
日
本
近
世
思
想
に
お
け
る

近
代
の
萌
芽

は
じ
め
に

日
本
近
世
に
普
遍
的
思
想
と
し
て
役
割
を
果
た
し
た
の
は
朱
子
学
理
論
で

あ
っ
た
。
近
世
中
期
以
降
は
、
儒
教
の
枠
内
で
の
朱
子
学
批
判
の
思
想
（
但
係

学
な
ど
）
ゃ
、
儒
教
の
枠
外
へ
飛
び
出
し

た
国
学
思
想
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ

ら
は
朱
子
学
へ
の
批
判
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
近
世
を
通
じ
て
朱
子
学

は
普
遍
的
思
想
と
し
て
機
能
し
続
け
た
と
言
え
る。
し
か
し
、
明
治
以
降

、

朱

子
学
や
儒
教
思
想
は
、
西
洋
式
の
近
代
国
家
を
目
指
す
中
で
、
そ
の
足
か
せ
に

な
る
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
。

西
洋
近
代
思
想
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
朱
子
学
や
儒
教
思
想
を
顧

み
な
い
あ
り
方
に
対
し
て
、
丸
山
員
男
は
、
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
に
お

い
て
、
荻
生
但
篠
の
論
理
に

、

西
洋
近
代
思
想
と
共
通
す
る

「
作
為
」の
思
想

が
見
ら
れ
る
と
し
、
儒
教
と
西
洋
思
想
を
共
通
の
土
俵
に
の
せ
て
議
論
し
、朱

下

玲

子

ーー『

t

／

子
学
の
解
体
か
ら
但
徳
学
や
国
学
の
成
立
の
過
程
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る

中
世
ス
コ

ラ
哲
学
の
解
体
か
ら
ホ
ッ
プ
ズ
的
思
想
の
成
立
の
過
程
と
類
似
し
て

お
り
、
荻
生
但
僚
や
本
居
宣
長
の
論
理
の
中
に

、

西
洋
近
代
思
想
と
共
通
す
る

思
惟
様
式
を
見
い
出
し
た
。

丸
山
の
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
日

本
思
想
史
研
究

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

し
か
し
、
丸
山
が
用
い
た
「
自
然
」
と

「
作
為
」
と
い

う
論
点
は
果
た
し
て

適
切
で
あ
っ
た
の
か
、
す
で
に
拙
稿
「
朱子
学
と
近
代
丸

山
員
男
の
議
論
の

再
検
討
｜
」
（
『
人
間
文化
』
第
お
号
、
愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
紀

要
、
二
O

一
O
年
九
月
）
で
検
証
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
論
は
、
ホ
ツ
ゃ
フ
ズ

の
思
想
は
、
ス
コ

ラ
哲
学
あ
る
い
は
王
権
神
授
説
を
乗
り
越
え
た
と
い
う
点
に

お
い
て
は

「
近代
的
」
と

言
え
る
か
も
し
れ
な

い
が

、

そ
の
後
成
立
し
た
ロ
ツ

ク
や
ル
ソ
ー

な
ど
の
社
会
契
約
論
、
そ

の
前
提
と

な
る
権
利
の
思
想
と
較
べ
る

と
、
そ
の
近
代
性
が
不
十
分
で
あ
り
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し

た
が
っ
て

ロ

ッ
ク
の
権
利
の
思
想
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」
そ
最
初
の
近
代
的
思
惟
と
見
な
せ
ば

の
思
想
と
但

ホ
ッ
ブ
ズ
的
「
作
為
」

徳
学
の
共
通
性
を
論
じ
た
丸
山
の
議
論
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の

人間文化

で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
丸
山
と
な
ら
び
、
近
世
の
日
本
思
想
史
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与

え
た
尾
藤
正
英
の
儒
教
諭
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
丸
山
に
続
い
て
、
近
世

の
朱
子
学
や
熊
沢
蕃
山
の
思
想
を
分
析
し
た
の
が
尾
藤
正
英
で
あ
る
。
尾
藤

は
、
丸
山
と
は
異
な
り
、
朱
子
学
や
蕃
山
の
思
想
を
主
体
的
政
権
批
判
の
精
神

の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
、
そ
こ
に
近
代
思
想
の
萌
芽
を
求
め
た
。
こ

の
よ
う
な
尾
藤
の
指
摘
も
ま
た
重
要
な
示
唆
を
含
む
。
丸
山
の
儒
教
論
に
続
い

て
、
尾
藤
の
儒
教
論
を
批
判
的
に
読
み
解
い
て
、
尾
藤
の
近
世
思
想
の
把
握
の

あ
り
方
が
適
切
で
あ
っ
た
の
か
を
議
論
し
た
い
。

本
論
文
（
l

）
で
は
、
但
徳
学
に
お
け
る
聖
人
の
「
作
為
」

の
論
理
に
近
代

の
萌
芽
を
見
い
出
し
た
丸
山
長
男
の
論
点
に
つ
い
て
、
西
洋
近
代
の
ホ
ッ
プ
ズ

と
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
踏
ま
え
て

い
ま

一
度
整
理
し
な
お
し
、
（
2

）
で
は

近
世
儒
教
思
想
に
お
け
る
近
代
性
の
萌
芽
を
主
体
的
に
政
府
の
改
廃
に
関
わ
る

姿
勢
に
見
い
出
し
た
尾
藤
正
英
の
議
論
に
つ
い
て

ロ
ッ
ク
や
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思

想
と
比
較
し
な
が
ら
再
評
価
し
て
み
た
い
。

た
だ
、
本
論
文
は
、
丸
山

・
尾
藤
の
儒
教
論
を
評
価
す
る
こ
と
を
第
一
の
目

的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
近
代
の
継
続
と
し
て
の
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
、

前
近
代
の
普
遍
思
想
で
あ
る
朱
子
学
や
儒
教
的
思
惟
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
求

め
、
ど
う
活
か
し
て
い
け
る
の
か
を
考
え
る
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
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で
あ
る
。

（I
）
近
代
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の

ー
丸
山
員
男
の
儒
教
論
｜

「
作
為
」

丸
山
員
男
は
、
『
日
本
政
治
思
想
史
』
に
お
い
て
、
朱
子
学
を
、
「
道
理
」
が

同
時
に
「
物
理
」
で
あ
り
、
倫
理
が
自
然
と
連
続
す
る
論
理
と
見
な
す
（
注
l

）
。

ま
た
、
彼
は
、
朱
子
学
が
「
人
欲
」
を
自
然
に
な
い
は
ず
の
も
の
と
考
え
、
山

崎
闇
斎
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム

（
厳
格
主
義
）
に
陥
り
が
ち
な
思
惟
様
式
を
有
し
て
い

た
と
す
る
。
そ
し
て
、
朱
子
学
の
基
本
的
特
質
を
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
世
の
ス
コ

ラ
哲
学
に
な
ぞ
ら
え
る
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
世
に
お
い
て
、
社

会
や
人
間
関
係
は
自
然
的
関
係
で
あ
り
、
自
然
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
、
人
為
的

に
は
改
変
で
き
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
丸
山
は
、
朱
子
学
を

ヨ
1

ロ
ツ

パ
の
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
と
共
通
す
る
論
理
を
も
っ
と
規
定
し
、
人
聞
社
会
も
自

然
現
象
と
同
じ
で
人
間
の
手
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
中

世
か
ら
、
人
聞
が
主
体
的
に
社
会
を
変
え
ら
れ
る
と
自
覚
し
た
変
化
に
近
代
の

息
吹
を
見
い
出
す
。

人
間
の
倫
理
と
自
然
法
則
を
連
動
さ
せ
る
朱
子
学
的
思
惟
は
、
社
会
秩
序
も

自
然
に
根
ざ
し
た
も
の
で
改
変
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
に
結
合
し
、
江
戸
時

代
の
身
分
制
社
会
を
支
え
た
。
し
か
し
、
丸
山
は
、
こ
の
よ
う
な
朱

子
学
的
思



惟
が
、江
戸
中
期
の
荻
生
但
僚
に
お
い
て
解
体
し
た
と
論
じ
る
。
但
徳
学
で
は

、

「
道
」は
自
然
法
則
で
は
な
く
、
聖
人
と
い
う
人
間
の
「
作
為
」
し
た
制
度
文

物
で
あ
る

、

「
ま
づ
但
僚
に
お
い
て
道
と
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
規
範
で
自
然
法
則

で
は
な
い
」
（
八O
頁
）
。
こ
こ
に
、
丸山
は
、
中
世
的
自
然
思
想
（
朱
子
学
）

が
解
体
し

、

近
代
的
「
作
為
」
の
思
想

（担
保
学
）
が
成
立
し
た
と
す
る
。

「
道」
は
、
聖
人
と
い
う
人
間
の
「
作為
」
の
結
果
で
あ
っ
て

、

変
革
で
き

な
い
自
然
法
則
で
は
な
く
、
社
会
は
人
間
の
手
に
よ
っ
て
改
変
で
き
る
と
い
う

自
覚
が
、
但
僚
に
は
芽
生
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
但
僚
は
「
道
」
の
具
体

的
実
証
を
先
王
が
作
っ
た

制
度
文
物
に
求
め
、
聖
人
が
聖
人
で
あ
る
所
以
を

「
道
」
の
制
作
者
であ
る
こ

と
に
求
め
た
。
但
徳
学
に
お
い
て
、
「
道
」を
「
道
L

}| |) 

た
ら

し
め
る
の
は

、

聖
人
の
権
威
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
信
じ
ら
れ
な
い
者
に
と
っ

て
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
る
。
但
僚
は
、
聖
人
以
後
の
世
界

日本近世思想における近代の萌芽（下

の
一
切
の
制
度
礼
楽
を
相
対
化
し
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
個
別
の
あ
り
方
へ
の
自

由
を
生
ん
だ
。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
天
地
自
然
の
存
在
す
る
先
験
的
な
「
理」
に

道
の
本
質
を
求
め
る
朱
子
学
に
対
し
て
、
先
王
と
い
う
実
在
的
人
格
が
原
初
的

に
い
わ
ば
「
無
」
か
ら
道
を
作為
し
た
と
考
え
る
点
に

、

但
係
学
の
特
性
が
あ

る

（一
二
七
頁
）
。

丸
山
は
、
自
然
的
秩
序
思
想
な
い
し
有
機
体
説
が
解
体
し
て
、
人
が主
体
的

に
社
会
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

「
作
為
」

の
思
想
の
成
立
、
個
人
の
発

見
、
個
人
の
秩
序
に
対
す
る
主
体
性
の自
覚
を
近
代
の
始
ま
り
と
考
え
た
。
し

た
が
っ
て
、
丸
山
は

、

絶
対
君
主
を
自
然
か
ら
自
由

に
な

っ
た
最
初
の
主
体
的

人
格
と
評
価
し
そ

の
登
場
を
も
っ
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
代
の
始
ま
り
と
し

た
。

そ
し
て
、
丸
山
員
男
は
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
世
的
思
惟
の
解
体
か

ら
近
代
思
想
の
萌
芽
の
流
れ
と
同
様
な
も
の
を、

朱
子
学
の
解
体
か
ら
但
係
学

の
成
立
と
い
う
日
本
思
想
史
の
上
に
見
い
出
す

（注
2

コ

丸
山
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
も
西
洋
で
も

、

社
会
を
「
自
然
L
な
も
の
で
人
が

変
化
さ
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
る
か
、
人
の
「
作
為
」

で
変
化
さ
せ
ら

れ
る
と

考

え
る
か
が
、
前
近
代
と
近
代
と
の
思
惟
様
式
の
違
い
で
あ
る。
こ
の
よ
う

に
丸

山
が
、
中
世
と
近
代
の
違
い
を
分
析
す
る
指
標
と
し
て
、
「
自
然
」

と
「
作
為
」

と
い
う

尺
度
を
用
い
た
こ
と

が
適
切
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

丸
山
が
、
西
洋
に
お
い
て
、
最
初
の
近
代
的
思
惟
と
考
え
た
ホッ
ブ
ズ
は

注

3

）
、
権
利を
自
然
に
具
わ
っ
た
も

の
と
は
し
な

い
。
ホ
ッ

ブ
ズ
は
、
「
自
然
権
」

と
い
う

言
葉
は
使
う
が

、

そ
れ
は
自
ら
の
生
存
の
た
め
な
ら
、
何
を
し
て
も
よ

い
こ
と

を
さ
し
、
例
え
ば
、
自
衛
の
た
め
に
人
を
殺
し
て
も
よ
い
と
い
っ
た
特

殊
な
「
権
利
」

で
あ
る
。
そ
れ
を
別
に
す
れ
ば
、
ホ

ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
、
ム目

然
状
態
で
は
人
々
は
何
の
権
利
も
有
し
て
い
な
い
。
や
が
て
、
人
聞
が
自

分
た

ち
の
生
活
を
闘
争
し
切
り
開
い
て
い
く
中
で
、
力
に
よ

っ
て
他
人
か
ら
侵
害
さ

れ
な
い
排
他
的
な
領
域
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
生
ま
れ
た他
人
か

ら
侵
害
さ
れ
な
い
領
域
は
、
ま
た
力
関
係
が
変
わ
れ
ば
、
簡
単
に
脅
か
さ
れ
て

し
ま
う

。
ホ
ッ
プ
ズ
は
、
自
然
状
態
を
絶
え
ず
内
乱
状
態
と
想
定
す
る
。

69 



第 28号

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
闘
争
が
や
ま
な
い
不
安
定
な
状
態
を
回
避
す
る
た
め
、
絶
対

的
な
権
力
を
も
っ
個
人
ま
た
は
合
議
体
（
議
会
）
に
、
自
分
た
ち
の
自
然
権
（
自

人間文化

分
た
ち
の
自
衛
権
な
ど
）
を
譲
渡
し
、
そ
の
絶
対
的
な
権
力
に
よ
っ
て

ま
で
力
の
均
衡
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
確
保
さ
れ
た
他
人
に
犯
さ
れ
な
い
排
他
的

な
領
域
を
権
利
と
し
て
保
護
し
て
も
ら
い
、
生
活
の
安
定
を
得
よ
う
と
す
る
。

絶
対
的
な
主
権
者
が
、
法
律
を
定
め
、

そ
の
法
律
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
々

の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
を
近
代
的
と
見
な
す
に
は
二
つ
の
点
で
問
題

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
第

一
に
、
人
々
の
自
然
権
を
委
ね
た
権
力
者
は
、
委

ね
た
私
た
ち
と
一
体
化
し
、
自
動
的
に
私
た
ち
に
安
定
と
安
心
を
も
た
ら
す
が
、

私
た
ち
は
こ
の
主
権
者
を
批
判
し
改
廃
で
き
る
と
考
え
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
尾
藤
正
英
論
の
検
討
と
一
緒
に
（2
）
で
言
及
し
た
い
。

第
二
に
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
被
治
者
の
権
利
を
、
主
権
者
が
法
で
定
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
権
者
（
国
家
権
力
）
が
な
い
自
然
状
態

の
も
と
で
は
確
立
し
て
い
な
い
と
見
る
点
で
あ
る
。
人
々
は
、
身
を
守
る
た
め

な
ら
相
手
を
殺
し
て
も
盗
ん
で
も
よ
い
と
い
う
「
自
然
権
」
と
い
う
特
殊
な
「
権

利
」
を
自
然
に
有
す
る
が
、
自
然
状
態
は
常
に
戦
争
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

主
権
者
を
た
て
、
平
和
と
安
定
を
築
く
が
、
こ
の
主
権
者
が
は
じ
め
て
法
に
よ
っ

て
権
利
（
所
有
権
可
。
耳
目
向
。
、
）
を
定
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ホ
ツ
ゃ
フ
ズ
に
お
い

て
、
人
々
の
い
わ
ゆ
る
権
利
（
「
自
然
権
」
と
い
う
特
殊
な
権
利
で
は
な
く
）
は
、

主
権
者
を
立
て
、
こ
の
主
権
者
が
実
定
法
（
諸
市
民
法
）
に
よ
っ
て
定
め
た
後
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に
初
め
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

れ

ホ
ッ
ブ
ズ
の
後
に
登
場
し
た
ロ
ッ
ク

注
4

）
は
、
国
家
権
力
が
成
立
す
る

以
前
か
ら
、
原
初
的
に
人
々
に
基
本
的
な
権
利
が
具
わ
っ
て
お
り
、
国
家
は
そ

れ
を
守
る
目
的
の
た
め
に
人
為
的
に
作
ら
れ
る
と
い
う
発
想
を
す
る
。
そ
し
て
、

人
々
が
自
ら
の
権
利
を
守
る
た
め
に
国
家
を
作
っ
た
の
だ
か
ら
、
国
家
権
力
が

暴
走
し
、
人
々
を
抑
圧
し
弾
圧
す
る
場
合
、

そ
れ
を
批
判
し
、
な
お
も
暴
走
が

治
ま
ら
な
い
場
合
に
、
そ
れ
を
更
迭
、
改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
国

家
権
力
へ
の
批
判
は
、
人
々
の
人
権
を
守
っ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ

れ
る
。
も
と
も
と
、
人
々
の
権
利
を
守
る
た
め
に
政
府
を
作
る
の
だ
か
ら
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
本
当
の
意
味
で
の
近
代
は
、
国
家
権

力
が
生
じ
る
以
前
か
ら
、
す
べ
て
の
人
聞
に
自
然
に
人
権
が
具
わ
っ
て
い
る
と

考
え
る
天
賦
人
権
論
の
成
立
を
待
っ
て
始
ま
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
も
、
自
然
法
に
基
づ
き
、
他
人
の
生
命
、

健
康
、
自
由
、
財
産
を
傷
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。ホ
ッ
ブ
ス
が
、

生
存
の
た
め
な
ら
他
者
の
生
命
を
奪
っ
て
も
よ
い
と
い
う
「
自
然
権
」
を
想
定

す
る
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
も

誰
も
が
自
然
に
権
利
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
権
利
は
政
府
や
国
家
権
力

に
先
立
っ
て
存
在
す
る
と
考
え
る
。
主
権
者
の
立
法
に
よ
っ
て
権
利
が
成
立
す

る
と
考
え
る
ホ
ッ
プ
ズ
と
は
、
根
本
的
に
発
想
が
異
な
る
。ホ
ッ
プ
ズ
の
思
想
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王
権
神
授
説
に
較
べ
れ
ば
、
被
治
者
（
人
々
）
が
、
主
権者
に

権
力
を
委
託
す
る
い
う
点
で
新
し
い
。
し
か
し
、
権
利
が
国
家
権
力
以
前
に
人々

に
自
然
に
具
わ
っ
て
お
ら
ず
、
主
権
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
保
証
さ
れ
る
と考

ぇ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
主
権
者
（
国
家
権
力
）の
暴
走
を
制
御
し
た
り
批
判
す

る
（
権
利
の
視
点
に
お
い
て
）
方
法
も
発
想
も
も
た
な
い
点
で
、
近
代
的
と
呼

ぶ
の
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
、
自
然
状
態
で
は
、
す
べ
て

の
秩
序
は
な
く
、
闘
争
に
よ
っ
て
生
活
の
安
定
を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

何
も

か
も
を
主
体
的
に
「
作
為
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
は
歓
迎
す
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
絶
え
ず
不
安
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
の
安
心

を
得
る
た
め
に
、
す
べ
て
を
主
権
者
（
君主
で
も
議
会
で
も
よ
い
）
に
委
譲
し
、

}||) 

そ
の
絶
対
的
支
配
を
受
け
入
れ
る
。
絶
対
君
主
の
「
作
為
」
を
、
丸
山
の
よ
う

に
近
代
思
想
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
評
価
す
る
こ
と

に
は
、
違
和
感
を
覚
え
ず
に

日本近世思想、における近代の萌芽 （下

は
い
ら
れ
な
い
。
や
は
り

、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
後
に
登
場
し
た
ロ
ッ
ク
の
権
利
の
思

想
こ
そ
に
、
近
代
思
想
の
モ
デ
ル
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

ロ
ッ

ク
は

、
各
人
に
侵
害
さ
れ
な
い
領
域
（
権
利
）
が自
然
に
具
わ
っ
て
い

る
と
考
え
る
。
ロ
ッ

ク
に
よ
れ
ば
こ
れ
は

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
、
自
然
的
に
は
権
利
も
具
わ
っ
て
お
ら
ず

、

す
べ
て
を

後
天
的
に
獲
得
す
る
と
い
う
ホ
ッ
プ
ズ
の
思
想
か
ら
は
、
む
し

ろ
後
退
し

た
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
々
の
手
で国
家
権
力
を
改
廃
で
き

る
と
す
る
点
で
、
ホ
ッ
プ

ズ
と

は
ま

っ
た
く
異
な
る
新
し
さ
が
あ
る
。
こ
の
点

は
、
ま
た

(2
) 

で
言
及
す
る
。

ロ
ッ
ク

に
よ
れ
ば
神
か
ら
与
え
ら
れた

ロ
ッ
ク
に
影
響
を
受
け
た
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
「
独
立
宣
言
」

に
よ
れ
ば
「
あ
る

と
信
じ
た
」
権
利

（
注5
）
カf

各
人
に
自
ず
か
ら
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
国
家
や
社
会
を
「
作

為
」
す
る
。
丸
山
が
、
こ
の
よ
う

な
意
味
で
の

「
作
為」
に
近
代
性
を
見
い
出

す
な
ら
ば
、
彼
の
近
代
観
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
ホ

ッ
ブ
ズ
的
な
「
作

為
」
に
よ
っ
て
誕
生
し

た
の
は
、
絶
対
君
主
（
あ
る
い
は
議
会
で
も
よ
い
）
で

あ
り
、
こ

の
よ
う
な
絶
対
的
な
主
権
者
に
いっ
た
ん
自
然
権
を
委
ね
て
し
ま
え

ば
、
人
々
は
そ
の
主
権
者
を
批
判
で
き
ず
、
そ
れ
を
改
廃
す
る
こ
と
も
で
き
な

ぃ
。
こ
の
よ
う
な

「
作
為
」

の
思
想
に
近
代
性
を
見
い
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

ホ
ッ
ブ
ズ
が
、「
神
」
や「
自
然
」
から
自
由
に
な
っ
た
主
体
的
な
人
間
像
を
も
っ

て
い
た
こ
と
の
先
見
性
を
評
価
す
る
に
し
て
も

、
自
由
の
も
つ
不
安
定
性
を
回

避
す
る
た
め
に
絶
対
的
な
主
権
者
に
す
べ
て
を
委
託
し
て
し

ま
う
論
理
は
、
近

代
的
と
は
言
い
難
く
、
権
利
の
思
想
の
登
場
を
待
っ
て
、
近
代
の
成
立
と
言
う

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
私
た
ち
は、

ホ
ッ

プ
ズ
的
「
作
為
」

と
ス
コ
ラ
哲
学
的
「
自
然
」
を
分
析
の
道
具
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
丸
山
の
近

世
日
本
思
想
史
を
、
批
判
的
に
乗
り
越
え
て
ゆ
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
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(2
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の
二
面
性
と
主
体
的
批
判
精
神

尾
藤
正
英
の
儒
教
論

「
理
」

人間文化

尾
藤
正
英
は
、
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』
（
注
6

）
に
お
い
て
、
朱
子
学
の

中
心
概
念
で
あ
る
「
理
」
に
は
、二
つ
の
性
質
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

中
国
の
伝
統
的
観
念
と
し
て
の
「
理
＼
す
な
わ
ち
、
あ
る
べ
き
社
会
秩

序
の
合
理
性
の
理
念
と
、
仏
教
的
思
惟
に
お
け
る
「
理
」
、
す
な
わ
ち
、

非
合
理
な
る
現
実
を
非
合
理
な
る
ま
ま
に
主
体
的
に
生
き
ぬ
く
方
法
と
し

て
の
精
神
的
な
合
理
性
の
理
念
と
が
、
宋
学
H

朱
子
学
に
お
い
て
一
つ
の

理
論
体
系
の
中
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
は
、
合
理
的
な
理
想
と
、
非
合
理
な

現
実
と
の
聞
の
矛
盾
を
、
い
わ
ば
内
面
的
な
主
体
性
を
手
が
か
り
と
し
て
、

克
服
し
よ
う
と
め
ざ
す
こ
と
を
意
味
し
た
。

（
二
五
二
頁
）

こ
の
よ
う
な
「
理
」
の
二
面
性
は
、
現
実
を
理
想
か
ら
批
判
的
に
見
て
正
し
い

世
界
を
主
体
的
に
実
現
し
て
ゆ
く
根
拠
と
も
な
る
が
、
非
合
理
な
現
実
の
中
で

生
き
ぬ
く
こ
と
に
関
心
が
向
き
現
実
を
無
批
判
に
肯
定
す
る
態
度
を
も
導
き
出

す
。
尾
藤
は
、
朱
子
学
が
近
世
の
幕
藩
体
制
を
支
え
る
論
理
と
な
っ
た
の
は
、

」
の
「
理
」
の
性
質
の
う
ち
後
者
が
強
く
作
用
し
た
か
ら
と
考
え
る
。

尾
藤
は
、
朱
子
学
理
論
を
実
践
す
る
方
法
と
し
て
、
「
窮
理
」
と
と
も
に
「
持

敬
」
が
要
請
さ
れ
た
理
由
も
こ
の
三
面
性
か
ら
説
明
す
る
。

窮
理
と
は
、
自
己
の
心
に
そ
な
わ
る
「
理
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
は
、
経
書
を
忠
実
に
読
み
、

そ
れ
が
教
え
る
道

72 

徳
規
範
を
忠
実
に
履
行
す
る
こ
と
が
、
主
眼
と
さ
れ
た
。
（
二
五
二
｜
三
頁
）

「
理
」
の
実
在
性
に
対
す
る
信
頼
感
が
あ
り
、
「
理
」
が
客
観
的
世
界
の
中
に
実

在
す
る
と
見
な
す
の
で
「
心
の
理
を
明
ら
か
に
し
、
わ
が
身
を
修
め
る
こ
と
が
、

お
の
ず
か
ら
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
の
実
現
を
」
（
二
五
三
頁
）も
た
ら
す
と

考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
的
な
「
理
」

へ
の
自
己
投
入
が
、
尾
藤
に
よ
れ
ば

「
と
も
す
れ
ば
道
徳
規
範
へ
の
形
式
的
服
従
の
要
求
」
「
現
実
社
会
の
秩
序
に
対

す
る
盲
目
的
服
従
の
態
度
」
（
二
五
三
頁
）
を
導
き
出
し
た
。
「
理
」への
自
己

投
入
と
い
う
主
体
的
行
為
が
、
現
実
へ
の
無
批
判
な
迎
合
を
も
た
ら
し
、
天
理

を
心
に
存
ず
る
こ
と

（
窮
理
）

（
持
敬
）

よ
り
、
人
欲
を
取
り
去
る
と
い
う
こ
と

に
執
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
偏
向
が
、
山
崎
闇
斎
の
論
理
に
顕
著

で
あ
る
。

尾
藤
に
よ
れ
ば
、
朱
子
学
が
本
来
も
っ
て
い
た
主
体
的
な
現
実
改
革
の
方
向

を
回
復
し
よ
う
と
し
た
の
が
陽
明
学
で
あ
る
。

朱
子
学
の
欠
陥
は
「
義
外
」
、
す
な
わ
ち
「
理
」
（
道
義
）
を
外
的
実
在
と

し
て
考
え
た
所
に
あ
る
と
し
、
「
理
」
は
心
の
「
条
理
」
で
あ
る
と
唱
え
、

こ
れ
を
実
体
的
に
で
な
く
機
能
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
「
致

良
知
」
「
知
行
合
ご
を
主
張
し
、
「
窮
理
」

の
静
的
・
観
照
的
な
方
法
と

は
反
対
に
、
能
動
的
に
現
実
社
会
に
お
け
る
行
為
の
場
面
に
即
し
つ
つ
、

心
の
「
良
知
」
を
全
的
に
は
た
ら
か
せ
る

良
知
を
致
す
）
こ
と
に
よ
っ



て
、

心
と
理
と

の
合
一
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（二
五
回
頁
）

陽
明
学
と
朱
子
学
は
、
と

も
に

、

「
理
」
（
心の
条
理
で
あ
り
同
時
に
気
の
条
理
、

自
然
法
則
で
も
あ
る
）
の
存
在を
基
礎
と
す
る
自
然
法
理
論
で
あ
る
。
し
か
し

、

「
理
」
と
一
体
化
す
る
方
法
が
異
な
る
。

現
実
へ
の
無
批
判
な
迎
合
を
取
り
が

ち
な

朱
子
学
に
対
し

て
、
陽
明
学
は
現
実
社
会
の
行
為
の
場
面
に
お
け
る
心
の

主
体
性
を
回
復
す
る
こ
と

を
目

指
し
た
も
の

で
あ
り

い
わ
ば
朱
子
の
「
理
」

の
理
論
が
本
来
も
っ
て
い
た
現
実
社
会
を
主
体
的
に
改
革
す
る
精
神
を
、
心
の

主
体
性
と
い
う
形
で
実
現
し
よう
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

尾
藤
に
よ
れ
ば
、
日
本
近
世
に
お
い
て
、
熊
沢
蕃
山
は
、

朱
子
学
の
「
理
」

の
合
理
的
側
面
（
現
実
を
批
判
的
に
見
る
精
神
）
を
尊
重
し
、
陽
明
学
の
心
の

Ill) 

主
体
性
を
も
重
ん
じ
た
思
想
家
で
あ
る
。

「
蕃
山
が
「
士
」

の
存
在
意
義
を
重

ん
じ
、
将軍
や
大
名
に
対
し
て
も

人
間
的
対
等
性
を
主
張
す
る
立
場
を
と
っ
た
」

日本近世思想、における近代の萌芽（下

（
一
ヱ
ハ
一
頁
）ので
あ
る
。

丸
山
昌
男
は
、
朱
子
学
を
、
自
然
法
則
と
人
事
を
貫
く
「
理
」

の
存
在
を
自

然
的
な
も
の
で
あ
り
現
実
を
変
え
ら
れ
な
い
と

考
え
る
保
守
の
思
想
と
規
定

し
、

そ
れ
に
対
し
て
但
係
学
を
、
「
作
為
」の
思
想
と
捉
え
て
、
そ
こ
に

近
代

性
を
見
い
出
し
た
。
丸
山
が
近
世
儒
教
を
分
析
す

る
論
点
は
、
「
作
為
」
か
「
自

然
」

か
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
尾
藤
正
英
は
、
近
世
儒
教
を

、

自

然
法
が
秩
序
と
合
体
し

て
体
制
を
維
持
す
る
思
想
で
あ
っ

た
の
か
、
合
理
的
「
理
し

の
論
理
から
現
実

を

批
判
し
主
体
的
に
改
革
す
る
思
想
と
な
り

得
た
の
か
と
い

う
論
点
か
ら
分
析

し

た
。

仁
斎
や
但
僚
な
ど
の
朱
子
学
批
判
の
思
想
の
本
質
と
は

、

尾
藤
に
よ
れ
ば
、

朱
子
学
に
お
い
て
連
続
し

て
い
た
道
徳
と
人
性
の
連
動
を
断
ち
切
り
、
人
の
心

に
対
し
て
道
を
外
在
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
道
の
客
観
的
把

握
の
方
法
を
探
る
試
み
で
あ
っ
た
。
仁
斎
に
お
い
て
は

「
仁
」
「
義
」
そ
の
も

の
が
独
立
し

た
実
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。

尾
藤
は
、
道
を
聖
人
が
作
為
し

た

が
ゆ
え
に
正
当
な
も

の
と
し

た
。
尾
藤
は
但
篠
の
思
想
を
法
家
に
近
い
も

の
と

捉
え
、
道
の
正
当性
は
聖
人
へ
の
信
仰
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
が
ゆ
え
に
、

普
遍
的
な
も
の
に
な
り
得
な
か
っ
た
と

す
る

（二
八
一
頁
）。
尾
藤
は
、
儒
教

を
否
定
し

た
登
場
し
た
国
学
の
思
想
を
、
基
本
的
に
儒
教
の
古
学
派
と
同

一
の

構
造
を
有
す
る
も
の
と

理
解
す
る
。

尾
藤
に
よ
れ
ば
但
係
学
の
政
治
的
課
題
は
社
会
の
矛
盾
を
為
政
者
の
側
か
ら

救
済
し
、
幕
藩
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
宣
長
は
儒
教
的
な
道
徳
理

念
を
批
判
し
た
が
、
政
治
的
社
会
的
秩
序
を
神
の
御
所
為
と
し
て
合
理
的
批
判

の
彼
方
に
お
い
て
皇
統
の
無
窮
を
無
条
件
に
肯
定
し
た
。
但
僚
は
、
現
実
を
批

判
す
る
儒
教
的
合
理
性
を
辛
う
じ

て
保
持
し
た
が
、
官
一
長
も
と
も
に
、主体
的

生
き
方
を
私
的
場
面
に
限
定
し

、

社
会
へ
批
判
に
つ
な
げ
な
か
っ
た

}\ 

ー

五
頁
）
。

尾
藤
正
英
が
近
世
儒
教
や
国
学
を
分
析
す
る
論
点
は

、

主
体
的
に
現
実
の
政
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治
を
批
判
で
き
た
か
ど
う
か
で
あ
り
、
「
理
」
的
な
合
理
性
に
基
づ
い
て
現
実

改
革
を
志
す
姿
勢
は
、
朱
子
学
思
想
が
本
来
も
ち
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

人間文化

し
、
朱
子
の
「
理
」

そ
れ
が
こ
の
世

の
理
論
に
は
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
り
、

界
を
「
理
」
の
体
現
で
あ
り
完
全
な
も
の
と
見
な
し
現
実
を
無
批
判
に
肯
定
す

る
態
度
を
導
き
出
す
。
幕
藩
体
制
下
で
の
朱
子
学
思
想
は
、
そ
の
側
面
が
よ
り

強
調
さ
れ
た
。
熊
沢
蕃
山
の
よ
う
に
主
体
的
に
幕
藩
体
制
を
批
判
す
る
思
想
が

登
場
し
た
が
｜
朱
子
学
的
で
も
あ
り
陽
明
学
的
で
も
あ
る
｜
、
後
に
登
場
し
た

但
徳
学
や
国
学
も
ま
た
幕
藩
体
制
を
主
体
的
に
批
判
す
る
思
想
と
は
な
り
得

ず
、
国
学
は
む
し
ろ
皇
統
の
無
窮
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
論
理
と
な
り
、
主
体

的
自
由
を
私
的
場
面
に
限
定
し
た
。

丸
山
が
近
代
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
の
は
「
作
為
」
の
思
想
で
あ
っ
た
が
、

尾
藤
は
、
体
制
批
判
や
改
革
を
も
な
し
と
げ
る
主
体
性
に
近
代
の
息
吹
を
見
い

出
し
た
。
尾
藤
は
、
そ
れ
が
萌
芽
的
に
朱
子
学
の
思
想
に
具
わ
っ
て
い
た
と
考

え
た
。
し
か
し
、
朱
子
学
の
「
理
」
の
も
う

一
つ
の
側
面
が
、
体
制
を
無
条
件

に
肯
定
す
る
思
想
に
転
化
す
る
必
然
性
を
も
た
ら
し
た
と
分
析
す
る
。

尾
藤
は
、
合
理
的
思
惟
の
も
と
に
体
制
を
主
体
的
に
批
判
す
る
姿
勢
に
近
代

性
を
求
め
、
そ
れ
が
朱
子
学
理
論
に
萌
芽
的
に
具
わ
っ
て
い
た
と
す
る
。
尾
藤

の
こ
の
よ
う
な
「
近
代
性
」
の
把
握
に
つ
い
て
、
再
び
西
洋
の
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ロ
ツ

ク
の
思
想
を
用
い
な
が
ら
評
価
し
て
み
た
い
。
尾
藤
は
、
丸
山
の
よ
う
に
西
洋

近
代
思
想
と
儒
教
思
想
の
比
較
を
意
図
的
に
は
し
て
い
な
い
が
、
尾
藤
の
儒
教

論
が
丸
山
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

ホ
ツ
ゃ
フ
ズ
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と
ロ
ッ
ク
の
論
理
を
踏
ま
え
て
尾
藤
の
儒
教
論
を
評
価
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ

る
と
考
え
た
い
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
個
々
人
が
自
然
権
を
捨
て
て
生
活
を
守
る
た
め
に
立
て
た
絶

対
的
な
主
権
者
（
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
国
家
を
人
造
人
間
に
例
え
る
）lま

てコ

の

意
志
を
も
っ
た
人
間
、
主
体
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
生
活
の
安
定
を
保
障
す
る

た
め
に
機
能
す
る
と
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
想
定
し
た
絶
対
的
な
権
力
者
（
主
権

者
）
が
、
合
議
体
（
議
会
）
で
は
な
く
、
例
え
ば
強
力
な
権
限
を
も
っ
絶
対
君

主
だ
と
し
て
も
、

」
の
君
主
は

人
々
に
自
然
権
を
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
り

神
に
権
力
の
委
託
を
受
け
た
過
去
の
王
権
神
授
説
の
君
主
と
は
根
本
的
に
異
な

る
、
新
し
い
君
主
で
あ
る
。

－
ゃ
，
】
J
、

ナ
J

争
J
7
L

ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
に
は
、
根
本
的
な
問
題
点
が
あ
る
。
人
々
が
自

然
権
を
委
ね
た
権
力
者
は
、
委
ね
た
私
た
ち
と
一
体
化
し
、
自
動
的
に
私
た
ち

に
安
定
と
安
心
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
点
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
ズ
は
、
こ
の
主
権

者
が
、
自
然
権
を
委
ね
た
私
た
ち
を
抑
圧
す
る
と
い
う
可
能
性
を
想
定
し
な
い
。

私
た
ち
に
安
定
と
安
心
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
場
合
に
、
被
治
者
は
、
こ
の
よ

う
な
主
権
者
を
批
判
し
、
改
廃
す
る
必
要
性
や
方
法
を
有
し
な
い
。

臣
民
た
ち
は
統
治
形
態
を
変
更
し
え
な
い
》
第
一
に

か
れ
ら
は

信
約
す
る
の
だ
か
ら

そ
れ
に
矛
盾
す
る
ど
ん
な
こ
と
を
も

そ
れ
よ
り

も
ま
え
の
信
約
に
よ
っ
て
、
義
務
づ
け
れ
は
し
な
い
の
だ
と
、
理
解
さ
れ



る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た

し
た
が
っ
て
、
す
で
に
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ズ
を

設
立
し
た
人
び
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る
も
の
の
諸
行
為

と
諸
判
断
を
自
己
の
も
の
と
す
る
よ
う
に
、
信
約
で
拘
束
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
か
れ
の
許
可
な
し
に
は
、
ど
ん
な
も
の
ご
と
に
つ
い
て
で

あ
れ
、
他
の
だ
れ
か
に
対
し
て
従
順
で
あ
る
と
い
う
あ
た
ら
し
い
信
約
を
、

か
れ
ら
の
あ
い
だ
で
む
す
ぶ
こ
と
は
合
法
的
で
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
で
あ

る
か
ら
、
あ
る
君
主
に
対
し
て
臣
民
で
あ
る
人
び
と
は
か
れ
の
ゆ
る
し

な
し
に
、
君
主
政
治
を
な
げ
す
て
て
無
統
一
な
群
衆
の
混
乱
ヘ
復
帰
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、

か
れ
ら
の
人
格
を
、
そ
れ
を
に
な
っ
て
い

る
も
の
か
ら
、
他
の
人
ま
た
は
人
び
と
の
合
議
体
へ
と
、
移
転
さ
せ
る
こ

JI I) 

と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら

か
れ
ら
は
、
す
で
に
か
れ
ら
の
主
権
者
で

あ
る
も
の
が
、
お
こ
な
う
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
こ
と
、

お
よ
び
お
こ
な
わ

日本近世思想における近代の萌芽（下

れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
こ
と
を
、
自
分
の

も
の
と
し
て
み
と
め
、

そ
の
本
人
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
人
が
相
互

に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
だ
れ
か
ひ
と
り
が
異
議

を
と
な
え
て
、
の
こ
り
の
す
べ
て
の
も
の
が

か
れ
と
む
す
ん
だ
信
約
を

破
棄
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
と

そ
れ
は
不
正
義
で
あ
る
。

（
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン2
』
三
六
｜
七
頁
）

さ
ら
に
続
け
て
ホ
ッ
プ
ズ
は
、
主
権
者
が
自
然
権
を
委
ね
た
後
に
は
、
絶
対
君

主
は
も
は
や
自
分
自

身
で
あ
る
の
で
、
彼
を
批
判
す
る
こ
と
は
自
分
自
身
の
批

判
で
あ
り
、
そ
れ
を
し

て
は
な

ら
な
い
と
述
べ
る
。

ま
た
か
れ
ら
は
、
各
人
が
、
か
れ
ら
の
人
格
を
に
な
う
も
の
に主
権
を
与

え
る
よ
う
に
し

た

の
だ
か
ら
、
も
し
か
れ
ら
が
か
れ
を廃
す
る
と
す
れ
ば
、

か
れ
ら
は
か
れ
か
ら
、

か
れ
自
身
の
も
の
を
う
ば
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し

て
そ
れ
も
や
は
り
不
正
義
で
あ
る
。

続
け
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は

、

そ
れ
ゆ
え
に
人
々
が
絶
対
君
主
を
廃
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
論
じ
る
。

そ
の
う
え
、
自
分
の
主
権
者
を
廃
し
よ
う
と
く
わ
だ
て
る
も
の
が
」
〉
つ

い
う
く
わ
だ
て
の
た
め
に
主
権
者
に
よ

っ
て
こ
ろ
さ

れ
た
り
処
罰
さ
れ
た

り
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
は
、
設
立
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
主
権
者
が
お
こ
な

う
す
べ
て
の
こ

と
の
本
人
な
の
だ
か
ら
、

か
れ
自
身
の
処
罰
の
本
人
な
の

で
あ
る
。
そ

し
て
、
人
が
、
か
れ
自
身
の
権
威
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
う
る

よ
う
な
ど
ん
な

こ

と
を
す
る
の

も
、
不
正
義
な
の
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
は

ま
た

そ
の
根
拠
に
よ
っ
て
も
、
不
正で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
臣
民」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
権
を
権
力
者
委
ね
た
、

般
の
人
々
、
す
な
わ
ち

被
治
者
で
あ
る
。
被
治
者
は

い
っ
た
ん
主
権
者
に
自

然
権
を
委
ね
て
し
ま
う
と
、
主
権
者
の
判
断
と
自
分
の
判
断
が
合
一
と
さ
れ
る

の
で
、
主
権
者
に異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

。
な
ぜ
な
ら
、
主
権
者
の

判
断
は
、
ホ
ッ
プ
ズ
に
よ
れ
ば
「
臣
民
」
（被
治
者
）
自
分
自
身の
判
断
と
イ
コ
l

ル
な
の
で
、
主
権
者
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と

は
、
自
分
を
否
定
す
る
こ

と
と
同
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じ
な
の
で
あ
り

そ
の
よ
う
な
必
要
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「
臣
民
」
（
被
治
者
）
が
、
主
権
者
の
政
治
を
批
判
し
、
そ
の

人間文化

結
果
主
権
者
（
国
家
権
力
）
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
主
権
者
の
判

断
H

被
治
者
の
判
断
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
自
分
が
自
分
を
処
罰

す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
展
開
す
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は

こ
の
よ
う

に
、
国
家
権
力
が
暴
走
し
人
々
を
弾
圧
し
た
場
合
、
国
家
権
力
を
批
判
す
る
論

拠
を
も
た
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
守
る
手
段
と
し

て
、
人
々
が
人
為
的
に
政
府
を
作
る
と
考
え
る
。
人
為
的
に
作
っ
た
政
府
が
、

人
々
の
権
利
を
侵
害
し
た
時
、
人
々
は
こ
の
政
府
を
改
廃
で
き
る
。
改
廃
の
方

法
と
し
て
は
、
現
代
で
あ
れ
ば
選
挙
が
あ
る
が
、

そ
れ
が
確
立
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
革
命
と
い
う
手
段
に
頼
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
各
人
に
侵
害
さ
れ
な
い
領
域
（
権
利
）
が
自
然
に
具
わ
っ
て
い

る
と
考
え
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
自
然
的
に
は
権
利
も
具
わ
っ
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
を

後
天
的
に
獲
得
す
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
か
ら
は
、む
し
ろ
後
退
し
た
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
々
の
手
で
国
家
権
力
を
改
廃
で
き

る
と
す
る
点
で
、

ホ
ッ
ブ
ズ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
新
し
さ
が
あ
る
。

尾
藤
は
、
朱
子
学
や
近
世
儒
教
に
萌
芽
的
に
具
わ
っ
て
い
た
近
代
性
を
、
主

体
的
に
体
制
批
判
を
す
る
姿
勢
の
中
に
見
い
出
し
た
。
本
論
文
が
最
初
の
近
代

思
想
と
扱
っ
た
ロ
ッ
ク
の
理
論
に
お
い
て
、
人
々
は
政
府
を
改
廃
す
る
権
利
を
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有
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て

い
ま
だ
近
代
性
が
不
十
分
な
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
論
に

お
い
て
、
人
々
は
い
っ
た
ん
主
権
者
（
そ
れ
が
議
会
で
も
絶
対
君
主
で
も
）
に

自
然
権
を
委
ね
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
を
批
判
す
る
手
段
を
有
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
尾
藤
が
、
主
体
的
に
体
制
を
批
判
す
る
熊
沢
蕃
山
を
近
代
的
思
惟
者
と
し

て
描
き
出
し
た
こ
と
は
、
的
確
な
分
析
だ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
の
前
提
に
は
、
権
利
の
思
想
が
あ
り
、
ロ
ッ
ク
は
、

各
人
に
侵
害
さ
れ
な
い
領
域
（
権
利
）
が
自
然
に
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
天
賦

人
権
論
を
唱
え
た
。
人
々
は
誰
に
も
侵
さ
れ
な
い
基
本
的
な
人
権
を
有
し
、そ

れ
を
守
る
た
め
に
人
為
的
に
政
府
を
作
る
。
そ
の
政
府
が
人
々
の
人
権
を
守
ら

な
い
ど
こ
ろ
か
暴
走
し
て
人
々
の
権
利
を
踏
み
に
じ
る
時
、
私
た
ち
は
そ
の
政

府
を
改
廃
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
権
利
は
神
か
ら
与
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
り

」
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
人
は
自
然
的
に
は
権
利
有
し
て
お

ら
ず
、
す
べ
て
を
後
天
的
に
獲
得
す
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
か
ら
は
、む

し
ろ
後
退
し
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

（
注7
）
。
し
か
し

ホ
ッ
ブ

ズ
の
思
想
は
、
確
か
に
、

王
権
神
授
説
に
較
べ
れ
ば
、
被
治
者
（
人
々
）
が
、

主
権
者
に
権
力
を
委
託
す
る
い
う
点
で
新
し
い
。
し
か
し
、
権
利
が
国
家
権
力

以
前
に
人
々
に
自
然
に
具
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ず
、
主
権
者
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
保
証
さ
れ
る
と
し

し
た
が
っ
て
そ
の
主
権
者
（
国
家
権
力
）
の
暴
走
を
制

御
し
た
り
批
判
す
る

（
権
利
の
視
点
に
お
い
て
）
方
法
も
発
想
も
も
た
な
い
点



で
、
近
代
的
と
呼
ぶ
の
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

尾
藤
が
人
々
が
主
体
的
に
政
府
を
批
判
す
る
姿
勢
に
近
代
性
を
見
い
出
し
た

点
は

ロ

ッ
ク

の
論
理
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
ホ

ッ
ブ
ズ
的
「
作
為
」
の
思
想

に
近
代
性
を
求
め
た
丸
山
の
分
析
よ
り
も
適
切
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し

ロ

ッ
ク
の
近
代
性
は
、
人
々
が
政
府
を
主
体
的
に
作
り
暴
虐
な
政

府
を
改
廃
す
る
根
拠
と
な
る
権
利
の
思
想
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。
ロ

ッ
ク
に
影

響
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
「
独
立
宣
言
」
に
よ
れ
ば
「
あ
る
と
信
じ
た」

権
利
が
、
各
人
に
自
ず
か
ら
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
国
家
や
社

会
を
作
り
、
そ
れ
を
守
ら
な
い
政
府
を
人
々
が
主
体
的
に
改
廃
す
る
。
人
に
は

不
可
侵
の
領
域
、
尊
厳
が
あ
る
と
い
う
想
定
に
こ
そ
近
代
性
を
求
め
る
べ
き
で

Ill) 

あ
り
、
権
利
の
議
論
を
踏
ま
え
な
い
尾
藤
の
分
析
も
ま
た
不
十
分
さ
を
残
し
て

い
マ
令。

日本近世思想における近代の萌芽（下

尾
藤
が
体
制
の
主
体
的
批
判
者
と
し
て
評
価
し
た
熊
沢
蕃
山
は
、
「
士
」

存
在
意
義
を
重
ん
じ
て
、
将
軍
や
大
名
に
対
し
て
も
人
間
的
対
等
性
を
主
張
す

る
立
場
を
と
っ
た

（
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』二六
一
頁
）
。
こ
の
よ
う
に見

る
と

、
蕃
山
に
は
、
将
軍
や
大
名
と
も
対
等
な
人
格
の
尊
重
、
人
間
の
尊
厳
を

認
め
る
思
想
が
生
ま
れ
て
い
た
と
も
取
れ
る
が
、
尾
藤
が
、そ
れ
を
西
洋
近
代

の
権
利
の
思
想
の
萌
芽
的
な
も
の
と
し
て
意
識
的
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

ぃ
。

尾
藤
が
、
「
近
代
性
」
と
は
何
か
を
十
分
に
理
解
し
て
、そ
の
萌
芽
を
日

本
近
世
思
想
に
見
い
出
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る。

お
わ
り
に

儒
教
思
想
は
、
そ

も
そ
も
人
聞
の
本
性
を
絶
対
的
に
善
で
あ
る
と
考
え
る
。

も
ち

ろ
ん
朱
子
も
、
そ
れ
を
踏
襲
し
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
が
天
地
の
法
則
と
相

即
す
る
も
の
と
理
論
化
し
た
。
朱
子
は

『
大
学
章
句
』
「
序
文
」
（
注8
）
で
、

大
学
で
お
こ
な
う
学
問
の
目
的
を
、
自
己
の
本
性
と
し

て
も
と
も
と

具
わ
っ
て

い
る
性
分
を
認
識
し
実
践
す
る
こ
と
と
規
定
し
、
そ
の
た
め
の
確実
な
方
法
は
、

聖
賢
の
経
典
の
読
書
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
問
の
本
質
は
、
本
来
の

自
己
の
も
っ
て
い

る
完
壁
な
能
力
、
本
性
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
朱
子
学
で
は
、
人
聞
は
本
来
的
に
善
で
あ
り
、
す
ば
ら
し
い
能
力
が
具

わ
っ
て
い

る
（
た
だ
し
、
そ
れ
は
気
質
の
拘
泥
を
受
け
て
隠
れ
て
し
ま

っ
て
い

る
が
ゆ
え
に
、
学
問
に
よ
っ
て
復
活
さ
せ
る
）
と
認
識
す
る
。

の

善
な
る
本
性
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
時
、
人
聞
は
ト
ラ
ブ
ル
を
お

こ

す
存
在

で
は
な
い
の
で
、
朱
子
学
は
、
国
家
権
力
（
と
く
に
治
安
機
構
や
強
制
を
と
も

な
う
国
家
行
為
）
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
。国
の
統
治
者
の
実
体
は
、
偉
大

な
教
師
で
あ
る
。
よ
り

偉
大
な
教
師
の
資
質
を
も
っ
た
人
聞
が
王
と
な
り
、

王

H

教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

人
聞
が
も
て
る
能
力
を
正
し
く
開
花
す
る
手
助
け
を

す
る
の
で
あ

る
。
儒
教
は
、
国
家
を
大
き
な
学
校
の
イ
メ
ー

ジ
で
捉
え
る
。

悪
を
犯
し
た
人
聞
は
、
ま
だ
自
身
の
能
力
を
開
花
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る

か
ら
、
よ
り
適
切
に
教
育
を
受
け
本
来
の
善
性
を
取
り
戻
す
べ
き
で
あ
る
。
理
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論
的
に
は
、
強
制
力
を
と
も
な
っ
た
刑
罰
が
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
警
察
・

軍
隊
と
い
っ
た
暴
力
的
な
強
制
機
構
を
想
定
す
る
こ
と
な
く
、
過
ち
を
犯
し
た

人間文化

人
聞
は
、
教
育
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
本
来
の
人
間
性
を
回
復
で
き
る
と
す
る
。

朱
子
学
は
、
理
想
状
態
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
を
全
く
必
要
と
し
な
い
の

で
、
権
力
の
暴
走
を
ふ
せ
ぐ
法
を
整
備
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
家
権
力
が
介
入
で
き
な
い
範
囲
（
基
本
的
人
権
）を
想

定
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
思
想
の
立
脚
点
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
発
想
が
な
く
と
も
当
然
で
あ
る
。

権
利
の
思
想
は
、
人
聞
に
絶
対
不
可
侵
の
領
域
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
人
々

は
治
安
の
た
め
に
そ
れ
を
部
分
的
に
国
家
に
譲
り
渡
す
こ
と

（
犯
罪
を
犯
し
た

者
を
拘
留
す
る
な
ど
）
に
同
意
し
、
国
家
が
暴
力
装
置
を
維
持
す
る
こ
と
を
容

認
す
る
。
そ
の
上
で
、
い
か
な
る
国
家
・
団
体
も
、
基
本
的
人
権
（
究
極
的
に

は
生
存
権
）
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
し
、
国
家
が
し
て
は
な
ら

な
い
足
か
せ
を
、
法
と
い
う
形
で
与
え
る
。
私
た
ち
の
住
む
現
実
社
会
は
、
教

育
や
福
祉
が
完
全
に
整
い
す
べ
て
の
人
間
の
善
性
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
理
想

は
達
成
さ
れ
な
い
が
た
め
に
、
警
察
（
場
合
に
よ
っ
て
は
軍
隊
）
な
ど
の
強
制

力
を
伴
う
機
構
が
存
在
し
て
い
る
。
平
和
で
、
人
々
の
自
治
意
識
も
高
く
、

の
出
番
は
限
り
な
く
少
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
小
さ
な
政
府
で
あ
っ
た
と

し
で
も
で
あ
る
。
こ
の
状
態
で
は
、
基
本
的
人
権
を
想
定
し
、

そ
れ
を
侵
害
す

る
可
能
性
の
あ
る
国
家
権
力
を
法
に
お
い
て
縛
っ
て
ゆ
く
権
利
の
思
想
は
極
め

て
有
効
で
あ
る
。
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丸
山
・
尾
藤
と
も
に
、
近
代
性
の
萌
芽
と
い
う
観
点
か
ら
近
世
の
儒
教
思
想

を
分
析
し
、
研
究
史
に
新
た
な
境
地
を
開
い
た
。
し
か
し
、
丸
山
は
、ホ
ッ
ブ

ズ
の
思
想
と
徳
川
将
軍
を
絶
対
君
主
的
に
描
い
た
但
僚
の
思
想
を
較
べ
て
議
論

を
展
開
し
た
た
め
に
、
近
世
に
お
け
る
真
の
「
近
代
性
」
を
探
り
出
せ
な
か
っ

た
。
尾
藤
に
は

ロ
ッ
ク
的
な
権
利
の
思
想
の
成
立
を
近
代
の
端
緒
と
し

そ

れ
に
基
づ
い
て
近
世
思
想
を
分
析
す
る
自
覚
が
明
確
で
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

主
体
的
な
国
家
権
力
批
判
に
近
代
的
思
惟
を
認
め
、
そ
の
観
点
か
ら
近
世
思
想

を
研
究
し
た
点
は
評
価
に
値
す
る
。
た
だ
ロ
ッ
ク
の
思
想
の
根
本
に
は
権
利
概

念
が
あ
り
、
人
々
の
権
利
を
侵
害
し
た
と
い
う
理
由
で
国
家
権
力
に
改
廃
を
迫

る
の
で
あ
る
。
尾
藤
は
、
権
利
概
念
を
踏
ま
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
朱
子
学
や

近
世
儒
教
の
中
に
近
代
思
想
の
真
の
萌
芽
が
あ
っ
た
の
か
を
的
確
に
描
き
き
れ

な
か
っ
た
。

朱
子
学
に
は
、
西
洋
の
権
利
の
思
想
と
は
異
な
る
独
自
の
人
聞
の
尊
厳
論
が

あ
り
、
尊
厳
を
等
し
く
有
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
人
間
を
平
等
に
把
握
す
る

論
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
、
人
為
的
に
政
府
を
作
り
、

そ

そ
の
上
で
そ
の
暴
走
を
ふ
せ
ぐ
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々

の
善
な
る
本
性
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル
は
起
き
な
い
の
で
、
国

家
権
力
（
と
く
に
治
安
機
構
や
強
制
を
と
も
な
う
国
家
行
為
）

の
存
在
を
必
要

と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
偉
大
な
教
師
の
資
質
を
も
っ
た
人
聞
が
王
と
な
り
、



王
H

教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
聞
の
能
力
開
花
の
手
助
け
を
す
る
。
警
察
・
軍

隊
と
い
っ
た
暴
力
的
な
強
制
機
構
を
想
定
せ
ず
、
過
ち
を
犯
し
た
人
聞
は
、
教

育
に
よ
っ
て
そ
の
本
来
の
人
間
性
を
回
復
で
き
る
とす
る
。
こ
の
よ
う
な
理
想

状
態
に
お
い
て
、
国
家
権
力
は
不
要
な
の
で
、
儒
教
思
想
に
は
権
力
の
暴
走

を

ふ
せ
ぐ
発
想
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
権
力
が
介
入
で
き
な
い
範
囲
（
基

本
的
人
権
）
を
想
定
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
朱
子
学
や
儒

教
思
想
に
は
、
独
自
の
人
聞
の
尊
厳
論
は
あ
る
が
、
国
家
権
力
を
縛
る
思
想
は

な
か
っ
た
と
言
え
る
。

私
た
ち
に
と
っ
て
、
現
代
と
直
結
す
る
近
代
思
想
と
の
論
理
的
連
続
性
の
観

点
か
ら
近
世
思
想
を
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
か
つ
て
、
丸
山

川）

員
男
が
そ
れ
を
試
み
、
尾
藤
正英
も
そ
れ
を
継
承
し
た
。
し
か
し
、
両
者
とも
、

近
現
代
の
政
治
思
想
を
支
える
根
本
論
理
、
す
な
わ
ち
権
利
概
念
を
踏
ま
え
た

日本近世思想における近代の萌芽（下

上
で
の
分
析
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
試
み
は
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
権
利
の
思
想
は
、
現
在
の
「
日
本
国
憲
法
」
の
根
底
を
な
す
論
理

で
も
あ
り
（
注
9

）
、そ
の
論
理
と
前
近
代
の
思
想
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を

探
り
出
す
こ
と
が
、
朱
子
学
や
儒
教
思
想
を
現
代
に
活
か
せ
る
か

あ
る
い
は

不
可
能
な
の
か
）
の
有
効
な
議
論
を
形
成
す
る
と
言
え
る
。

注－
）
丸
山
員
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
東
京

大
学
出
版
会

一
九
五
二
年
）
。

な
お

本
論
文
は
、

一
九
八
三
年
の
新
装
版
に
基
づ
く
。

（
2
）彼
は
抽
象
的
な
理
念
の
空
虚
性
に
あ
き

た
ら
ず
、
道
の
ヨ
リ
確
実
な

具
体
的

実
証
を
求
め
て
唐
虞
三
代
の
制
度
文
物
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
（
中略
）
道

の
背
後
に
道
を
創
造
し
た
絶
対
的
人
格を
置
き
、
こ
の
人
格
的
実
在
に
道
の

一

切
の
価
値
性
を
依
拠
せ
し
め
る
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
。
但
篠山子に
お
け
る
先
王

乃
至
聖
人
は
ま
さ
に
か
う

し
た
窮
極
的
実
在
と
し
て

登
場
す
る

の
で
あ
る
。

（『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
九
六
頁
）

さ
ら
に
、
丸
山
は
、
但
僚
が
徳
川
将軍
を
絶
対
君
主
の
よ
う
に
描
い
て
い
る

と
指
摘

す
る
。但

係
学
は
ま
さ
に
か
か
る
使
命
を
満
た
す
べ
く
登
場
し
、
自
然
的
秩

序
思
想
の

根
源
た
る

、

イ
デ
1

的
な
る
も
の
の
優
位
を
排
除
し
て
、
「
道
」
を
聖
人
と
い

ふ
絶
対
化
さ
れ
た
人
格
的
実
在
の
作
為
に
帰
し
た
。
そ
れ
は
政
治
的
に
は
必
然

に
徳
川
将
軍
の
絶
対
主
義
と
な
っ
て
現
は
れ
た
。
徳
川
将軍
の
「
作
為
」
に
よ

っ
て
現
実
の
社
会
的
混
乱
を
安
定
し
、
純
粋
な
自
然
経
済
に
基
く

身
分
秩
序
を

建
立
す
る

の
が
但
僚
の
窮
僅
の意
図
で
あ
っ
た
。
（
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

二
四
一
一
良
）

（3
）
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
I

（水
田
洋
訳
、
岩
波
文庫

、

一
九
五
四
年
、

一九
九
二
年
改
訳
）
『リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
L
2

（水
田
洋
訳
、
岩
波文
庫

、

一
九
六
四
年
、

一
九
九
二
年
改
訳
）
を
参
照
し
た
。

（4
）
ロ
ッ
ク
『
市
民
政
府
論
』
（
鵜
飼
信
成訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
年
）
。

（5
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
「
独
立
宣言
」
（
守人
権
宣
言
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
）

一
一
四
｜
五
頁
。

（6
）
尾
藤
正
英
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究幕
藩
体
制
の
原
理
と
朱子
学
的
思
惟
』

（
青
木
書
店
、一
九
六
一
年
）
。

（7
）
自
然
の
理
性
が
教
え
る
よ
う
に
、
人
間
は
、
ひ
と
た
び生
れ
る
や
生
存
の
権
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利
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
食
物
飲
料
そ
の
他
自
然
が
彼
ら
の
存
在
の
た

め
に
与
え
る
も
の
を
う
け
る
権
利
を
も
つ
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ

る
い
は
天
啓
の
一
示
す
よ
う
に
、
こ
の
世
界
は
神
が
ア
ダ
ム
、
ノ
ア
お
よ
び
そ
の

子
た
ち
に
与
え
た
賜
物
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
王

ダ
ビ
デ
が
言
う
よ
う
に
、
神
は
『
地
は
人
の
子
に
与
へ
給
へ
り
』
（
「
詩
篇
」
百

一
五
篇
二
ハ
節
）
で
、
要
す
る
に
そ
れ
ら
は
人
類
共
有
の
も
の
と
し
て
与
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

80 

人間文化

（
ロ
ッ
ク
『
市
民
政
府
論
』
一
一

一
一
頁
）

（8
）
『
大
学
章
句
』
は
、
『
四
書
章
句
集
注
』
（
新
編
諸
子
集
成
第

一
輯
、
北
京
中

華
書
局
出
版
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

（9
）
一
一O

一
二
年
発
表
の
自
民
党
の
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
は
、
第一三
条
で
、

人
権
が
「
公
益
お
よ
び
公
の
秩
序
に
反
し
な
い
限
り
」
保
障
さ
れ
る
も
の
で
、
天
賦

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
権
利
は
立
法
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
法
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
権
利
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
ホ
ッ

ブ
ズ
的
論
理
に
同

一
で
あ
る
。
近
代
思
想
の
中
核
は
天
賦
人
権
論
で
あ
り
、
こ
の
「
改

正
案
」
の
意
図
は
、
近
代
思
想
の
明
確
な
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
権
力

側
は
常
に
人
々
の
権
利
を
侵
害
し
が
ち
で
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
権
利
を
守
ろ
う
と
す

る
人
々
と
の
闘
い
が
近
現
代
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
う
構
図
が
明
白
に
な
っ
て
い
る

と
も
言
え
る
。




