

ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、「
少
な
く
と
も
、
登
場
人
物
の
背
後
に
源
内

を
中
心
と
す
る
戯
作
者
た
ち
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の

と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、『
高
慢
斎
』
に

お
け
る
軽
薄
趣
味
人
た
ち
の
醜
態
は
、
春
町
ら
自
身
の
姿
で
も
あ
る
と
も
言

え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
登
場
人
物
へ
の
当
て
込
み
に
注
目
し
て
『
高
慢
斎
』
を
読

む
と
、
そ
こ
に
は
身
分
に
よ
る
描
き
分
け
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

万
屋
の
六
人
の
門
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
医
者
や
商
人
な
ど
の
職
業
・
身

分
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
武
家
の
人
物
は
、「
鎌
倉
北
条
殿
家

臣
」の
山
川
白
左
衛
門
と「
鎌
倉
の
侍
」の
相
生
松
之
介
の
二
人
で
あ
る
。
白

左
衛
門
と
松
之
介
は
、
他
の
四
人
の
門
人
と
と
も
に
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し

（（



て
い
た
が
、
物
語
の
後
半
で
は
、
借
金
を
返
さ
な
か
っ
た
科
で
役
所
の
判

官
・
青
砥
左
衛
門
か
ら
次
の
よ
う
な
叱
責
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
武ぶ

士し

は
、
治お
さ

ま
り
た
る
御
代
に
い
て
も
乱ら
ん

を
わ
す
れ
ず
、
随づ
い

分
油ゆ

断だ
ん
な
く
武ぶ

芸げ
い
に
は
げ
み
、
今こ
ん
日
の
衣い

服ふ
く
は
見
苦ぐ
る
し
く
て
も
、
具ぐ

足そ
く
の
一

領り
う
も
持も

ち
た
る
を
こ
そ
武ぶ
し
士
と
は
い
へ
。
し
か
る
に
そ
れ
に
引
か
へ
、

武ぶ

具ぐ

馬ば

具ぐ

を
ば
遊ゆ
う
興き
や
うの
た
め
に
売う

り
な
く
し
、
太
刀
長な
ぎ
刀な
た
を
と
る
手
に

は
、
紫し
ゆ

檀た
ん

の
細ほ
そ

棹さ
ほ

を
握に
ぎ

り
、
馬む
ま

に
こ
そ
達た
つ

者し
や

に
の
る
べ
き
に
、
さ
は
な

く
し
て
猪ち

牙よ
き
舟ぶ
ね
・
四よ
つ
手
籠か
ご
を
の
り
こ
な
し
、
髪か
み
は
兜
か
ぶ
と
下し
た
地ぢ

に
結ゆ

い
お
く

べ
き
を
、
中
ぞ
り
を
あ
た
ま
一
ぱ
い
剃そ

り
ひ
ろ
げ
、
大
小
は
火ひ

ば
し
の

ご
と
く
細ほ
そ

く
し
、
い
で
と
い
ふ
時と
き

、
な
ん
と
そ
れ
で
人
が
斬き

ら
る
ゝ
か
。

か
り
そ
め
な
が
ら
鎌か
ま

倉く
ら

殿ど
の

の
さ
む
ら
（
ひ
（
が
そ
の
あ
り
さ
ま
不ふ

埒ら
ち

至し

極ご
く

。（
１
１
ウ
・
１
２
オ
（

青
砥
は
、「
武
士
」
と
し
て
の
本
来
の
あ
り
方
を
逐
一
挙
げ
、
そ
れ
に
二
人
の

身
な
り
態
度
が
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
と
を
痛
烈
に
罵
っ
て
い
る
。
雅
人
の
軽
薄
趣
味

人
批
判
と
は
異
な
り
、
青
砥
が
二
人
を
非
難
す
る
の
は
、
そ
れ
が
武
士
の
身

分
に
相
応
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
他
の
四
人
が
叱
責
を
受
け
る
場
面
に
も
、「
町
人
に
に
あ
わ
ぬ
遊ゆ
う

芸げ
い

女
郎
買か
い

」（
１
１
オ
（
や
「
医い

者し
や

に
に
あ
わ
ぬ
不
身
持
」（
１
１
ウ
（
と
身
分

不
相
応
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
門
人
と
比
較
す
る
と
、
武
家
二
人
へ

の
叱
責
は
他
四
人
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
具
体
的
で
仔
細
に
渡
り
、
か
つ

多
く
の
分
量
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
武
士
で
あ
る
春
町
な
ら
で
は
の
意
識
や
ポ
ー
ズ
が
反
映
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

当
時
、
春
町
や
朋
誠
堂
喜
三
二
が
就
い
て
い
た
江
戸
留
守
居
役
と
い
う
役

職
は
、
大
名
家
に
仕
え
、
幕
府
や
他
の
大
名
諸
家
と
の
交
渉
・
連
絡
を
専
門

職
務
と
す
る
外
交
官
で
あ
る（

（1
（

が
、
組
合
の
形
成
等
を
通
じ
て
政
治
的
発
言
力

と
奢
り
を
強
め
、
幕
府
や
識
者
か
ら
は
白
眼
視
さ
れ
る
一
面
を
持
っ
て
い
た
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
荻
生
徂
徠
の
意
見
書
『
政
談
（
（1
（

』（
享
保
十
～
十
二

〈
一
七
二
五
～
二
七
〉
年
頃
成
立
（
に
次
の
よ
う
な
留
守
居
役
へ
の
苦
言
が
見

ら
れ
る
。

扠
其
留
守
居
と
云
者
、
諸
家
一
つ
に
組
合
て
仲
間
と
称
し
、
酒
宴
遊
興

に
主
人
の
物
を
使
ひ
是
を
主
人
へ
の
奉
公
と
称
し
。
扠
公
儀
を
鼻
に
か

け
主
人
の
掟
を
用
ひ
ず
。
仲
間
に
暇
に
て
も
出
さ
れ
た
る
者
あ
れ
ば
、

其
仲
間
に
て
囲
置
て
、
其
跡
役
を
ば
仲
間
へ
入
れ
ず
、
主
人
に
困
ら
す

る
仕
形
、
当
時
所
々
に
多
き
こ
と
也
。（
中
略
（
其
家
の
家
老
も
楽
を
好

て
、
主
人
を
大
切
に
せ
ぬ
故
、
留
守
居
を
立
置
て
、
公
辺
の
勤
に
は
構

ぬ
也
。（
巻
之
二
（

こ
れ
は
大
名
家
の
金
銭
や
政
治
の
困
窮
す
る
由
縁
を
説
く
条
の
一
節
で
、
徂

徠
は
困
窮
の
一
因
に
留
守
居
役
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
。
同
様
の
批
判
は
春

台
に
も
行
わ
れ
て
お
り（

（1
（

、
春
町
に
も
こ
れ
ら
の
批
判
は
強
く
意
識
さ
れ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
『
高
慢
斎
』
で
の
武
家
二
人
へ
の
膨
大
な
叱
責
の
場
面

に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（0



そ
れ
で
は
、
作
者
春
町
は
、
読
者
に
対
し
て
、
作
中
の
放
蕩
武
家
へ
の
当

て
込
み
を
通
じ
た
放
蕩
武
家
と
し
て
の
作
者
像
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
も
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
軽
薄
趣
味
人
ら
の
一
連
の
騒
ぎ
は
天
狗
に
取
り
憑
か
れ
た
せ
い

だ
と
さ
れ
、
彼
ら
の
本
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
読
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。
第
二
に
、
門
人
ら
の
俳
諧
の
師
で
あ
り
、
門
人
ら
を
救
っ
た
万
屋
の

号
「
高
慢
斎
」
は
、
後
に
春
町
自
身
の
号
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

（1
（

の
で
あ
る
。

『
高
慢
斎
』で
の
高
慢
斎
万
屋
は
、
門
人
た
ち
の
危
難
を
救
っ
た
あ
と
、
幕

府
に
そ
の
功
績
と
才
覚
を
賞
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
西
明み
や
う

寺じ

殿ど
の

の
御
耳み
ゝ

に
達た
つ

し
、
ま
こ
と
に
万
（
ば
ん

屋お
く
（が

才さ
い

智ち

頓と
ん

作さ
く

と
い
ゝ
、
志
ざ
し
た
た
ゞ
し
き
と
こ
ろ
あ
れ
ば
こ
そ
、
妖よ
う

怪く
わ
い

祟た
ゝ

り
を

な
す
こ
と
な
ら
ず
と
お
ぼ
し
め
し
、
万ば
ん

屋お
く

を
鎌か
ま

倉く
ら

花
の
本も
と

の
宗そ
う

匠し
や
うに

お
ゝ
せ
つ
け
ら
れ
、
め
で
た
く
栄さ
か

い
く
ら
し
け
る
。（
１
５
ウ
（

結
果
的
に
万
屋
の
芸
道
は
、
妖
魔
を
遠
ざ
け
る
も
の
と
し
て
天
下
に
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
高
慢
斎
」
を
自
身
の
号
と
し
た
春
町
は
、
万
屋

の
活
躍
と
自
身
の
文
筆
活
動
の
指
針
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
面
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

そ
し
て
、
無
益
な
諸
芸
遊
興
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
天
下
に
有
用
な

場
合
は
称
賛
に
値
す
る
と
い
う
諸
芸
観
は
、
太
宰
春
台
が『
経
済
録（

11
（

』（
享
保

十
四
〈
一
七
二
九
〉
年
成
立
（
に
述
べ
る
諸
芸
観
と
も
通
じ
る
。

学
術
は
儒
学
を
第
一
と
す
る
こ
と
勿
論
也
。
次
に
は
武
学
也
。
武
学
と
い

ふ
は
孫
呉
が
兵
法
軍
旅
の
道
な
り
。
此
外
は
文
武
の
芸
術
其
品
多
し
。（
中

略
（
此
外
に
諸
の
細
工
に
達
せ
る
者
、
或
は
庖
厨
調
勝
（
膳
（
に
精
く
、
或

は
茶
を
嗜
み
、
或
は
花
を
栽
ゑ
、
或
は
鳥
獣
を
養
ひ
、
或
は
種
々
の
小
技
小

術
ま
で
各
其
妙
を
極
た
る
は
皆
国
家
の
用
に
非
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。（
巻

之
六
「
学
政
」（

春
台
は
、
国
家
に
有
用
で
あ
れ
ば
、
趣
味
諸
芸
の
類
も
「
学
術
」
と
し
て
肯

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
春
町
は
、
軽
薄
趣
味
人
批
判
を
通
じ
た
（
作
者
と

し
て
の
（
雅
人
寄
り
の
批
判
意
識
と
、
放
蕩
武
家
へ
の
当
て
込
み
を
通
じ
た

（
登
場
人
物
と
し
て
の
（放
蕩
な
武
家
寄
り
の
被
批
判
意
識
、
そ
し
て
万
屋
へ

の
仮
託
を
通
じ
た
（「
高
慢
斎
」
と
し
て
の
（
儒
者
寄
り
の
諸
芸
観
を
そ
れ
ぞ

れ
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ど
ち
ら
つ
か
ず
の
志
向
を
持
ち
得
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
春
町

の
「
文
人
」
と
し
て
の
意
識
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
う
し
た
「
文
人
」
像
の
典
型
と
思
わ
れ
る
の
が
柳
沢
淇
園
で
あ

る
。
淇
園
の
随
筆
『
独
寝（

1（
（

』（
享
保
十
〈
一
七
二
五
〉
年
成
立
（
に
は
、
執
筆

当
時
武
士
と
し
て
不
遇
の
時
期
に
あ
っ
た
淇
園
の
、
純
粋
な
雅
人
と
も
、
単

な
る
放
蕩
武
家
と
も
、
ま
っ
と
う
な
儒
者
と
も
異
な
る
趣
味
生
活
が
表
れ
て

い
る
。

（（



世
に
風
雅
を
し
ら
ぬ
人
は
、
い
か
に
し
て
世
を
過
す
ぞ
と
合
点
の
い
か

ぬ
も
、
一
ト
通
り
に
く
か
ら
ぬ
事
也
。（
中
略
（
太
平
に
よ
く
し
て
は
文

を
も
て
あ
そ
ぶ
上
に
、
茶
の
湯
を
好
み
歌
を
よ
み
（
中
略
（
面
白
ひ
と

い
ふ
て
楽
し
ん
で
い
る
が
よ
し
。
武
門
に
生
る
ゝ
と
、
も
は
や
主
の
た

め
に
命
を
捨
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
を
合
点
し
て
い
る
う
へ
は
、
武
の

道
に
あ
ま
り
あ
り
。（
中
略
（
手
に
千
斤
の
鉾
を
ふ
る
は
、
一
人
に
敵
す

る
の
勇
也
。
沛
に
ほ
ろ
び
て
は
づ
か
し
め
を
い
と
は
ず
、
淫
に
ふ
し
お

ろ
か
に
似
た
る
は
、
天
下
を
と
る
の
志
あ
り
。
堪
忍
記
な
ど
い
ふ
物
か

き
し
も
の
ゝ
智
は
、
芥
子
の
中
に
住
居
す
る
人
の
如
し
。
博
き
事
を
し

ら
ず
。（
下
巻
（

詩
書
画
ほ
か
多
方
面
の
芸
事
に
秀
で
、
武
士
と
し
て
公
に
仕
え
た
淇
園
の

趣
味
生
活
は
、
風
雅
を
知
ら
ぬ
人
を
け
な
し
な
が
ら
、
堅
苦
し
い
批
判
を
す

る
側
に
も
与
さ
ず
、
ま
た
武
家
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
な
が
ら
俗
な
遊
興
に

も
親
し
み
、
し
か
も
天
下
国
家
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
い
う
多
面
性
を
持
ち

合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
文
人
」
と
し
て
の
意
識
が
、『
高
慢

斎
』
に
も
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

「
文
人
」
に
と
っ
て
、
他
人
が
「
文
人
」
の
放
蕩
の
面
だ
け
を
も
っ
て
批
判

を
す
る
こ
と
は
野
暮
で
あ
り
、
雅
の
面
だ
け
を
も
っ
て
正
論
を
述
べ
る
こ
と

は
、
空
々
し
く
か
え
っ
て
滑
稽
に
映
る
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
『
高
慢
斎
』

は
、
娯
楽
・
教
化
用
の
絵
入
り
本
と
し
て
の
草
双
紙
の
形
式
を
建
前
と
し
て
、

戯
画
化
さ
れ
た
放
蕩
三
昧
の
趣
味
生
活
の
描
写
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

笑
い
と
教
訓
の
物
語
を
よ
そ
お
い
つ
つ
、
そ
の
裏
に
、
作
者
・
春
町
と
同
様

の
立
場
の
読
者
に
の
み
理
解
さ
れ
る
「
文
人
」
と
し
て
の
自
負
が
隠
さ
れ
て

い
た
と
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。

三
　
喜
三
二
黄
表
紙
に
お
け
る
「
文
人
」
意
識

春
町
の
盟
友
で
あ
り
、
同
じ
留
守
居
役
の
役
職
に
あ
っ
た
朋
誠
堂
喜
三
二

は
、
安
永
六
〈
一
七
七
七
〉
年
に
六
作
も
の
黄
表
紙
の
刊
行
を
も
っ
て
本
格

的
に
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
が
、
そ
れ
ら
は
手
法
の
面
で
春
町
の
先
行

作
品
を
多
く
踏
襲
し
て
い
た
。

六
作
の
う
ち
、『
南
陀
羅
法
師
柿
種
』
と
『
鼻
峰
高
慢
男
』
は
「
高
慢
」
な

人
物
の
失
敗
と
改
心
を
描
く
と
い
う
点
で
『
高
慢
斎
』
の
追
随
作
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、『
珍
献
立
曾
我
』
は
既
成
の
物
語
の
筋
に
料

理
ネ
タ
を
持
ち
込
む
と
い
う
点
で
春
町
の
『
化
物
大
江
山
』（
安
永
五
年
刊
（

と
通
じ
る
テ
ー
マ
を
持
ち
、『
女
嫌
変
豆
男
』
は
主
人
公
が
調
子
に
乗
っ
て
失

敗
す
る
作
品
と
し
て
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
言
え

る
。一

方
で
、『
親
敵
討
腹
鼓（

11
（

』（
以
下
『
腹
鼓
』（
と
『
桃
太
郎
後
日
噺（

11
（

』（
以

下
『
後
日
噺
』（
の
二
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
昔
話
の
「
兎
の
手
柄
（
か
ち
か
ち

山
（」
と
「
桃
太
郎
」
の
後
日
譚
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
前
年
ま
で
に
春

町
が
出
し
た
黄
表
紙
に
は
こ
こ
ま
で
昔
話
を
前
面
に
出
し
た
作
は
見
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
他
の
四
作
に
比
べ
て
喜
三
二
の
独
創
性
が
強
く
発
揮
さ
れ
た

黄
表
紙
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

童
幼
向
け
昔
話
の
後
日
譚
や
、
昔
話
を
他
の
昔
話
と
な
い
交
ぜ
に
し
て
新

た
な
話
を
仕
立
て
る
作
品
は
、
先
行
草
双
紙
に
も
存
在
し
た（

11
（

た
め
、
こ
の
二

（（



作
は
、
先
行
草
双
紙
の
流
れ
を
直
接
引
い
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
う
る
。
し

か
し
、
童
幼
向
け
の
昔
話
を
作
品
の
題
材
に
す
る
手
法
は
、
当
時
の
漢
詩
人

た
ち
の
間
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
流
れ
を
引
い
て
い
る
と
読
む
こ
と
も

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

漢
詩
人
た
ち
の
昔
話
翻
案
作
の
一
例
に
、
岩
崎
象
外
が
画
を
描
き
、
中
井

履
軒
が
賛
を
寄
せ
た
「
解
子
伐
袁
図
」（
安
永
九
〈
一
七
八
〇
〉
年
以
降
、
天

明
七
〈
一
七
八
七
〉
年
以
前
に
成
立
（
が
あ
る
。
高
松
良
幸
氏（

11
（

の
調
査
に
よ

る
と
、
こ
の
賛
は
「
猿
蟹
合
戦
」
を
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
文
体
に
倣
っ
て
著

し
た
も
の
で
あ
り
、
原
話
に
な
い
履
軒
独
自
の
創
作
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
の
「
解
子
伐
袁
図
」
に
つ
い
て
は
、
徂
徠
学
派
の
儒
僧
・
義
端
勇
軒
が
そ

の
字
句
や
文
の
不
備
を
難
じ
て
註
を
付
し
た
書
が
存
在
す
る（

11
（

こ
と
か
ら
、
反

駁
の
対
象
と
し
つ
つ
も
、
徂
徠
学
派
も
こ
の
試
み
自
体
は
否
定
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
作
品
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
庶
民
へ
の
道
徳
教
育（

11
（

と
い
う
直

接
的
な
目
的
の
ほ
か
に
も
、
狂
詩
の
手
す
さ
び
が
儒
雅
の
遊
び
と
し
て
容
認

さ
れ
、
盛
り
上
が
っ
て
い
た
詩
壇
の
遊
戯
的
雰
囲
気（

11
（

や
、
擬
古
を
も
っ
て
当

代
的
感
覚
を
盛
り
込
み
、
雅
俗
の
バ
ラ
ン
ス
を
楽
し
ん
だ
徂
徠
門
下
の
詩
作

の
潮
流（

11
（

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
徂
徠
学
派
の
文
学
観
も
そ
う
し
た
風
潮
を
後
押
し
し
た
こ
と
だ

ろ
う
。
高
山
大
毅
氏（

1（
（

は
、
徂
徠
学
派
の
文
学
観
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
し

て
、「
人
情
」
理
解
と
「
断
章
取
義
」
の
二
つ
を
挙
げ
、
詩
の
読
解
と
詩
作
が
、

立
場
や
時
代
の
異
な
る
様
々
な
人
の
感
情
を
理
解
す
る
（
現
代
の
「
思
い
や

り
（
11
（

」
に
相
当
す
る
（「
人
情
」
理
解
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、
共
通
の
知
識
を
読
解
の
前
提
と
す
る
比
喩
や
婉
曲
表
現
を
詩
の
中
に

使
用
す
る
「
断
章
取
義
」
の
手
法
が
、
知
識
人
同
士
の
連
帯
感
の
創
出
に
つ

な
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
人
情
」
を
学
ぶ
に
格
好
の
空

間
と
し
て
の
遊
里
へ
の
ま
な
ざ
し
や
、
詩
句
の
本
来
の
意
味
を
知
る
者
に
の

み
通
じ
る
諧
謔
の
精
神
が
、
古
文
辞
の
戯
著
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
人
情
」
理
解
と
「
断
章
取
義
」
を
手
が
か
り
に
、
ま
ず
は
徂
徠
学

派
漢
詩
人
の
狂
詩
と
喜
三
二
の
昔
話
も
の
黄
表
紙
二
種
の
比
較
を
試
み
る
。

大
田
南
畝
の
出
世
作
で
あ
る
狂
詩
狂
文
集
『
寝
惚
先
生
文
集
（
11
（

』（
明
和
四

〈
一
七
六
七
〉
年
刊
（
に
は
、
喜
三
二
の
昔
話
も
の
黄
表
紙
二
種
と
同
じ
昔
話

に
材
を
取
っ
た
狂
文
「
兎
手
柄
序
」
と
「
送
桃
太
郎
序
」
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。「
兎
手
柄
序
」
は
、「
兎
の
手
柄
」
を
題
材
に
、
子
ど
も
た
ち
に
一
度
悪

を
行
え
ば
後
悔
先
に
立
た
ず
、
善
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
涯
栄
え
る
と
説

き
、「
送
桃
太
郎
序
」
は
、「
桃
太
郎
」
を
題
材
に
、
桃
太
郎
の
父
母
の
友
人

で
あ
る
語
り
手
が
、
両
親
に
代
わ
っ
て
桃
太
郎
に
彼
の
出
生
を
語
り
、
鬼
が

島
へ
の
出
征
を
励
ま
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
南
畝
の
狂
文
二
篇
は
、
昔
話
の
世
界
に
「
兎
兮
、
兎
兮
、
何
を
見
て

翔
る
。
其
の
波
を
走
つ
て
土
舟
を
蕩
か
す
が
為
か
」（「
兎
手
柄
序
」（
や
「
豈

に
啻
だ
甘
蕷
・
鑼
焼
の
み
な
ら
ん
や
」（「
送
桃
太
郎
序
」（と
い
っ
た
、
童
歌

の
も
じ
り
や
流
行
語
が
盛
り
込
ま
れ
、
そ
の
題
材
を
知
る
者
に
の
み
通
じ
る

諧
謔
を
生
み
出
し
て
い
る
。
対
し
て
、
喜
三
二
の
昔
話
も
の
黄
表
紙
二
種
を

見
る
と
、
浄
瑠
璃
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
や
『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
な
ど
の

一
場
面
を
昔
話
の
世
界
に
取
り
込
ん
だ
り
（『
腹
鼓
』（、「
鯛た
い
の
み
そ
づ
と
は

（（



油あ
ぶ
ら
鼠ね
づ
の
こ
と
だ
」（『
腹
鼓
』
２
オ
（
や
「
け
ん
し
う
ら
く
は
谷
を
な
で
、
わ

ん
ざ
い
ら
く
に
は
犬
ち
を
の
ぶ
。
相
生
の
さ
る
風
、
き
や
つ
〳
〵
の
声
ぞ
楽

し
む
」（『
後
日
噺
』
２
オ
（
な
ど
、
流
行
語
や
謡
曲
の
一
節
を
も
じ
っ
た
り

と
い
っ
た
手
法
が
見
ら
れ
、
こ
れ
も
ま
た
、
当
代
の
流
行
を
知
る
者
に
の
み

通
じ
る
笑
い
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
遊
里
の
描
写
に
つ
い
て
見
る
と
、
南
畝
の
狂
文
で
は
昔
話
の
世
界

に
「
時
に
川
上
よ
り
桃
の
流
れ
来
る
有
り
。
母
取
つ
て
食
ふ
。
其
の
半
分
を

以
て
父
に
付
け
指
す
。
偶
々
少
き
時
の
吸
付
煙
草
を
憶
ひ
出
し
て
、
震
震
然

と
し
て
感
ず
る
こ
と
有
る
が
ご
と
し
」（「
送
桃
太
郎
序
」（
と
遊
里
遊
び
の

一
場
面
が
挿
入
さ
れ
る
が
、
喜
三
二
の
黄
表
紙
に
も
「
猟か
り
う
ど人

様
う
か
そ
、
こ

ん
げ
ん
蒲か
ば

焼や
き

、
こ
ん
ち
き
ち
」（『
腹
鼓
』
５
オ
（
と
い
っ
た
遊
里
の
騒
ぎ
唄

の
も
じ
り
や
、
通
人
風
の
髪
型
を
し
た
登
場
人
物
（『
後
日
噺
』（
な
ど
、
遊

里
の
風
俗
に
関
す
る
要
素
が
処
々
に
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
点
で
、
南
畝
狂
文
と
喜
三
二
黄
表
紙
の
昔
話
翻
案
に
は
、
徂
徠

学
派
の
文
学
観
の
延
長
線
上
に
あ
る
手
法
が
、
部
分
的
に
と
は
い
え
共
通
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
他
者
の
感
情
を
理
解
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
人
情
」
理
解
に

着
目
し
て
物
語
を
見
る
と
、
喜
三
二
の
昔
話
も
の
黄
表
紙
二
種
で
は
、「
人

情
」
に
通
じ
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
が
重
き
を
な
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。

『
腹
鼓
』で
は
、
喜
三
二
の
創
作
し
た
主
要
登
場
人
物
と
し
て
、
芦
野
軽
右

衛
門
が
登
場
す
る
。
軽
右
衛
門
は
「
兎
の
手
柄
」
の
爺
婆
の
息
子
と
い
う
設

定
で
、
今
は
身
分
の
低
い
足
軽
の
身
で
あ
り
、
主
人
の
若
君
の
た
め
に
特
別

な
兎
の
生
き
胆
を
得
る
役
目
を
負
う
。
し
か
し
、
目
当
て
の
兎
は
親
の
仇
で

あ
る
狸
を
討
っ
た
恩
人
で
あ
っ
た
と
知
っ
て
「
当と
う
惑わ
く
」（
３
ウ
（
し
、
煩
悶
の

末
、
兎
を
仇
討
ち
に
や
っ
て
来
た
狸
か
ら
か
ば
う
。
そ
う
し
た
軽
右
衛
門
の

様
子
を
見
た
兎
は
そ
の
態
度
を
称
え
、
軽
右
衛
門
に
生
き
胆
を
取
ら
せ
る
た

め
に
自
害
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
軽
右
衛
門
が
「
侍
さ
ぶ
ら
ひに
取と
り
立た

て
ら
れ
」

（
１
０
ウ
（
て
出
世
し
、
富
み
栄
え
る
と
い
う
め
で
た
い
結
末
を
迎
え
る
。

ま
た
、『
桃
太
郎
後
日
噺
』
で
は
、「
き
ん
〳
〵
た
る
男
」（
３
ウ
（
で
通
人

風
の
桃
太
郎
が
、
鬼
、
猿
、
お
福
、
鬼
女
姫
ら
の
巻
き
起
こ
す
恋
が
ら
み
の

騒
動
の
成
り
行
き
を
「
見
と
ゞ
け
」（
６
ウ
（、
善
良
な
鬼
と
お
福
の
生
活
を

陰
な
が
ら
支
え
た
り
、
猿
の
悪
知
恵
を
見
抜
い
た
り
と
立
ち
働
い
た
あ
と
、

最
後
に
嫉
妬
に
狂
い
鬼
を
殺
そ
う
と
す
る
お
福
を
「
悪あ
く

念ね
ん

を
ひ
る
が
え
し
成ぜ
う

仏ぶ
つ

」（
１
０
オ
（
す
る
よ
う
に
と
殺
し
、
恋
の
も
つ
れ
に
決
着
を
つ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、喜
三
二
黄
表
紙
の
中
で
は
、他
者
の
心
中
を
推
し
量
り
、場

に
応
じ
て
正
し
く
立
ち
振
る
舞
う
こ
と
の
で
き
る
者
が
是
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、『
腹
鼓
』
に
お
い
て
、
喜
三
二
が
軽
右
衛
門
を
「
侍
に
取
り

立
て
ら
れ
」
て
出
世
す
る
人
物
と
し
て
描
い
た
こ
と
も
、「
文
人
草
双
紙
」
と

し
て
の
黄
表
紙
の
性
格
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

徂
徠
学
派
へ
の
同
調
お
よ
び
武
家
と
し
て
の
「
文
人
」
意
識
は
、
喜
三
二

の
代
表
作
で
あ
り
、
以
後
多
く
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
忠
臣
蔵
も
の
」
黄

表
紙
の
嚆
矢
と
な
っ
た
『
案
内
手
本
通
人
蔵（

11
（

』（
安
永
八
〈
一
七
七
九
〉
年
刊
、

以
下
『
通
人
蔵
』（
に
お
い
て
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

浄
瑠
璃
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』（
以
下
『
忠
臣
蔵
』（
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

赤
穂
四
十
六
士
討
入
り
事
件
に
つ
い
て
は
、
儒
者
た
ち
が
そ
の
是
非
を
め

（（



ぐ
っ
て
論
議
を
巻
き
起
こ
し
た（

11
（

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
難
四
十
六

士
論
の
筆
頭
と
な
っ
た
の
が
荻
生
徂
徠
の
「
論
四
十
七
士
事
」（
宝
永
二
年

頃
（
と
太
宰
春
台
の
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」（
享
保
十
七
〈
一
七
三
二
〉
年

頃
（
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
論
は
、
世
間
が
四
十
六
士
を
義
士
と
も
て
は
や
す

の
に
疑
問
を
呈
し
、
特
に
浅
野
内
匠
頭
の
短
慮
な
行
動
を
批
判
し
て
、
四
十

六
士
の
行
動
も
義
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
様
々
な
角
度
か
ら
糾
弾
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

喜
三
二
の
『
通
人
蔵
』
を
見
る
と
、
そ
の
序
で
は
、
徂
徠
や
春
台
ほ
ど
明

確
に
で
は
な
い
も
の
の
、『
忠
臣
蔵
』
の
義
士
た
ち
へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
る
。

仮か

名な

手で

本ほ
ん

忠ち
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

を
按
ず
る
に
、
大お
ゝ

星ぼ
し

が
忠ち
う

義ぎ

抜ば
つ

群ぐ
ん

な
り
と
い
へ
ど

も
、
原も
と

は
塩ゑ
ん

冶や

の
不ふ

通つ
う

に
因よ

り
、
且か
つ

初は
じ

め
賄
の
薄う
す

き
よ
り
起お
こ

れ
り
。
是こ
れ

世よ
の

中な
か

の
案あ

内な

を
知し

ら
ぬ
故ゆ
へ

な
り
。
さ
れ
ば
世よ
の

中な
か

の
案あ

内な

を
知し

る
を
通つ
う

と

い
ふ
。
世よ
の

人ひ
と

皆み
な

通つ
う

な
れ
ば
、
世よ
の

中な
か

に
闘い
ざ

諍こ
ざ

な
く
、
倍
ま
す
〳
〵

太た
い

平へ
い

な
り
。
此こ
の

二ふ
た

巻ま
き

や
、
世よ
の

人ひ
と

皆み
な

通つ
う

に
し
て
、
能よ
く

世よ

の
案あ

内な

に
わ
た
る
事こ
と

を
記し
る

し
、
題だ
い

し
て
案あ

内な

手で

本ほ
ん

通つ
う

人じ
ん

蔵ぐ
ら

と
い
ふ
。（
１
オ
（

こ
こ
で
喜
三
二
は
、『
忠
臣
蔵
』
の
登
場
事
物
ら
が
処
世
や
社
交
の
能
力
に

疎
い
こ
と
を
難
じ
、
全
て
の
人
が
通
人
と
な
れ
ば
天
下
太
平
と
な
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

融
通
の
き
か
な
い
登
場
人
物
ら
が
悲
劇
を
招
く
『
忠
臣
蔵
』
に
対
し
、『
通

人
蔵
』
の
物
語
で
は
、
す
べ
て
の
物
事
が
他
人
へ
の
気
遣
い
と
心
配
り
を
極

端
に
重
視
し
、
争
い
の
元
を
こ
と
ご
と
く
回
避
し
て
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
、

な
か
で
も
高
師
直
や
桃
井
若
狭
介
、
大
星
由
良
之
介
と
い
っ
た
、（
主
君
と
従

者
を
持
つ
と
い
う
点
で
の
（
中
間
層
の
武
士
た
ち
に
そ
の
能
力
が
優
れ
、
彼

ら
の
主
君
で
「
通つ
う
と
い
ふ
ほ
ど
の
事
に
は
ま
し
ま
さ
」（
２
オ
（
ぬ
直
義
公
の

心
中
を
見
抜
い
て
巧
み
に
場
を
取
り
仕
切
っ
た
り
、
家
臣
や
天
川
屋
夫
婦
の

起
こ
し
た
騒
ぎ
が
収
ま
る
よ
う
陰
な
が
ら
手
を
回
し
た
り
と
、
人
一
倍
の
活

躍
を
見
せ
る
。

こ
う
し
た
武
士
像
は
、
留
守
居
役
と
い
う
役
職
に
就
き
、
他
藩
や
幕
府
と

の
交
渉
に
あ
た
っ
た
喜
三
二
自
身
の
姿
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
相
手
の
心
中
を
推
し
量
っ
て
物
事
を
円
滑
に
運
ぶ
こ
と
が
結
局
世
の

太
平
の
た
め
に
な
る
と
い
う
、
喜
三
二
の
考
え
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る

よ
う
。

徂
徠
学
派
の
文
学
観
と
「
文
人
」
意
識
に
注
意
し
て
喜
三
二
黄
表
紙
を
見

る
と
、
一
見
先
行
草
双
紙
の
流
れ
を
引
く
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
使
用
し
て
い

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
も
、
そ
の
発
想
や
手
法
、
表
現
は
、
徂
徠
学
派

の
文
学
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の

文
学
観
は
「
文
人
」
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
笑
い
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
わ
か
る
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
喜
三
二
に
と
っ
て
の
黄
表
紙
は
、

「
文
人
」
な
り
の
徂
徠
学
の
実
践
の
場
と
も
な
り
う
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。

四
　
ま
と
め

以
上
、
わ
ず
か
な
例
で
は
あ
る
が
、
前
期
武
家
作
者
の
手
に
よ
る
黄
表
紙

作
品
を
、
作
者
の
「
文
人
」
意
識
の
発
露
し
た
「
文
人
草
双
紙
」
と
し
て
読

（5



解
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

武
家
作
者
の
手
に
よ
る
黄
表
紙
に
は
、「
文
人
」
と
し
て
の
微
妙
な
立
ち
位

置
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
徂
徠
学
派
の
文
学
観
に
沿
っ
た
諧
謔
や
奇
想
の
背

後
に
は
、
同
じ
立
場
の
「
文
人
」
た
ち
に
の
み
共
有
さ
れ
る
「
文
人
」
と
し

て
の
自
負
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
「
文
人
」
意
識
を
町
人
作
者
は
持
ち
え
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
、
一
例
を
挙
げ
て
確
認
し
た
い
。

前
章
で
喜
三
二
の
『
通
人
蔵
』
が
「
忠
臣
蔵
も
の
」
黄
表
紙
の
嚆
矢
と
な
っ

た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
の
後
作
ら
れ
た
「
忠
臣
蔵
」
も
の
黄
表
紙
の
一
つ

に
、
町
人
作
者
の
山
東
京
伝
の
筆
に
よ
る『
真
字
手
本

義
士
之
筆
力（

11
（

』（
天
明
八
〈
一

七
八
八
〉
年
刊
（
が
あ
る
。
こ
の
話
は
、
普
段
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ
て
い
た

『
忠
臣
蔵
』
の
芝
居
道
具
が
反
乱
を
起
こ
す
と
い
う
筋
で
あ
り
、
直
義
や
師

直
、
由
良
之
助
ら
武
家
の
人
物
は
道
具
一
式
に
逃
げ
ら
れ
右
往
左
往
す
る
。

そ
こ
へ
天
川
屋
義
平
が
現
れ
、
跪
く
由
良
之
助
に
次
の
よ
う
に
説
く
。

我わ
れ

ま
こ
と
は
天
（
て
ん

帝て
い
（の

使つ
か

ひ
な
り
。〔（
稿
者
注
、
原
文
は
訓
点
付
き
漢
文
（

老（
ろ
う

子し
（に

曰
（
い
わ
（く

、
道
（
み
ち
（、

一
（
い
つ
（を

生
（
し
や
う
（じ

、
一
、
二
を
生
じ
、
二
、
三
を
生
じ
て
、

三
、
万
（
ば
ん

物ぶ
つ
（を

生
ず
。
又
（
ま
た
（、

徳
（
と
く

清せ
い
（が

曰
（
い
わ
（く

、
天
地
万
物
の
本
（
も
と
（は

為
し
た
り

と
云
々
〕
さ
れ
ば
天て
ん

地ち

の
間
に
万
物
生
じ
、
人
間
こ
れ
を
と
つ
て
事こ
と

を

行お
こ

な
ふ
。
か
る
が
故ゆ
へ

に
人
間
と
万
物
と
は
疣い
ぼ

相あ
い

持も
ち

に
し
て
、
天
地
の
間

の
あ
ら
ゆ
る
も
の
一
つ
と
し
て
無な

く
て
適か
な

わ
ず
、
こ
ゝ
を
わ
き
ま
へ
て
、

早は
や

く
大
道ど
う

具ぐ

・
小
道ど
う

具ぐ

と
和わ

睦ぼ
く

す
べ
し
。（
１
５
オ
（

こ
の
一
節
は
、
漢
籍
を
引
用
し
て
物
語
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

文
人
ら
し
い
知
識
の
発
露
を
思
わ
せ
る
が
、
武
家
作
者
の
手
に
よ
る
、「
文

人
」
と
し
て
の
見
地
を
織
り
込
ん
だ
重
層
的
な
笑
い
に
は
発
展
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
町
人
で
あ
る
天
川
屋
義
平
を
武
家
の
登
場
人
物
ら
に
勝
る
模
範
的
な

人
物
と
し
て
描
い
た
の
は
、
町
人
作
者
ゆ
え
の
自
負
や
心
寄
せ
と
も
考
え
ら

れ
、
そ
こ
に
武
家
作
者
と
は
異
な
る
意
識
も
う
か
が
え
よ
う
。

こ
れ
ら
は
微
妙
な
差
異
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
差
異
が
、
武
家
作
者
の
牽

引
し
た
前
期
黄
表
紙
と
、
町
人
作
者
が
手
掛
け
、
教
訓
や
伝
奇
的
傾
向
の
色

を
深
め
て
ゆ
く
後
期
黄
表
紙
と
の
間
の
性
格
の
差
異
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た

と
も
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

注（（
（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
（「
黄
表
紙
」

項
（
水
野
稔
執
筆
部
（、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

黄
表
紙
・
川
柳
・
狂

歌
』（
小
学
館
、
一
九
九
九
（「
解
説
」（
棚
橋
正
博
執
筆
（
な
ど
。

（
（
（　

大
田
南
畝
『
菊
寿
草
』（
天
明
元
〈
一
七
八
一
〉
年
刊
（
開
口
部
、
山
東
京

伝
作
『
御
存
商
売
物
』（
天
明
二
〈
一
七
八
二
〉
年
刊
（、
岸
田
杜
芳
作
『
草
双

紙
年
代
記
』（
天
明
三
〈
一
七
八
三
〉
年
刊
（
な
ど
。

（
（
（　

た
と
え
ば
、
井
上
隆
明
「
喜
三
二
の
素
材
と
方
法
」（『
論
叢
』
第
二
十
号
、

一
九
七
七
年
一
〇
月
（
で
は
、
喜
三
二
黄
表
紙
を
「
赤
本
黒
本
青
本
の
常
套
た

る
荒
唐
無
稽
の
延
長
線
上
に
、
武
士
作
家
ら
し
い
洒
落
と
品
性
を
加
え
、
江
戸

市
民
の
鑑
賞
に
耐
え
う
る
高
ま
り
を
見
せ
た
」
も
の
と
し
て
、
中
村
正
明
「
恋

川
春
町
の
戯
作
意
識
と
方
法
」（『
日
本
文
学
論
究
』第
七
十
六
冊
、
二
〇
一
七

年
三
月
（
で
は
、
春
町
黄
表
紙
を
「
初
期
草
双
紙
の
様
式
を
以
て
洒
落
本
の
絵

本
化
を
図
っ
た
」
も
の
と
し
、
当
世
性
が
「
青
本
・
黒
本
を
黄
表
紙
へ
と
変
容

さ
せ
た
根
本
的
な
趣
向
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

（（



（
（
（　

鈴
木
俊
幸
『
新
版　

蔦
屋
重
三
郎
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
二
（
第
三
章
「
戯

作
と
蔦
屋
重
三
郎
」

（
5
（　

飯
倉
洋
一
先
生
よ
り
ご
提
案
い
た
だ
い
た
呼
称
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

な
お
、こ
れ
ま
で
に
も
黄
表
紙
を
文
人
た
ち
の
戯
れ
の
作
と
す
る
指
摘
は
さ
れ

て
き
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
中
村
幸
彦「
近
世
文
人
意
識
の
成
立
」（『
中
村
幸

彦
著
述
集
』
第
十
二
巻
所
収
（
で
は
、「
み
ず
か
ら
望
ん
で
俗
の
分
野
に
ま
で

自
己
主
張
を
行
な
っ
た
」文
人
と
し
て
、
春
町
、
喜
三
二
ら
黄
表
紙
作
者
を
挙

げ
、「
前
期
戯
作
は
安
永
天
明
期
の
文
人
を
特
色
づ
け
る
も
の
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
黄
表
紙
作
者
の
ど
う
い
っ
た
態
度
・
姿
勢
が「
文

人
」的
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
黄
表
紙
に
表
出
し
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

（
（
（　

井
上
隆
明
『
喜
三
二
の
戯
作
本
研
究
』（
三
樹
書
房
、
一
九
八
三
（
所
収
の

「
朋
誠
堂
喜
三
二
年
譜
」
に
拠
る
。

（
（
（　

尾
藤
正
英
「
太
宰
春
台
の
人
と
思
想
」（
頼
惟
勤
校
注
『
日
本
思
想
大
系　

徂
徠
学
派
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
（
所
収
（

（
（
（　
『
崇
文
叢
書
』
第
一
輯
之
四
十
六
（
一
九
二
六
（
所
収
。『
崇
文
叢
書
』
の
訓

点
と
句
点
を
参
考
に
、
稿
者
が
書
き
下
し
を
行
っ
た
。

（
（
（　
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
十
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
（
所
収
。

（
（0
（　
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

黄
表
紙
・
洒
落
本
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
（所

収
。
以
下
の
黄
表
紙
本
文
は
、
引
用
に
当
た
っ
て
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、

平
仮
名
は
適
宜
漢
字
に
改
め
た
。漢
字
で
記
し
た
箇
所
に
は
も
と
の
平
仮
名
を

振
り
仮
名
で
記
し
、原
文
で
振
り
仮
名
で
あ
っ
た
部
分
は
丸
括
弧
の
な
か
に
そ

の
振
り
仮
名
を
記
し
た
。
ま
た
、
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

（
（（
（　

同
時
代
の
資
料
に
お
い
て
も
、「『
金
々
先
生
栄
花
夢
』『
高
慢
斎
行
脚
日

記
』、
是
臭
草
紙
に
滑
稽
を
旨
と
せ
し
初
筆
に
て
、
当
年
大
く
行
れ
た
り
」（
曲

亭
馬
琴
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』（
天
保
四
年
着
稿
、
翌
五
年
脱
稿
（（、

「
赤
本
尊
の
御
徳
大
に
世
に
隠
れ
た
る
処
に
。（
中
略
（
金
々
先
生
栄
花
の
夢
の

告
げ
に
よ
り
。
高
漫
斎
行
脚
日
記
し
て
。
は
か
ら
ず
尊
像
を
授
か
り
。
ふ
た
ゝ

び
草
双
紙
の
御
利
益
を
世
に
あ
ら
は
す
」（
山
東
京
伝
『
呑
込
多
霊
宝
縁
記
』

（
享
和
四
年
刊
（（
と
、
草
双
紙
を
変
革
し
た
作
品
と
し
て
『
高
慢
斎
』
が
『
栄

華
夢
』
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

（
（（
（　

小
林
善
帆
「
十
八
世
紀
の
い
け
花
―
―
「
た
て
花
」「
立
花
」「
抛
入
」
の
相

関
を
通
し
て
―
―
」（
笠
谷
和
比
古
編
『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際

環
境
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
（（

（
（（
（　

山
本
嘉
孝
「
樫
田
北
岸
の
「
瓶
話
」
―
袁
宏
道
受
容
に
お
け
る
挿
花
と
禅
」

（『
雅
俗
』
第
十
六
号
、
二
〇
一
七
年
七
月
（。
引
用
部
は
、
山
本
氏
論
文
の
翻

刻
及
び
書
き
下
し
を
参
考
に
、東
京
大
学
総
合
図
書
館
本
の
影
印
を
確
認
し
て

作
成
し
た
。

（
（（
（　
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
九
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
（
所
収
。
引
用
に

際
し
て
、
濁
点
と
送
り
仮
名
を
補
っ
た
。

（
（5
（　

石
上
敏
「
源
内
門
人
と
し
て
の
朋
誠
堂
喜
三
二
―
―
『
高
慢
斎
行
脚
日
記
』

の
世
界
―
―
」（『
近
世
文
芸
』
第
七
十
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
（

（
（（
（　

笠
谷
和
比
古
『
江
戸
御
留
守
居
役　

近
世
の
外
交
官
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
〇
（

（
（（
（　

本
分
引
用
は
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
録
の
『
政
談
』

（
請
求
記
号
：
文
庫
（（ E（（（5

（
に
よ
る
。

（
（（
（　

注
（（
に
同
じ
。

（
（（
（　

大
田
南
畝
『
蜀
山
人
判
取
帳
』（
写
本
、
天
明
三
～
四
年
に
か
け
て
成
立
（

に
は
、「
高
慢
斎
倉
橋
寿
平
住
小
石
川
春
日
町
狂
名
酒
上
不
埒
松
平
豊
後
守
臣
」

と
あ
る
。
こ
の
箇
所
と
『
高
慢
斎
行
脚
日
記
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
松
田

高
行
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
恋
川
春
町
の
創
作
意
識
」（『
帝
京
平
成
大
学

紀
要
』
第
九
巻
第
一
号
、
一
九
九
七
年
六
月
（（。

（
（0
（　

本
分
引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
録
の『
経
済

録
』（
経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
四
（（D

O
I

：（0.（（50（/（（（（（（

（
に
よ
る
。

（
（（
（　
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

近
世
随
想
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
（
所
収
。

（
（（
（　

和
田
博
通
「
安
永
六
年
の
喜
三
二
黄
表
紙
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
十
四

（（



巻
第
十
二
号
、
一
九
七
七
年
十
二
月
（

（
（（
（　
『
日
本
古
典
文
学
全
集　

黄
表
紙
・
川
柳
・
狂
歌
』（
小
学
館
、
一
九
七
一
（

所
収
。

（
（（
（　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

黄
表
紙
・
川
柳
・
狂
歌
』（
小
学
館
、一
九
九

九
（
所
収
。

（
（5
（　

注
（（
論
文
に
お
い
て
、
和
田
博
通
氏
は
『
桃
と
酒
』（
鳥
居
清
経
画
、
安
永

五
年
刊
（
が
「
兎
の
大
手
柄
」
の
後
日
譚
に
他
の
伝
承
や
お
伽
話
、
謡
曲
な
ど

を
な
い
交
ぜ
に
し
た
作
で
あ
り
、『
親
敵
討
腹
鼓
』
と
大
き
な
類
似
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（　

高
松
良
幸
「
解
子
伐
袁
図
に
つ
い
て
」（『
待
兼
山
論
叢　

美
学
篇
』
第
二
十

六
号
、
一
九
九
二
年
十
二
月
（

（
（（
（　

右
に
同
じ
。

（
（（
（　

右
に
同
じ
。

（
（（
（　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

寝
惚
先
生
文
集
・
狂
歌
才
蔵
集
・
四
方
の
あ

か
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
（
所
収
「
解
説
」（
中
野
三
敏
執
筆
（

（
（0
（　

宮
崎
修
多
「
江
戸
中
期
に
お
け
る
擬
古
主
義
の
流
行
に
関
す
る
臆
見
」（
笠

谷
和
比
古
編
『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
一
（
所
収
（

（
（（
（　

高
山
大
毅
「「
人
情
」
理
解
と
「
断
章
取
義
」
―
―
荻
生
徂
徠
の
文
学
論
」

（『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」　

荻
生
徂
徠
以
降
の
「
接
人
」
の
制
度

構
想
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
（
所
収
（

（
（（
（　
「
思
い
や
り
」
に
つ
い
て
は
、
大
谷
雅
夫
氏
が
、
仁
斎
・
徂
徠
が
「
恕
」
の

字
に
「
お
も
い
や
り
」
の
意
や
訓
を
当
て
て
お
り
、
そ
れ
が
朱
子
学
批
判
を
通

じ
て
形
成
さ
れ
た
仁
斎
・
徂
徠
の
思
想
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
要

素
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
恕
と
お
も
い
や
り
と
の
間
―
―
伊

藤
仁
斎
の
学
問
、
そ
の
一
端
―
―
」（『
国
語
国
文
』第
四
十
八
巻
第
三
号
、
一

九
七
九
年
三
月
（（。

（
（（
（　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

寝
惚
先
生
文
集
・
狂
歌
才
蔵
集
・
四
方
の
あ
か
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
（
所
収
。

（
（（
（　
『
江
戸
の
戯
作
絵
本　

続
巻
（
一
（』（
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
（
所
収
。

（
（5
（　
『
忠
臣
蔵
』
第
一
巻
（
赤
穂
市
、
一
九
八
九
（
第
六
章
「
四
十
六
士
を
め
ぐ

る
論
議
」
及
び
同
第
三
巻
（
赤
穂
市
、
一
九
八
七
（
第
九
章
「
四
十
六
士
論
」

（
い
ず
れ
も
八
木
哲
浩
執
筆
部
（
を
参
照
。

（
（（
（　
『
山
東
京
傳
全
集
』
第
一
巻
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
（
所
収
。

（
す
ず
き
・
か
な
た　

国
立
国
会
図
書
館
司
書
（

（（




