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【
論
文
】 

 
 

江
戸
時
代
に
お
け
る
「
公
論
」
に
つ
い
て 

―

「
公
儀
」
と
の
関
連
の
な
か
で―

 池
上 

広
亮 

 

序
論 

こ
の
論
文
で
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
公
論
」
と
い
う
言
葉
の
在

り
方
を
、「
公
儀
」
と
の
関
連
の
中
で
論
じ
て
い
く
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
言
葉
の
歴
史
を
系
譜
学

的
に
講
究
し
て
い

く
の

で
は
な
く
、
「
公

論
」
の
用
い
ら
れ
方
の
分
析
と
当
時
の
思
想
的
及
び
政
治
的
な
状
況

と
を
相
互
媒
介
的
に
結
び

つ
け
な
が
ら
、
「

公
論
」

の
重
要
性
と
多

義
性
を
詳
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
を
方
法
論

的
目

的
と
す
る
。
「
公

論
」
は
幕
末
維
新
期
の
政
争
に
て
頻
出
し
た
用
語
で
あ
り
、「
公
論
」

の

理

念

の

尊

重

は

広

く

志

士

た

ち

の

間

で

謳

わ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た
。
そ
れ
故
に
、
従
来
公
論
は
幕
末
維
新
期
の
政
治
史
の
分
野
で
詳

し
く
研
究
さ
れ
て
き
た
一

。
だ
が
、
こ
の
言
葉
が
既
に
江
戸
時
代
に

は

儒

教

知

識

人

ら

に

よ

っ

て

頻

繫

に

用

い

ら

れ

て

い

た

と

い

う

事

実
は
、
そ
の
後
の
公
論
尊
重
の
政
治
的
動
き
と
の
関
連
の
中
で
よ
り

注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
「
公
論
」
は
、
徳

川
政
権
が
「
公
儀
」
と
し
て
圧
倒
的
な
政
治
的
実
力
を
有
し
て
い
た

た
め
に
、
あ
く
ま
で
も
儒
教
的
な
観
念
に
留
ま
り
、
政
治
性
を
剝
奪

さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
幕
末
維
新
期
の
「
公
論
」
と
は
異
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
徳
川
の
平
和
」
と
称
さ
れ
る
二
世
紀
半
に
わ
た
る
安
定
し
た
時

代
は
、
徳
川
政
権
た
る
「
公
儀
」
の
武
威
や
御
威
光
が
普
く
世
を
覆

う
こ
と
で
成
立
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
の
本
質
に
は
「
軍
事
」
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
時
期
に
は
多
く
の
思
想
的
発
展
が
、
と

り
わ
け
儒
学
思
想
の
分
野

に
お
い
て
見
ら
れ

た
。
「

公
論
」
も
ま
た

中
国
古
典
や
儒
学
の
経
典
の
伝
播
に
伴
い
普
及
し
、
公
平
な
意
見
や

正
論
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
本
論
稿
が
示
す

よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
「
公
論
」
の
用
例
と
は
異
な
り
、
日
本
に

お
い
て
は
「
天
下
」
の
観
念
が
「
公
論
」
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
て

お
り
、
こ
の
差
異
は
幕
末
の
公
論
の
台
頭
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な

意
味
合
い
を
帯
び
て
い
る
。 

更
に
は
「
公
論
」
は
正
論
と
い
う
意
味
合
い
を
包
含
し
て
い
た
た

め
に
、
た
と
え
ば
論
争
の
場
で
自
己
正
当
化
を
図
る
べ
く
、
自
分
の

意

見

を

公

論

即

ち

正

論

で

あ

る

と

嘯

く

と

い

っ

た

風

に

用

い

ら

れ

た
。
他
方
、「
天
下
の
公
論
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
公
論
に

は
天
下
の
人
々
が
肯
ず
る
意
見
、
即
ち
、
正
論
と
い
う
考
え
方
も
存
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在
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
一
人
の
意
見
で
も
、
天
下
の
人
々
の
意
見

で
も
「
公
論
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
つ
ま
り
、「
公
論
」
の

尊
重
を
政
治
の
場
で
訴
え
る
こ
と
は
、
私
利
に
走
る
こ
と
を
糾
弾
し
、

よ
り
公
平
な
政
治
を
求
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
「
公
論
」
が
持
つ

か
か
る
政
治
理
念
は

江
戸
時

代
の
政
治
に
お

い
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
政
治
の
規
範
は

あ
く
ま
で
も
「
お
ほ
や
け
」
た
る
「
公
儀
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
主

君
の
た
め
に
身
命
を
賭
す
武
士
の
価
値
観
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に

お
て
「
公
論
」
と
「
公
儀
」
の
二
つ
の
政
治
正
統
性
な
い
し
は
規
範

が
錯
綜
し
た
事
例
と
し
て
、
赤
穂
義
士
論
争
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。 

「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
の
「
公
」
が
政
治
的
正
統
性
を
独
占
す
る

以
上
、
儒
教
的
な
「
公
」
は
儒
教
知
識
人
ら
が
用
い
こ
そ
す
れ
、
そ

れ

が

政

治

の

原

理

あ

る

い

は

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

規

範

と

な

る

可

能

性

は
基
本
的
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
半
ば
逆
説
的
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
武
士
の
価
値
観

、
「
お
ほ
や
け
」
へ

の
滅
私

奉
公
と
い
う
理

念
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
幕
末
に
生
じ
た
国
難
に
際
し
て
公
論
尊
重

の
動
き
が
生
じ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
、
「
公
論

」
の
意
義
や
重

要

性

は

秩

序

と

権

力

を

正

当

化

す

る

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

機

能

に

の

み

限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
義
性
の
中
に
思
想
的
な
可
能

性
を
も
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
証
左
と
し
て
山
鹿
素
行
や
細
井

平
洲
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
公
論
」
思
想
を
概
観
し
て
い
く
。 

 

一
章 

「
公
論
」
の
登
場 

「
公
論
」
は
日
本
で
は
既
に
鎌
倉
禅
林
の
規
則
を
定
め
た

1
3
5
4

年

の
『
大
小
禅
刹
規
式
条
々
』
に
お
け
る
「
住
持
有
二

其
闕
一

者
、
任
二

叢
林
法
一

、
於
二

本
寺
大
衆
中
一

、
以
二

公
論
一

議
二

定
之
一

」
と
い
う

用
例
が
示
す
よ
う
に
中
世
に
も
見
出
せ
る
が
、
そ
れ
が
頻
出
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
二

。
江
戸
時
代
に
は
、
商

品

経

済

の

発

展

に

付

随

す

る

文

化

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

発

達
三

や

藩

校

や

私

塾

に

て

講

習

討

論

や

会

読

が

広

く

行

わ

れ

た

こ

と
四

も

あ

っ
て
文
運
が
興
隆
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
儒
教
も
ま
た
日
本
に
更
に
浸

透
し
、
各
地
で
儒
教
知
識
人
が
叢
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
は

中
国
の
古
典
や
儒
教
の
経
典
に
親
し
み
、
朝
鮮
通
信
使
な
ど
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
学
知
も
積
極

的
に
吸
収
し
て
い

っ
た
。
「
公
論
」
と
い

う
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
は
、
概
し
て
こ
う
し
た
儒
教
知
識
人
が
書
き

残
し
た
文
章
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
公
論
」
が
儒
教
的

な
観
念
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

そ
れ
で
は
、
日
本
に
お
い
て
「
公
論
」
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
ま
ず
中
国
の
古
典
に
お
け
る

「
公
論
」
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い
。「
公
論
」
と
い
う
言
葉
は
、
古

く
『
淮
南
子
』
に
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
ら
れ
る
。「
所
謂
言
と
は
、

衆
に
齊
し
く
し
て
俗
に
同
じ
き
に
あ
り
。
今
九
天
の
頂
を
稱
せ
ざ
れ

ば
、
則
ち
黃
泉
の
底
を
言
ふ
、
是
れ
兩
末
の
端
議
な
り
、
何
ぞ
以
て

公
論
と
す
可
け
ん
や
」
五

。
即
ち
、
言
論
と
い
う
の
は
民
衆
と
斉
一
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で
世
俗
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
公
論
と
い
う
も
の
は
九
天
の
頂
や

黄

泉

の

底

を

言

う

よ

う

な

両

極

端

な

議

論

で

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

と
『
淮
南
子
』
は
説
い
て
い
る
。『
淮
南
子
』
は
紀
元
前
二
世
紀
に
著

さ
れ
た
百
科
全
書
的
な
思
想
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
公
論
の
用
例

に
は
既
に
後
代
へ
と
通
じ
る
そ
の
原
型
が
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、「
公

論
」
に
は
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
る
こ
と
の
な
い
意
見
で
あ
り
つ
つ
も
、

「
言
」
が
民
衆
や
世
俗
と
共
に
あ
る
以
上
、「
公
論
」
も
ま
た
世
間
一

般
の
言
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
五
世
紀
に
編
ま
れ
た
逸
話
集
『
世
説
新
語
』
に
も
「
公
論
」

が
見
ら
れ
る
。
『
世
説

新
語
』
は
江
戸
時
代

の
日
本

に
広
く
普
及
し

た
書
物
で
あ
り
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
六

。
例
え
ば
、
尾
張
の

儒
者
細
井
平
洲
（
一
七
二
八―

一
八
〇
一
）
は
『
世
説
新
語
』
に
倣

っ
て
『
小
語
』
と
い
う
平
洲
周
辺
の
人
々
の
小
話
集
を
書
き
記
し
て

い
る
七

。『
世
説
新
語
』
の
人
物
批
評
を
主
に
取
り
扱
う
「
品
藻
」
の

章
に
て
「
公
論
」
は
登
場
す
る
。
こ
の
章
に
て
王
敦
な
る
人
物
が
友

人
と
誰
が
最
も
優
れ
て
い
る
か
比
較
し
、
王
敦
は
自
分
が
最
も
優
れ

て
い
る
と
豪
語
し
た
。
こ
の
と
き
、
彼
は
続
け
て
「
噫
、
其
れ
自
ず

か
ら
公
論
あ
り
」
と
述
べ
て
、
自
分
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
「
自
ず
か
ら
公
論
」
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
、
自
明
の
こ
と
だ
と

主
張
し
た
八

。
元
末
明
初
に
成
立
し
た
『
三
国
志
演
義
』
に
お
い
て

も
「
朝
廷
自
ず
か
ら
公
論
有
り
」
や
「
都
督
此
言
、
甚
だ
是
公
論
な

り
」
と
い
っ
た
「
正
論
」
と
解
せ
ら
れ
る
「
公
論
」
の
用
例
が
見
ら

れ

る
九

。

そ
れ

に

対

し

て
、

三

世

紀

に
記

さ

れ

た

正

史
『

三

国

志

』

に
お
い
て
公
論
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
公
論
」
と

い

う

言

葉

が

漸

次

的

に

よ

り

頻

繫

に

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

事
実
、
宋
学
の
大
成
者
、
朱
子
（
一
一
三
〇―

一
二
〇
〇
）
の
著

作
に
お
い
て
「
公
論
」
は
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
朱
子
語

類
』「
孝
宗
朝
」
に
お
け
る
用
例
は
「
公
論
」
に
込
め
ら
れ
た
儒
教
的

公
私
観
を
平
易
に
示
し
て

い
る
。
朱
子
曰
く

、
「
置

将
之
権
、
閹
寺

に
旁
出
す
と
い
へ
り
」
と
、
宦
官
が
将
軍
任
命
の
権
限
を
握
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
宋
の
第
二

代
皇
帝
孝
宗
（
一

一
二

七―

一
一
九
四
）

に
指
摘
し
た
一
〇

。
そ
れ
に
対
し
て
、
孝
宗
は
「
這
箇
の
事
却
て
然
ら

ず
。
盡
く
是
れ
之
を
公
論
に
採
る
。
如
何
ぞ
他
に
由
ら
ん
」
と
反
論

し
た
。
だ
が
朱
子
は
引
き
下
が
ら
ず
、
実
際
の
と
こ
ろ
将
軍
の
任
命

が
「
士
大
夫
之
公
論
」
で
は
な
く
宦
官
の
「
私
意
」
か
ら
出
て
い
る

と
、
重
ね
て
宦
官
専
権
の
弊
を
激
し
く
糾
弾
し
た
一
一

。
こ
の
場
合
、

朱
子
は
宦
官
に
敵
対
し
、
士
大
夫
を
支
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
士

大
夫
の
公
と
宦
官
の
私
と

い
う
形
で
二
項
対

立
的

に
捉
え
て
い
る
。 

ま
た
、『
朱
子
語
類
』「
訓
門
人
五
」
に
お
い
て
は
、「
是
非
自
ず
か

ら
公
論
有
る
や
」
と
い
う
門
人
の
問
い
に
朱
子
は
「

是
非
只
だ
是
れ

是
非
に
し
て
、
如
何
に
し
て
是
非
之
外
に
、
更
に
一
箇
の
公
論
有
る
。

箇
の
公
論
有
る
を
説
く
は

、
便
ち
又
箇
の
私

論
有

る
也
。
」
と
述
べ

た
一
二

。
そ
の
前
の
箇
所
で
朱
子
は
「
固
よ
り
人
情
周
に
盡
す
を
要
す
、
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但
し
須
く
是
非
分
別
す
べ
し
。
」
と
人
情
の
重
要
性
を
説
き
つ
つ
も
、

そ
れ
以
上
に
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
是
非

と

公

論

が

具

体

的

に

ど

の

よ

う

な

関

係

で

あ

る

の

か

や

や

不

明

瞭

で
あ
る
が
、
是
非
の
判
断
に
お
い
て
人
々
の
意
見
と
一
致
す
る
公
論

が

あ

る

と

考

え

て

し

ま

っ

て

は

同

じ

く

是

非

の

判

断

に

私

論

も

存

在
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
是
非
と
公
論
は
別
物
で
あ
る
と

朱
子
は
主
張
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

加
え
て
、
『
論
語
集
注
』
の
「
子
路
第
十
三
」
注
釈
で
は
、
「
一
郷

の
人
、
宜
し
く
公
論
有
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
其
の
間
に
も
亦
た
各
類

を
以
て
自
ら
好
悪
を
為
す
な
り
」
と
い
う
風
に
朱
子
は
「
公
論
」
を

使
用
し
て
い
る
一
三

。
そ
の
大
意
は
、
「
郷
村
の
人
々
の
間
に
も
公
論

は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
衆
目
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
、

好
悪
の
感
情
で
分
か
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

用

例

は

儒

教

的

公

私

観

を

下

地

と

し

た

他

の

用

例

と

趣

を

異

に

し

て
い
る
。
村
の
人
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
公
論
は
、
各
人
の
私
か
ら

出
た
も
の
で
は
な
い
が
故

に
公
論
と
な
り
得

る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
感
情
の
次
元
で
の
対
立
の
契
機
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
敷
衍
す
れ
ば
、
公
論
に
よ
る
合
意
の
難
し
さ
を
朱
子
は
人
情

の
機
微
を
も
っ
て
理
解
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

か

か

る

中

国

の

文

学

や

思

想

上

の

テ

ク

ス

ト

に

お

け

る

用

例

を

綜
合
す
れ
ば
、「
公
論
」
の
語
義
の
一
つ
と
し
て
「
正
論
」
の
意
味
合

い
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「

公
論
」
は
公
平
な
論

あ
る
い

は
道
理
に
則
っ

た
論
と
し
て
「
正
論
」
を
意
味
し
得
た
。
た
だ
し
、『
朱
子
語
類
』
に

は
「
是
非
」
と
「
公
論
」
の
別
を
論
じ
た
箇
所
も
あ
る
た
め
、
留
保

を
つ
け
る
必
要
は
あ
る
。
ま
た
「
正
論
」
と
し
て
の
「
公
論
」
が
多

分
に
論
争
性
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
公
論
の
論

者

は

自

己

や

自

論

の

正

当

化

の

た

め

に

自

ら

の

意

見

を

公

論

で

あ

る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
え
て
し
て
他
の
意
見
を
公
な
ら
ざ

る
も
の
、
正
論
な
ら
ざ
る
も
の
、
即
ち
私
論
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と

に
繋
が
っ
た
。
も
う
一
つ

の
意
味
と
し
て
、
「
公
論

」
は
人
々
が
合

意
し
た
一
な
る
意
見
と
も
解
さ
れ
得
た
。
正
し
さ
が
人
数
に
依
ら
な

い
よ
う
に
、
公
論
は
常
に
人
々
の
意
見
を
表
象
し
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
両
者
は
互
い
に
背
馳
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
々
の

合
意
し
た
意
見
と
正
論
が
合
致
す
る
こ
と
は
あ
り
得
た
。
そ
の
た
め
、

「
公
論
」
は
「
正
論
」
と
し
て
の
「
人
々
の
意
見
」
と
な
り
得
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
公
論
」
が
「
人
々
の
意
見
」
を
意
味
す
る
に
先
立

っ
て
、
「
正
論
」
で
あ

る
と
見
做
さ
れ
る
必

要
が
あ

っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
知
識
人
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
受

容
し
な
が
ら
、
公
論
に
つ
い
て
自
ら
の
思
想
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
。

そ
の
た
め
、
公
論
の
持
つ
「
正
論
」
と
い
う
意
味
合
い
と
そ
れ
に
伴

う
論
争
性
も
、
こ
う
し
た
儒
教
知
識
人
は
受
け
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。 

 
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
の
公
論
と
日
本
の
公
論
の
間
で
は
看
過
す

べ
き
で
な
い
差
異
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
天
下
の
公
論
」
と

い
う
表
現
の
有
無
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幕
末
維
新
期
以
降
の
日
本
の



論文                 江戸時代における「公論」について（池上広亮） 

 

 

5 

文
献
に
頻
出
す
る
「
天
下
の
公
論
」
と
い
う
表
現
が
、
中
国
の
文
献

に
お
い
て
目
睹
す
る
限
り
「
天
下
後
世
自
ず
か
ら
公
論
有
る
」
と
い

っ
た
幾
許
か
類
似
し
た
表
現
が
僅
か
に
あ
る
に
し
て
も
一
四

、
「
天
下

の
公
論
」
そ
れ
自
体
と
し
て
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
差
異
が
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
日

本

に

お

け

る

天

観

念

の

他

の

儒

教

文

化

圏

と

の

相

異

な

ど

を

考

慮

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
一
五

。
中
国
に
お
い
て
は
「
公
論
」
が

個
別
具
体
的
な
論
者
を
想
定
し
て
い
る
一
方
で
、
日
本
に
お
い
て
は

「
天
下
の
公
論
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
論
者
は
自
ら
の
意
見
の
正
し

さ
を
抽
象
的
で
普
遍
的
な
存
在
で
あ
る
「
天
」
に
仮
託
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
う
し
た
表
現
は

レ
ト
リ
ッ
ク
に
過

ぎ
な

い
こ
と
も
あ
り
、

か

つ

ま

た

天

下

と

言

っ

て

も

せ

い

ぜ

い

日

本

一

国

を

指

す

こ

と

が

多
か
っ
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
曲
が
り
な
り
に
も
「
天
」

を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
「
公
論
」
は
既
存
の

秩
序
を

批
判
す
る
潜
勢

力
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
表
出
し
た
の
が
幕
末
維
新
期
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
更
に
は
明
治
期
以
降
、
と
り
わ
け
自
由
民
権
運

動
期
に
人
々
の
意
見
を
「
天
下
の
公
論
」
と
し
て
、
即
自
的
に
そ
の

正
統
性
を
主
張
し
た
こ
と
も
「
天
下
の
公
論
」
が
そ
れ
と
し
て
存
在

し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
事

情
は

、
裏
を
返
せ
ば
、

「
公
論
」
で
は
な
く
武
威
や
御
威
光
に
淵
源
す
る
権
威
に
基
づ
く
徳

川
政
権
が
盤
石
な
間
は
「
公
論
」
が
正
統
性
原
理
と
な
る
の
は
難
し

か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
公

論
」
は
「
公
儀
」
の
圧
倒
的
な
政
治
的
実
力
の
前
で
は
ひ
れ
伏
す
よ

り
ほ
か
な
か
っ
た
一
六

。 

 

二
章 

「
公
論
」
と
「
公
儀
」 

こ
こ
で
は
「
公
論
」
と
「
公
儀
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

幕
末
以
降
と
異
な
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
公
論
」
は
統
治
の
理

念
や
政
治
正
統
性
と
し
て
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と

は

江

戸

時

代

に

儒

教

が

統

治

原

理

た

り

得

な

か

っ

た

こ

と

と

あ

る

程
度
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
儒
教
が
江
戸
時

代
に
全
く
政
治
的
な
影
響
を
持
ち
得
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
徳
川
綱
吉
（
一
六
四
六―

一
七
〇
九
）
は
儒
教
的
な
仁
君
思

想
に
よ
る
政
治
を
行
お
う
と
し
た
し
、
徳
川
吉
宗
（

一
六
八
四―

一

七
五
一
）
は
儒
教
を
統
治
の
道
具
と
し
て
用
い
た
。
ま
た
、
朱
子
学

以

外

を

異

学

と

し

て

禁

じ

た

寛

政

異

学

の

禁

の

政

策

の

一

環

と

し

て
一
七
九
二
年
（
寛
政
四
）
の
九
月
か
ら
始
ま
る
「
学
問
吟
味
」
の

制
は
家
柄
以
外
で
の
役
人
の
試
験
登
用
の
制
度
で
あ
り
、
儒
学
を
学

ぶ
こ
と
に
よ
る
政
治
参
画
へ
の
道
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
っ
た
一
七

。 

だ
が
、
こ
う
し
た
政
治
的
影
響
力
は
自
ず
か
ら
限
定
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
は
職

分
に
規
定
さ
れ
た

身
分

制
社
会
で
あ
り
、

武
威
や
御
威
光
が
遍
く
世
を
覆
う
武
士
の
国
家
で
あ
っ
た
一
八

。
中
国

や
朝
鮮
の
王
朝
に
お
い
て
は
、
統
治
理
念
か
ら
統
治
機
構
に
至
る
ま

で
儒
教
が
貫
流
し
て
い
た
が
、
日
本
に
お
い
て
は
儒
教
は
社
会
や
国
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家
に
お
け
る
唯
一
の
正
統

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
は

な
ら
な
か
っ
た
。

十

八

世

紀

フ

ラ

ン

ス

の

重

農

主

義

者

た

ち

を

魅

了

し

た

科

挙

に

よ

る
能
力
主
義
も
日
本
に
お
い
て
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
一
九

。
「
学
問

吟
味
」
の
制
も
旗
本
、
御

家
人
の
み
を
対
象

と
し

た
も
の
で
あ
り
、

政
治
参
画
も
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
儒
教
は
江
戸
時

代

の

日

本

に

お

い

て

学

問

の

世

界

に

押

し

留

め

ら

れ

る

こ

と

と

な

っ
た
。 

ま
た
更
に
は
、
こ
う
し
た
江
戸
時
代
の
社
会
秩
序
や
国
家
編
成
は

そ
も
そ
も
儒
教
と
は
原
理

的
に
相
容
れ
な
い

側
面

を
有
し
て
い
た
。

赤
穂
浪
士
堀
部
武
庸
（
一
六
七
〇―
一
七
〇
三
）
が
遺
し
た
『
堀
部

武
庸
日
記
』
に
お
け
る
「
親
之
敵
よ
り
重
き
は
主
之
敵
」
や
「
主
之

仰
に
て
は
親
之
首
を
も
取
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
る
武
士

の

価

値

観

は

親

へ

の

孝

を

第

一

義

と

す

る

儒

教

的

倫

理

観

と

は

大

き
く
異
な
っ
て
い
る
二
〇

。
儒
教
的
な
理
は
、
「
非
理
法
権
天
」
二
一

や

「
法
を
以
っ
て
理
を
破
る
も
、
理
を
以
っ
て
法
を
破
ら
ざ
れ
」
二
二

の

よ

う

な

文

言

に

示

さ

れ

る

武

家

の

法

や

権

威

が

優

先

す

る

世

界

に

あ
っ
て
は
、
十
分
に
実
践
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

儒

教

は

職

分

と

御

威

光

に

追

従

す

る

形

で

存

在

す

る

こ

と

が

要

求

さ
れ
、
政
治
や
社
会
の
原
理
た
り
得
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
朝
鮮
通
信
使
の
申
維
翰
（
一
六
八
一―

？
）
が
『
海
游
録
』
に
て

「
国
に
四
民
あ
り
、
曰
く
兵
農
工
商
が
そ
れ
で
あ
る
。
士
は
あ
ず
か

ら
な
い
。
」
と
、
日
本
の
実
情
を
「
士
」
が
不
在
と
観
察
し
た
こ
と
か

ら
も
確
認
で
き
る
二
三

。 

従
っ
て
、
軍
事
的
統
治
が
根
本
に
あ
る
尚
武
国
家
の
日
本
に
て
純

乎

た

る

儒

教

思

想

に

基

づ

く

尚

文

の

国

家

統

治

は

到

底

期

待

で

き

ず
、
そ
れ
故
に
ま
た
「
公
論
」
を
正
統
性
原
理
と
し
た
政
治
が
な
さ

れ
る
こ
と
も
本
来
な
ら
ば

起
こ
り
得
な
か
っ

た
。

し
か
し
な
が
ら
、

尾
藤
正
英
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
公
論
尊
重
の
風
潮
が
生
じ
た
の
は

非
儒
教
国
家
で
あ
っ
た
幕
末
の
日
本
で
あ
り
、
清
朝
中
国
や
李
朝
朝

鮮
で
は
な
か
っ
た
二
四

。
こ
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
、
儒
教
国
家
で
あ

る

こ

と

が

即

ち

公

論

を

旗

印

と

し

た

政

治

を

行

う

必

要

に

迫

ら

れ

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
や
、
幕
末
の
公
論
尊
重
の
動
き
は
必

ず

し

も

儒

教

に

還

元

で

き

な

い

外

在

的

要

因

が

あ

る

と

い

う

こ

と

を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
日
本
で
の
「
公
論
」
は
中
国
か

ら

の

受

容

過

程

で

日

本

独

自

の

変

質

が

生

じ

、

そ

の

た

め

日

本

の

「
公
論
」
は
儒
教
文
化
圏
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
諸
要
因
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
前
章
に
て

日
本
独
自
の
変
質
が
「
天
下
の
公
論
」
の
存
在
に
見
出
せ
る
と
述
べ

た
。
そ
れ
で
は
、
前
者
、
即
ち
「
公
論
」
の
勃
興
に
お
け
る
外
在
的

要
因
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
一
つ
は
「
公
儀
」
に
見
出
せ
る
と
思

わ
れ
る
。 

「
公
儀
」
と
い
う
言
葉
は
、
江
戸
時
代
に
は
基
本
的
に
徳
川
政
権

を
指
す
言
葉
で
あ
る
二
五

。
だ
が
、
中
世
に
お
い
て
は
そ
の
意
味
は
異

な
っ
て
い
た
。
日
本
に
お
け
る
最
初
期
の
「
公
論
」
の
用
例
を
示
す
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『
大
小
禅
刹
規
式
条
々
』
に
は
「
公
儀
」
と
い
う
言
葉
も
現
れ
る
。

曰
く
、
「
將
亦
出
世
人
者
、
以
二

一
衆
公
儀
一

、
可
レ

被
レ

擇
二

人
才
一

矣
」
や
「
次
小
刹
事
、
依
二

寡
衆
定
一

、
不
レ

可
レ

及
二

公
論
一

歟
、
仍

訪
二

諸
方
公
儀
一

、
可
レ

被
レ

擇
二

三
名
一

」
と
い
っ
た
用
例
が
見
ら
れ

る
二
六

。
前
者
の
「
公
儀
」
は
「
公
議
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
後
者
の
そ
れ
は
や
や
判
別
が
難
し
い
。
公
論
が
形
成
さ

れ
る
に
及
ば
ぬ
場
合
は

、
「
諸
方
公
儀
」
を

伺
う
こ

と
と
な
る
。
こ

こ
で
の
「
公
儀
」
は
禅
林
の
意
思
決
定
に
欠
か
せ
ぬ
人
や
部
局
を
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

近
世
に
あ
っ
て
「
公
儀

」
は
公
権
力
を
専

ら
指
す

よ
う
に
な
り
、

江
戸
時
代
に
は
そ
れ
は
徳
川
政
権
の
呼
称
と
な
る
が
、
こ
の
と
き
の

「
公
」
は
「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
の
「
公
」
を
意
味
し
て
い
る
。
「
お

ほ
や
け
」
と
し
て
の
「
公
」
は
「
公
論
」
に
示
さ
れ
る
儒
教
的
な
「
公
」

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
二
七

。
既
に
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
お

ほ
や
け
」
と
は
漢
字
で
は
元
々
「
大
宅
」
と
表
記
さ
れ
、
異
な
る
当

て
字
で
あ
る
が
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
「
お
ほ
や
け
」
の
用
例

が
一
つ
見
ら
れ
る
二
八

。
儒
教
に
お
け
る
「
公
」
が
平
分
の
観
念
に
淵

源
す
る
道
徳
的
乃
至
は
思

想
的
な
意
味
を
持

つ
の

に
対
し
て
、
「
お

ほ
や
け
」
は
道
徳
的
な
意
味
合
い
は
有
さ
ず
、
寧
ろ
大
家
や
大
宅
と

し
て
領
域
や
構
造
を
意
味
し
た
。
そ
れ
が
転
じ
て
、
天
皇
や
国
家
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
り

、
「
わ
た
く
し
」
は

そ
の
劣

位
に
置
か
れ
た

存
在
の
呼
称
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、「
お
ほ
や
け
」
と
「
わ
た
く
し
」

は
完
全
に
対
立
構
造
に
あ

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
「

お
ほ
や
け
の
わ

た
く
し
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、「
お
ほ
や
け
」
の
中
に
「
わ

た
く
し
」
が
入
り
込
む
余
地
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
「
お
ほ
や
け
」

が
絶
対
的
に
優
位
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

「
お
ほ
や
け
」
を
反
映
し
た
「
公
儀
」
が
地
域
政
権
の
み
な
ら
ず

日

本

全

国

を

統

治

対

象

と

す

る

国

家

権

力

を

指

す

よ

う

に

な

る

に

あ
た
っ
て
豊
臣
秀
吉
が
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
く
な
い
二
九

。
北
条
征

討
の
折
、
秀
吉
は
「
北
條
事
、
近
年
公
儀
を
蔑
に
し
」
と
述
べ
、
自

ら
の
正
統
性
の
一
翼
を
「
公
儀
」
に
求
め
た
が
、
こ
こ
で
の
「
公
儀
」

は
「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
の
天
皇
の
権
威
や
秀
吉
の
政
治
的
権
力
な

ど

が

曖

昧

に

表

さ

れ

て

い

る
三
〇

。

こ

の

点

に

つ

い

て

尾

藤

正

英

は

「
公
儀
と
い
う
表
現
に
は
、
そ
の
天
皇
の
権
威
を
背
景
と
し
な
が
ら

も
、
実
質
上
に
は
武
家
の
政
府
で
も
あ
る
よ
う
な
権
力
の
主
体
、
し

か
も
そ
の
権
力
の
作
用
が
、
ま
さ
に
国
家
の
公
権
力
と
し
て
の
性
質

を
具
え
て
い
る
も
の
、
と
い
っ
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
は

ま

さ

に

公

儀

と

い

う

や

や

漠

然

と

し

た

観

念

で

し

か

表

現

で

き

な

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
三
一

。
も
と
よ
り

江
戸
時
代
に
は
「
公
儀
」
は
よ
り
直
接
的
に
は
徳
川
政
権
を
指
し
て

お
り
、
例
え
ば
、
荻
生
徂
徠
は
『
政
談
』
に
て
「
朝
鮮
王
を
禁
裏
と

同
格
と
見
る
故
、
公
儀
は

一
格
お
つ
る
事
に

成
、

国
体
を
取
失
ひ
、

甚
不
宜
事
也
」
と
述
べ
、
公
儀
た
る
徳
川
政
権
と
禁
裏
を
明
確
に
分

離
し
て
い
る
三
二

。
そ
れ
で
も
尾
藤
の
か
か
る
指
摘
は
近
世
の
「
公
儀
」
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観

念

が

持

つ

本

質

的

な

曖

昧

さ

を

適

切

に

把

捉

し

て

い

る

と

思

わ

れ
る
。 

徳
川
政
権
は
秀
吉
が
遺
し
た
「
公
儀
」
の
枠
組
み
を
再
編
成
し
つ

つ
継
承
し
、「
公
儀
」
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

「
公
儀
」
と
い
う
構
造
は
、
徳
川
政
権
に
お
い
て
は
老
中
、
大
名
に

お

い

て

は

家

老

に

よ

る

合

議

が

政

治

的

意

思

決

定

に

欠

か

せ

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

も

察

せ

ら

れ

る

よ

う

に

そ

の

内

部

に

議

論

の

慣

習

を
包
含
し
て
い
た
。
実
際

、
新
井
白
石
（
一

六
五

七―

一
七
二
五
）

が
関
与
し
た
一
七
一
〇
（
宝
永
七
）
年
の
『
武
家
諸
法
度
』
は
「
大

小
の
諸
役
、
諸
番
の
頭
人
等
、
権
勢
に
依
り
て
人
を
凌
ぎ
、
公
儀
を

仮
り
て
私
を
営
む
べ
か
ら
ず
。
同
列
相
和
ぎ
て
衆
議
を
会
し
、
上
聞

を
壅
が
ず
し
て
下
情
を
通
じ
、
偏
頗
な
く
贔
屓
あ
ら
ず
、
各
其
職
事

に
練
習
し
て
公
務
を
精
勤
す
べ
き
事
」
を
要
求
し
て
い
る
三
三

。
こ
の

よ
う
に
衆
議
を
重
ん
じ
、
言
路
を
通
じ
て
い
く
こ
と
を
法
度
に
お
い

て

定

め

た

こ

と

は

徳

川

政

権

の

基

本

的

な

姿

勢

を

示

し

た

も

の

で

あ
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
幕
末
維
新
期
以
降
の
公
論
や
公
議
の
浮

上
の
背
景
に
は
「
公
儀
」
に
お
け
る
政
治
的
意
思
決
定
に
お
け
る
衆

議
や
合
議
の
制
度
的
伝
統
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

他
方
、
語
義
そ
の
も
の

に
注
目
す
れ
ば

、
「
公
儀
」

と
い
う
言
葉

が
示
す
よ
う
な
日
本
的
な
公
私
観
で
は
、「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
「
公
」

が
「
わ
た
く
し
」
と
し
て
の
「
私
」
に
優
先
す
る
と
い
う
入
れ
子
型

の
構
造
を
な
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
儒
教
的

「
公

」
と
は
異
な
り
、

「
お
ほ
や
け
」
に
は
道
徳
観
念
は
付
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

「
お
ほ
や
け
」
は
た
だ
「
お
ほ
や
け
」
で
あ
る
だ
け
で
、
つ
ま
り
存

在
論
的
に
自
明
な
形
で
そ

の
正
統
性
が
保
障

さ
れ

た
。
そ
の
た
め
、

幕
藩
体
制
確
立
後
の
徳
川
政
権
は
「
公
儀
」
と
し
て
、
幾
重
に
も
重

な
っ
た
「
お
ほ
や
け
」
と
「
わ
た
く
し
」
の
自
己
参
照
的
な
権
威
体

系
の
最
上
位
に
屹
然
と
聳
え
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、「
お

ほ
や
け
」
と
し
て
「
公
」
は
よ
り
上
位
の
「
お
ほ
や
け
」
や
既
存
の

位

階

秩

序

そ

の

も

の

を

批

判

す

る

機

能

は

持

ち

合

わ

せ

て

い

な

か

っ
た
。
上
位
の
権
力
者
に
対
し
て
の
諫
言
や
直
言
の
よ
う
な
勇
気
あ

る
行
為
は
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
行
為
に
し
て
も
下
か
ら
上
へ
の
分

を
弁
え
ぬ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
が
、
両
者
に
お
い
て
理

解
さ
れ
て
い
た
。
あ
く
ま
で
も
「
わ
た
く
し
」
は
「
お
ほ
や
け
」
に
、

「
お
ほ
や
け
」
は
よ
り
上
位
の
「
お
ほ
や
け
」
に
奉
仕
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
公
儀
を
理
論
的
に
批
判
す

る
道
筋
は
二
つ
に
限
ら
れ
て
い
た
三
四

。
一
つ
は
、
国
学
の
隆
盛
と
共

に
浮
揚
し
て
い
っ
た
、
擬
制
の
最
上
位
の
お
ほ
や
け
と
し
て
の
朝
廷

の
権
威
を
も
っ
て
批
判
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
が
、
日
本
的
公
私
観

と
は
別
の
正
統
性
原
理
を
持
ち
出
す
こ
と
で
あ
り
、
幕
末
維
新
期
に

お
い
て
は
儒
教
的
公
私
観
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
幕
末
の
処
士
横
議
と
い
う
事
態
は
、
限
界
状
況
に
あ
る
志
士
た

ち
が
、
こ
う
し
た
承
詔
必

謹
の
公
儀
中
心
位

階
秩

序
か
ら
脱
却
し
、

横

の

つ

な

が

り

を

東

奔

西

走

し

て

求

め

た

点

に

そ

の

画

期

性

が

あ
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っ
た
三
五

。 

 
三
章 
赤
穂
義
士
論
争
に
み
ら
れ
る
「
公
論
」
と
「
公
儀
」 

こ

の

章

で

は

赤

穂

事

件

を

巡

る

論

説

の

展

開

を

概

観

し

て

い

き

た
い
。
言
わ
ず
と
知
れ
た

赤
穂
事
件
は
一
七

〇
二

年
（
元
禄
十
五
）

の
十
二
月
十
四
日
に
主
君
浅
野
内
匠
頭
長
矩
（
一
六
六
七―

一
七
〇

一
）
の
恥
辱
を
雪
ぐ
た
め
、
赤
穂
藩
家
老
大
石
良
雄
（
一
六
五
九―

一
七
〇
三
）
ら
四
十
七
士
が
吉
良
上
野
介
義
央
（
一
六
四
一―

一
七

〇
三
）
を
討
ち
、
仇
を
晴
ら
し
た
事
件
で
あ
る
。
事
後
、
浪
士
た
ち

の
処
分
を
巡
り
、
浅
野
と
吉
良
の
因
縁
を
喧
嘩
と
見
る
か
単
な
る
浅

野
の
不
法
行
為
と
見
る
か
、
浪
士
の
行
為
を
義
挙
と
す
る
か
非
義
と

す
る
か
で
議
論
は
紛
々
と
し
、
彼
ら
の
切
腹
が
決
ま
っ
た
後
も
こ
う

し
た
議
論
は
続
い
た
。
論
争
に
参
加
し
た
者
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は

「
公
儀
」
や
「
公
論
」
を
分
析
す
る
の
に
あ
た
っ
て
重
要
な
論
者
に

の
み
焦
点
を
当
て
る
。 

戦

国

の

余

風

を

見

せ

た

赤

穂

事

件

は

幕

藩

体

制

下

の

日

本

に

お

け
る
「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
の
公
の
重
層
性
、
則
ち
中
国
や
朝
鮮
と

は

異

な

る

国

家

秩

序

の

多

元

性

を

暴

露

し

た

好

個

の

事

例

で

も

あ

る
。
更
に
は
、
そ
こ
に
は
武
士
と
は
何
な
の
か
と
い
う
本
質
的
な
問

い
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
な
お
か
つ
明
治
の
世
に
入
っ
て
も
植
木
枝

盛

に

よ

る

福

沢

諭

吉

の

批

判

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

そ

の

余

波

は

極

め
て
長
く
持
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

さ
て
幕
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
徳
川
實
紀
』
に
は
話
の
真
偽
に
留

保
が
つ
け
ら
れ
つ
つ
も

、
「
天
下
の
公
論
」

が
赤
穂

浪
士
の
処
遇
を

巡
っ
て
一
つ
の
規
矩
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
赤
穂
浪
士

を

ど

の

よ

う

に

処

分

す

る

か

幕

閣

の

間

で

議

論

は

紛

糾

し

て

一

決

を
見
な
か
っ
た
た
め
に
、
日
光
門
主
公
弁
法
親
王
（

一
六
六
九―

一

七
一
六
）
に
助
言
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
法
親
王
は
次
の
よ
う
に
述
べ

た
。 

 

主
の
仇
を
報
ぜ
し
は
さ
る
事
な
が
ら
、
そ
の
志
は
は
や
成
り
ぬ
。

今
は
こ
の
世
に
思
い
の
こ
す
事
な
け
れ
ば
、
公
の
刑
に
身
を
ま

か
せ
奉
ら
ん
と
こ
ひ
出
ぬ
る
上
は
、
今
さ
ら
そ
の
罪
を
ゆ
る
し

給
ふ
と
も
、
彼
等
再
び
他
家
に
身
を
よ
せ
、
二
君
に
仕
ふ
べ
き

に
も
あ
ら
ず
。
あ
た
ら
忠
義
の
士
を
、
山
林
窮
谷
に
飢
餓
せ
し

め
ん
よ
り
は
、
公
よ
り
武
士
の
道
を
た
て
て
死
を
た
ま
わ
ら
ん

に
は
、
彼
等
が
志
も
空
し
か
ら
ず
、
公
の
刑
法
も
正
し
く
、
か

れ
も
こ
れ
も
事
か
か
ず
、
天
下
の
公
論
た
る
べ
し
三
六

。 

 

こ
の
言
を
受
け
て
、
赤
穂
浪
士
の
切
腹
は
決
ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
の

話

が

果

た

し

て

史

実

で

あ

る

か

ど

う

か

は

疑

わ

し

い

も

の

で

あ

る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
発
言
は
、
赤
穂
浪
士
の
忠
義
を
認
め

つ
つ
も
、
お
ほ
や
け
の
権
威
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
公
法
の
正
当

性
を
保
持
す
る
形
で
の
政
治
的
処
分
と
し
て
「
以
て
瞑
す
べ
し
」
の
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名
誉
の
切
腹
こ
そ
が
、
天

下
の
公
論
に
な
る

も
の

と
さ
れ
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
赤
穂
浪
士
の
忠
義
を
認
め
つ
つ
も
、
公
儀
の
絶
対
的

な

権

威

と

そ

れ

の

現

れ

と

し

て

の

公

法

は

決

し

て

蔑

ろ

に

で

き

る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
の
公
を
尊

崇

す

る

点

に

お

い

て

は

赤

穂

浪

士

の

挙

を

義

と

見

る

か

否

か

の

立

場
に
か
か
わ
ら
ず
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
崎
門
三
傑
の
一
人
に

数
え
ら
れ
、
『
靖
献
遺

言
』
で
知
ら
れ
る
浅

見
絅
斎

（
一
六
五
二―

一
七
一
一
）
は
「
畢
竟
四
十
六
士
の
輩
忠
義
の
大
要
は
ま
ぎ
る
る
こ

と
な
し
」
と
い
う
立
場
を

取
り
つ
つ
も
、
朱

子
の

「
公
法
行
於
上
、

私
義
伸
於
下
」
を
引
用
し
て
、
公
法
の
優
位
を
強
調
し
た
三
七

。
絅
斎

の

場

合

は

そ

の

上

で

赤

穂

浪

士

た

ち

の

忠

義

は

浅

野

内

匠

頭

だ

け

で

な

く

公

儀

に

も

向

か

っ

て

い

る

と

見

做

す

こ

と

で

彼

ら

を

擁

護

し
た
。 

 

他
方
、
『
経
済
録
』

の
著
者
で
も
あ
る
太

宰
春
台

（
一
六
八
〇―

一
七
四
七
）
は
、
一
七
三
一
年
か
ら
三
十
三
年
頃
に
書
い
た
と
さ
れ

る
『
赤
穂
四
十
六
士
論
』
に
て
浪
士
た
ち
の
行
為
を
義
挙
と
見
な
か

っ
た
。
春
台
は
「
初
め
は
ま
た
輿
論
に
従
ひ
、
良
雄
ら
の
行
ふ
所
を

義
と
し
て
」
い
た
が
、
こ
れ
が
敵
討
ち
な
の
か
疑
問
を
持
つ
よ
う
に

な
り
、
徂
徠
先
生
の
論
説
を
読
ん
で
、
赤
穂
浪
士
の
挙
が
非
義
で
あ

る
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
三
八

。
春
台
は
、
「
赤
穂
候
の
死
は
、
吉
良

子
こ
れ
を
殺
す
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
吉
良
子
は
赤
穂
候
の
讐
に
非
ざ

る
な
り
」
と
、
つ
ま
り
、
赤
穂
浪
士
が
吉
良
上
野
介
を
殺
す
の
は
お

門
違
い
だ
と
言
う
三
九

。
で
は
赤
穂
浪
士
は
誰
を
討
て
ば
良
か
っ
た
の

か
と
言
え
ば
、
春
台
は
「
国
家
」
だ
と
主
張
す
る
。「
神
祖
の
法
、
人

を
朝
に
殺
す
者
は
死
な
り
」
と
あ
る
が
、
浅
野
は
吉
良
を
殺
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
「
国
家
こ
れ
に
死
を
賜
ふ
は
、
則

ち
こ
れ
そ
の
刑
、
当
を
過
ぎ
た
り
」
と
述
べ
て
、
春
台
は
赤
穂
浪
士

が

恨

む

べ

き

は

不

当

な

罪

刑

を

科

し

た

徳

川

政

権

で

あ

る

と

論

じ

た
四
〇

。 

更
に
春
台
は
大
名
と
そ
の
家
臣
、
及
び
将
軍
家
の
関
係
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
凡
そ
候
国
に
仕
ふ
る
者
」
は
「
県
官
」
四
一

が
君
主
に
「
礼
あ
る
と
き

は
」
、
君
主
に
従

っ
て
「

県
官
を
畏
る
べ

し
」
四
二

。
も
し
「
県
官
そ
の
君
に
礼
な
き
と
き
は
、
則
ち
ま
さ
に
県

官
を
怨
む
べ
し
」
。
続
け
て
、「
蓋
し
諸
侯
の
臣
は
、
た
だ
そ
の
君
あ

る
を
知
る
の
み
。
あ
に
県
官
あ
る
を
知
ら
ん
や
」
と
、
大
名
の
家
臣

は
主
君
に
の
み
忠
を
尽
く
し
、
将
軍
家
は
忠
節
の
対
象
で
は
な
い
と

述
べ
る
四
三

。
こ
こ
で
の
「
県
官
」
は
徳
川
政
権
を
指
し
て
い
る
が
、

春
台
は
公
儀
や
公
義
、
公
辺
と
い
っ
た
尊
称
を
徳
川
政
権
に
対
し
て

全
く
用
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
上
で
大
名
の
家
臣
に
と
っ
て
徳
川
政
権

は
忠
誠
の
対
象
で
は
な
い
と
言
い
切
っ
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
春
台

に
限
ら
ず
、
堀
部
武
庸
も
ま
た
『
堀
部
武
庸
筆
記
』
に
て
同
趣
旨
の

意
見
を
遺
し
て
い
る
。
曰
く
「
大
学
儀
は
公
儀
へ
之
礼
儀
も
有
之
候

間
、
欝
憤
を
不
被
遂
品
も
可
有
之
候
。
家
来
之
者
共
〔
は
〕
其
通
に

見
遁
に
仕
え
間
敷
訳
と
御
挨
拶
之
由
、
是
亦
慥
〔
に
〕
承
届
申
候
。
」
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即
ち
、
浅
野
長
矩
の
弟
で
後
に
養
子
と
な
っ
た
浅
野
大
学
（
一
六
七

〇―
一
七
三
四
）
は
「
公
儀
」
に
対
し
て
の
「
礼
儀
」
も
あ
ろ
う
が
、

「
家
来
之
者
」
は
同
じ
よ
う
に
公
儀
に
仕
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
堀

部
は
述
べ
て
い
る
。 

春
台
の
以
上
の
よ
う
な

発
言
は
幕
藩
体
制

下
の
日

本
に
お
い
て
、

そ
の
統
治
原
理
と
し
て
「
礼
」
が
あ
っ
て
、
幕
府
と
大
名
の
間
で
と

大

名

と

家

臣

の

間

で

の

重

層

的

な

秩

序

が

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る
。
そ
し
て
こ
の
秩
序
の

重
層
性
は
、
「
お

ほ
や
け

」
の
概
念
が
位

階
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
幕
藩
体
制
と
い
う
も
の
が
一

方
で
封
建
的
分
権
的
な
秩
序
を
構
築
し
つ
つ
も
、
他
方
で
徳
川
政
権

が

そ

の

上

位

に

あ

っ

て

中

央

集

権

的

な

性

質

を

有

し

て

い

た

こ

と

と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
加
え
て

彼
は
、
「
か
つ
わ
が
東

方
の
士
、
お
の
づ
か
ら
一
道
あ
り
」
と
論
ず
る
四
四

。
そ
れ
は
主
君
の

死
を
受
け
て
「
た
だ
死
を
以
っ
て
義
と
為
し
、
ま
た
そ
の
当
否
を
問

は
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
仁
者
よ
り
こ
れ
を
観
れ
ば
、
或
は
徒
死

た
る
を
免
れ
ず
と
雖
も
、
し
か
も
国
家
因
り
て
こ
の
道
を
存
す
」
四
五

。

つ

ま

り

、

儒

教

的

な

倫

理

観

と

は

相

容

れ

な

い

武

士

の

価

値

観

が

「
義
」
と
さ
れ
、
国
家
の
統
治
原
理
に
そ
れ
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
春
台
は
赤
穂
浪
士
の
行
い
は
お
門
違
い

で
義
が
な
い
と
判
断
し
た
が
、
こ
う
し
た
理
由
づ
け
に
は
幕
藩
体
制

下
に
お
け
る
法
の
絶
対
性
や
忠
義
の
対
象
は
誰
か
、
儒
教
倫
理
と
武

士
の
価
値
の
相
克
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。 

 

春

台

の

挑

発

的

と

も

い

え

る

議

論

は

少

な

か

ら

ぬ

反

響

を

呼

び

起
こ
し
た
。
旗
本
伊
奈
忠
賢
（
一
七
二
六―

一
七
九
五
）
は
、
春
台

の
意
見
を
ま
ず
は
「
太
宰
子
、
赤
穂
四
十
六
士
論
を
著
し
、
そ
の
行

ふ
所
を
以
て
義
に
非
ず
と
為
す
。
実
に
公
論
な
り
」
と
し
て
、
ひ
と

ま
ず
同
調
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
四
六

。
だ
が
、
す
ぐ
さ
ま
「
然
れ
ど
も

ま
た
私
疑
す
る
所
な
き
に
非
ず
」
と
し
て
、
春
台
の
意
見
へ
反
論
を

加
え
る
。
忠
賢
は
殺
人
未
遂
は
動
機
の
点
で
は
殺
す
こ
と
と
変
わ
ら

な
い
以
上
、
浅
野
を
切
腹
さ
せ
た
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、

主

君

の

遺

志

を

継

い

だ

赤

穂

浪

士

た

ち

は

、

人

情

を

斟

酌

す

れ

ば

「
忠
士
と
謂
ひ
て
可
な
り
」
と
み
た
四
七

。
そ
し
て
、「

良
雄
の
難
に
処

す
る
や
、
ま
た
三
十
年
来
、
一
定
の
公
論
に
し
て
、
奚
ぞ
多
言
を
費

す
を
為
さ
ん
や
」
と
、
赤
穂
浪
士
の
行
い
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と

い

う

こ

と

が

人

々

も

し

く

は

論

者

の

間

で

異

論

な

く

共

有

さ

れ

て

い
る
と
述
べ
た
四
八

。
従
っ
て
、
忠
賢
に
お
け
る
「
公
論
」
の
二
つ
の

用
例
は
一
つ
目
が
正
論
と
い
う
意
味
合
い
で
、
二
つ
目
が
人
々
の
間

で
共
有
さ
れ
た
意
見
と
見
做
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

次
に
『
徂
徠
擬
律
書
』
と
称
さ
れ
る
文
章
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

こ
れ
が
果
た
し
て
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六―

一
七
二
八
）
の
手
に
よ

る
も
の
な
の
か
確
証
は
な
く
、
田
原
嗣
郎
は
擬
律
書
は
徂
徠
の
手
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
と
推
定
し
て
い
る
四
九

。
『
徂
徠
擬
律
書
』
の
中

身
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 
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義
は
己
を
潔
く
す
る

の
道
に
し
て
、

法
は
天
下
の

規
矩
な
り
。

礼
を
以
て
心
を
制
し
義
を
以
て
事
を
制
す
。
今
四
十
六
士
其
の

主
の
為
に
讎
を
報
ず

る
は
、
是
れ
侍

た
る
の
恥
を

知
る
な
り
、

己
れ
を
潔
く
す
る
道
に
し
て
、
其
の
事
は
義
な
り
と
雖
も
、
其

の
党
に
限
る
事
な
れ
ば
、
畢
竟
は
私
の
論
な
り
。
其
の
ゆ
え
ん

の
も
の
は
、
も
と
是
れ
長
矩
殿
中
を
憚
ら
ず
其
罪
に
処
せ
ら
れ

し
を
、
又
候
吉
良
氏
を
以
て
仇
と
為
し
、
公
儀
の
免
許
も
な
き

に
騒
動
を
企
る
事
、
法
に
於
い
て
許
さ
ざ
る
所
也
。
今
四
十
六

士
の
罪
を
決
せ
し
め
、
侍
の
礼
を
以
て
切
腹
に
処
せ
ら
る
る
も

の
な
ら
ば
、
上
杉
家
の
願
も
空
し
か
ら
ず
し
て
、
彼
等
が
忠
義

を
軽
ん
ぜ
ざ
る
の
道
理
、
も
つ
と
も
公
論
と
云
ふ
べ
し
。
若
し

私
論
を
以
て
公
論
を
害
せ
ば
、
此
れ
以
後
天
下
の
法
は
立
つ
べ

か
ら
ず
五
〇

。 

 「
法
」
と
「
義
」
は
峻
別
さ
れ
、「
天
下
の
規
矩
」
た
る
「
法
」
は
「
義
」

に
優
先
す
る
。
何
と
な
れ
ば
「
四
十
六
士
」
の
行
い
は
確
か
に
義
に

適
う
と
は
言
え
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
私
の
義
に
過
ぎ
ず
、
公
儀

が

定

め

し

天

下

の

法

を

蔑

ろ

に

す

る

理

由

に

は

な

ら

な

い

か

ら

で

あ
る
。
武
士
の
礼
に
な
ら
い
四
十
六
士
を
切
腹
に
処
す
る
こ
と
こ
そ

が
公
論
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
対
す
る
私
論
に
傾
い
て
し

ま
っ
た
ら
、
天
下
の
法
は
成
立
し
得
な
い
。
こ
こ
で
公
論
は
天
下
の

法
と
立
場
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
、
天
下
の
法
を
定
め
る
の
が
公
儀

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
即
ち
公
論
が
公
儀
の
枠
組
み
の
中
に
絡
み
取

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

最

後

に

明

治

時

代

に

見

ら

れ

た

福

沢

諭

吉

の

赤

穂

浪

士

批

判

に

対

す

る

植

木

枝

盛

の

批

判

に

見

ら

れ

る

公

論

と

輿

論

の

用

例

を

確

認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
論
争
は
明
治
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
以

上
、
江
戸
時
代
の
公
論
概
念
を
理
解
す
る
に
は
蛇
足
で
あ
る
が
、
赤

穂
事
件
を
巡
る
論
争
の
末
尾
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
た
だ
こ
こ

で
の
争
点
は
赤
穂
浪
士
の
行
為
で
は
な
く
、
そ
れ
に
か
こ
つ
け
る
よ

う

な

形

で

国

法

を

順

守

す

べ

き

か

す

べ

き

で

な

い

か

が

議

論

さ

れ

て
い
る
。 

 

福
沢
は
『
学
問
ノ
ス
ス

メ
』
に
て
、
「
国

民
の
地

位
に
い
な
が
ら

国
法
の
重
き
を
顧
み
ず
」
に
「
私
裁
」
に
及
ぶ
こ
と
を
過
ち
と
し
て
、

赤

穂

浪

士

を

義

士

と

見

な

か

っ

た
五
一

。

こ

れ

に

対

し

て

、

植

木

は

「
封
建
の
時
世
に
し
て
一
州
君
臣
の
情
誼
最
も
厚
く
之
が
感
情
の
切

実
な
る
は
天
子
将
軍
と
雖
も
亦
及
ば
ざ
る
勢
あ
り
」
と
い
う
認
識
に

立

脚

し

て

、

君

父

の

讐

と

は

共

に

天

を

戴

か

ず

と

い

っ

た

理

念

が

「
最
も
輿
論
の
上
位
を
占
め
」
て
い
た
と
見
る
五
二

。
そ
し
て
、
今
日

と
は
異
な
り
当
時
は
「
復
讐
と
云
ふ
の
一
事
は
公
論
の
禁
ぜ
ざ
る
所
」

で
あ
り
、
寧
ろ
称
賛
の
対
象
で
あ
っ
た
五
三

。
そ
れ
故
に
彼
ら
は
徳
川

政
府
の
罪
人
で
は
あ
る
が
、
天
下
の
良
民
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し

て
、
公
議
政
体
国
と
は
異
な
り
、
彼
ら
が
犯
し
た
の
は
政
府
の
私
法

で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
罪
は
公
議
政
体
国
の
人
民
が
法
を
犯
す
の
と



論文                 江戸時代における「公論」について（池上広亮） 

 

 

13 

同
列
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
植
木
は
考
え
た
。
徳
川
政
府
の
よ
う

な
専
制
政
府
の
権
威
と
法
を
否
定
し
て
、
人
民
が
立
法
を
行
う
公
議

政

体

国

を

志

向

す

る

こ

の

文

章

は

自

由

民

権

論

者

植

木

枝

盛

の

令

名
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
植
木
の
文
章
に
お
い

て
輿
論
と
公
論
は
あ
ま
り
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。 

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
赤
穂
義
士
論
争
に
お
け
る
公
論
と
そ
の
類

語
で
あ
る
輿
論
の
用
例
は
少
な
い
が
、
輿
論
は
世
間
の
人
々
の
意
見

で
あ
り
、
公
論
は
多
く
の
人
が
肯
う
意
見
な
い
し
は
一
つ
の
守
る
べ

き
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
五
四

。
そ
の
一
方
で
、

儒
教
的
な
公
論
は
「
お
ほ
や
け
」
を
批
判
す
る
機
能
を
持
ち
得
て
い

な
い
。
公
儀
の
権
威
を
損
ね
ず
に
尚
且
つ
武
士
の
忠
義
も
斟
酌
し
た

よ
う
な
「
公
平
」
な
政
治
的
意
見
が
公
論
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う

な

公

論

の

存

在

様

式

は

幕

藩

体

制

下

で

の

儒

教

の

在

り

方

を

反

映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
論
の
持
つ
公
平
さ
と
い
う
天
秤
の
片
方

に
は
公
儀
の
権
威
と
権
力
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
衡

量
せ
ず
し
て
公
論
は
成
立
し
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
春

台
の
赤
穂
浪
士
批
判
は
、
先
に
見
た
原
理
主
義
的
な
性
質
故
に
、
徳

川
政
権
を
「
公
儀
」
と
見
做
さ
ず
、
徳
川
政
権
へ
の
批
判
可
能
性
を

宿
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
着
目
に
値
す
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、「
公

儀
」
が
盤
石
な
間
は
「
公
論
」
に
よ
る
批
判
は
難
し
か
っ
た
。
真
に

広
く
公
論
を
採
る
動
き
が

生
じ
る
に
は
、
「

お
ほ
や

け
」
と
し
て
の

権
威
が
瓦
解
す
る
幕
末
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

四
章 

儒
教
知
識
人
の
公
論 

次
い
で
、
儒
者
た
ち
が
公
論
に
つ
い
て
言
及
し
た
事
例
を
い
く
つ

か
見
て
い
く
。
そ
れ
を
通
し
て
、
江
戸
時
代
の
公
論
概
念
が
ど
の
よ

う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
既
に

前
田
勉
は
、
佐
藤
直
方
、
熊
沢
蕃
山
、
伊
藤
仁
斎
、
貝
原
益
軒
、
山

鹿

素

行

や

細

井

平

洲

と

い

っ

た

儒

者

た

ち

に

お

け

る

公

論

の

用

例

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
五
五

。
そ
の
上
で
前
田
は
「
近
世
日
本
に
お
け

る
『
公
論
』
が
、
『
天

下
』
／
『
一
人
』
の

対
立
概

念
で
あ
る
こ
と

は
、
儒
学
の
学
派
に
か
か

わ
り
な
く
、
共
通

し
て

い
る
。
」
と
江
戸

時
代
の
公
論
の
性
質
を
統
括
し
て
い
る
五
六

。
江
戸
時
代
の
公
論
が
中

間

者

の

存

在

を

含

ま

な

い

対

立

概

念

で

あ

っ

た

か

は

検

討

の

余

地

が
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
天
下
」
と
い
う
も
の
が
日
本
に

お
い
て
は
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
五
七

。 

「
公
論
」
の
用
例
を
付
け
加
え
れ
ば
、
熊
沢
蕃
山
は
「
ほ
む
る
も

の
そ
し
る
も
の
、
と
も
に
の
こ
ら
ず
候
へ
ば
、
公
論
に
成
て
、
虛

說

造
言
は
、
論
な
く
消
う
せ
、
仁
義
忠
信
の
誠
な
ら
で
は
、
と
ゞ
ま
り

申
さ
ず
候
。
」
や
「
百
歳
の
後
は
、
今
の
誉
る
人
毀
る
人
、
共
に
と
ゞ

ま
ら
ず
、
好
惡
移
り
易
く
候
へ
ば
、
万
歳
不
朽
の
公
論
に
成
候
。
其

時
な
ら
で
は
、
君
子
の
名
も
定
り
不
申
候
。
」
と
い
う
形
で
「
公
論
」

を
用
い
て
い
る
五
八

。
ま
た
、
柳
川
藩
の
藩
儒
に
て
明
の
儒
者
朱
舜
水

（
一
六
〇
〇―

一
六
八
二
）
と
交
流
の
深
か
っ
た
安
東
省
菴
（
一
六

二
二―

一
七
〇
一
）
は
『

訓
蒙
集
』
に
て
「

二
十

二 

公
論
と
い
ふ
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事
」
と
題
し
た
一
節
を
設
け
て
お
り
、
そ
こ
で
公
論
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
五
九

。 

 

或
人
問
て
曰
、
公
論
と
ハ
何
を
い
ふ
。
答
て
曰
、
天
を
天
と
い

ひ
、
地
を
地
と
い
ひ
、
東
を
東
と
い
ひ
、
西
を
西
と
い
ふ
。
南

北
も
又
同
し
。
夏
を
夏
と
い
ひ
、
冬
を
冬
と
い
ふ
。
春
秋
も
又

同
し
。
暑
き
を
暑
き
と
い
ひ
、
寒
き
を
寒
き
と
い
ひ
、
昼
を
昼

と
い
ひ
、
夜
を
夜
と
い
ひ
、
火
を
火
と
い
ひ
、
水
を
水
と
い
ふ
。

五
行
又
同
し
。
甘
き

を
甘
き
と
い
ひ

、
苦
き
を
苦

き
と
い
ふ
。

五
味
又
同
し
。
白
き
を
白
き
と
い
ひ
、 

黒
き
を
黒
き
と
い
ふ
。

五
色
又
同
し
。
是
を

是
と
い
ひ
、
非

を
非
と
い
ふ

の
た
く
ひ
、

こ
れ
を
天
下
の
公
論
と
い
ふ
な
り
。
或
人
又
曰
、
こ
れ
ハ
童
へ

と
い
へ
と
も
弁
へ
や
す
し
。
何
そ
教
へ
を
待
ん
。
答
て
曰
、
是

非
の
心
、
人
皆
こ
れ
あ
り
。
我
に
善
有
て
人
こ
れ
を
ほ
め
、
我

に
悪
有
て
人
こ
れ
を
そ
し
る
ハ
、
是
を
是
と
し
、
非
を
非
と
す

る
の
公
論
な
り
。
我
に
善
な
く
し
て
、
人
こ
れ
を
ほ
め
、
我
に

悪
な
く
し
て
、
人
こ
れ
を
そ
し
る
ハ
、
非
を
是
と
し
、
是
を
非

と
す
る
の
私
言
な
り
。
己
れ
何
そ
与
か
ら
ん
。
さ
れ
と
、
ほ
め

ら
れ
て
喜
ひ
、
そ
し
ら
れ
て
怒
ら
ぬ
人
ハ
す
く
な
し
。
心
一
た

ひ
外
に
ひ
か
さ
る
れ
ハ
、
顛
倒
錯
乱
し
て
、
天
を
地
と
し
、
東

を
西
と
す
る
や
う
に
な
る
も
の
な
り
。 

忠
を
不
忠
と
し
、 

不

忠
を
忠
と
し
、
善
人
を
不
善
人
と
し
、
不
善
人
を
善
人
と
す
る

の
類
ゐ
、
古
へ
よ
り

多
き
事
な
り
。

況
や
是
に
似

た
る
非
ハ
、

智
者
と
い
へ
と
も
弁
へ
か
た
し
。
昔
し
、
昭
公
礼
を
知
給
ハ
す
、

孔
子
ハ
臣
に
て
ま
し
ま
す
故
に
、
礼
を
知
給
ふ
と
の
給
ひ
、
又

父
の
羊
を
攘
み
た
る
を
其
子
の
証
あ
ら
ハ
し
た
る
を
は
、
孔
子

ハ
不
直
と
し
給
へ
り
。
君
の
悪
を
諱
み
、
父
子
相
隠
す
は
、
天

理
人
情
の
至
り
な
り

。
こ
れ
ハ
是
を

是
と
す
る
の

非
に
し
て
、

非
を
是
と
す
る
の
是
、
又
公
論
に
あ
ら
す
し
て
、
公
論
の
公
論

に
あ
ら
さ
る
の
公
論
な
り
六
〇

。 

 

省
菴
は
天
地
の
運
行
や
是
を
是
と
し
、
非
を
非
と
す
る
よ
う
な
自
明

で
あ
る
こ
と
が
「
天
下
の
公
論
」
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
述
べ
る
。
と

は
言
え
、
是
非
は
常
に
容

易
に
白
黒
つ
け
ら

れ
る

わ
け
で
は
な
い
。

君
主
の
悪
や
親
の
罪
を
隠
す
こ
と
は
「
天
理
人
情
の
至
り
」
で
あ
る
。

こ
う
し
た
行
為
は
厳
格
に
は
是
非
に
反
し
て
お
り
、
公
論
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
を
咎
め
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
天
理

や
人
情
に
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
は
「
公
論
に

あ
ら
さ
る
の
公
論
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
否
定
し
難
い
正
し

さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
省
菴
の
か
か
る
文
章
は
公
論
の
規
範

的
な
正
し
さ
と
、
そ
う
し
た
規
範
の
厳
格
な
当
て
は
め
か
ら
は
み
出

た

こ

と

も

し

く

は

そ

れ

に

反

す

る

こ

と

に

も

ま

た

公

論

が

存

し

得

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

こ

う

し

た

豊

富

な

用

例

は

公

論

が

幕

末

に

お

け

る

政

治

理

念

と
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し
て
浮
上
す
る
の
に
先
立
っ
て
、
既
に
少
な
く
と
も
儒
教
に
親
し
む

者
の
間
で
は
馴
染
み
の
あ

る
言
葉
で
あ
っ
た

こ
と

を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
以
下
、
公
論
を
用
い
た
儒
者
た
ち
の
内
、
山
鹿
素
行
と
細

井
平
洲
に
お
け
る
公
論
の
用
法
を
詳
し
く
確
認
す
る
。
前
者
は
「
公

論
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
定
義
と
豊
富
な
用
例
を
示
し

て
お
り
、
後
者
は
近
世
に
お
け
る
「
公
論
」
の
潤
沢
な
用
例
の
中
で

例
外
的
な
形
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。 

 

山
鹿
素
行
の
「
公
論
」 

兵
学
者
山
鹿
素
行
（
一
六
二
二―
一
六
八
五
）
は
、
武
士
の
存
在

意
義
に
思
惟
を
巡
ら
せ
、
朱
子
学
を
批
判
し
、
御
家
の
た
め
に
自
ら

を
修
め
て
民
を
教
化
す
る
こ
と
を
「
士
道
」
と
見
做
す
に
至
っ
た
人

物
で
あ
る
が
、
彼
も
ま
た
自
ら
の
著
作
の
中
で
屡
々
「
公
論
」
を
用

い
て
い
る
。
『
山
鹿
語

類
』
に
て
素
行
は
先

ほ
ど
確

認
し
た
朱
子
が

公
論
と
是
非
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
「
訓
門
人
五
」
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る

。
「
愚
謂
へ
ら
く

、
人
己

を
是
と
す
る
処

あ
る
は
是
れ
格
致
の
功
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
凡
そ
是
非
を
定
む

る
に
尤
も
公
論
あ
り
。
朱
子
の
説
は
老
荘
の
語
意
あ
り
。
是
非
は
公

是
公
非
を
以
て
せ
ず
ん
ば
皆
私
論
な
り
」
六
一

。
是
非
と
は
自
分
の
一

存
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
公
論
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
。

「
朱
子
の
説
は
老
荘
の
語
意
あ
り
」
の
箇
所
は
解
釈
が
難
し
い
が
、

朱

子

は

老

荘

の

よ

う

に

己

や

自

己

の

思

弁

に

拘

泥

す

る

と

こ

ろ

が

あ
る
が
、
そ
れ
で
は
「
私
論
」
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
批
判
し
て
い

る
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

一
六
六
八
年
の
『
謫
居
童
問
』
に
て
素
行
は
公
論
に
つ
い
て
よ
り

詳
し
い
説
明
を
施
し
て
い

る
。
「
公
論
私
見

の
わ
か

ち
如
何
」
と
い

う
問
い
に
対
し
て
、
公
論
と
は
何
な
の
か
へ
の
所
見
を
述
べ
て
い
る
。 

 

答 

公

論

と

云

ふ

は

天

下

の

人

々

是

れ

を

用

ひ

て

行

ふ

に

利

あ
り
、
天
下
の
善
知
の
人
是
れ
を
是
と
し
、
上
古
の
聖
人
是
れ

を
行
ふ
に
、
鬼
神
是
れ
に
通
ず
る
を
公
義
・
公
論
・
公
是
と
云

ふ
也
。
其
の
身
一
人
の
是
と
し
一
人
行
ふ
こ
と
に
し
て
、
一
人

楽
し
む
こ
と
は
、
皆
私
見
・
臆
説
・
孤
議
・
独
楽
也
六
二

。 

 「
公
義
」
や
「
公
論
」
、
「
公
是
」
と
い
う
も
の
は
「
天
下
の
人
々
」

と
共
に
あ
る
も
の
で
あ
り

、
「
一
人
楽
し
む

こ
と
は

、
皆
私
見
・
臆

説
・
孤
議
・
独
楽
」
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
言
説

は
『
孟
子
』「
梁
恵
王
章
句
下
」
に
お
け
る
「
楽
し
む
に
天
下
を
以
て

し
、
憂
ふ
る
に
天
下
を
以

て
す
。
然
り
而
し

て
王

た
ら
ざ
る
者
は
、

未
だ
之
有
ら
ざ
る
な
り

。
」
を
恐
ら
く
下
地

と
し
て

い
る
と
考
え
ら

れ
る
六
三

。 

だ
が
こ
う
し
た
素
行
の
言
説
に
対
し
て
、
天
下
の
人
々
が
是
と
し

て
か
ら
が
、
そ
れ
が
即
自
的
に
正
し
い
と
見
做
せ
る
の
か
と
い
う
疑

問
が
浮
か
ぶ
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
素
行
も
続
け
て
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「
問 

天
下
の
人
の
是
と
す
る
処
是
れ
道
な
り
と
せ
ば
、
天
下
の
人

色
を
好
ま
ざ
る
無
く
、
利
を
好
ま
ざ
る
無
く
、
以
て
奢
ら
ざ
る
無
し
。

是
れ
を
以
て
道
と
せ
ん
や

。
」
と
問
い
を
立

て
、
そ

れ
に
対
し
て
自

ら
答
え
て
い
る
。 

 

色
と
云
ひ
、
利
と
云
ひ
、
奢
と
云
ひ
、
と
も
に
天
下
の
人
々
の

好
む
處
に
し
て
、
聖
人
の
道
是
れ
を
禁
ず
る
に
あ
ら
ず
。
是
れ

則
ち
公
義
也
、
公
論
也
。
さ
れ
ば
色
を
好
む
べ
く
し
て
色
を
こ

の
み
、
財
を
好
む
べ
く
し
て
財
を
こ
の
み
、
惑
う
所
あ
ら
ん
に

お
い
て
は
、
聖
人
之
を
戒
む
六
四

。 

 

続
け
て
言
う
に
は
、
「

淫
乱
に
陥
り
、
財
を

好
ん
で

利
を
逞
く
」
し

て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、「
国
民
」
が
疲
弊
し
、「
天
下
の
人
々
是
と

せ
ざ
る
処
」
で
あ
る
た
め
、
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
六
五

。
こ
れ

も
ま
た
「
公
是
公
論
」
で
あ
る
六
六

。
「
是
と
定
む
る
も
非
と
究
む
る

も
、
天
下
に
之
を
用
ひ
て

其
の
た
が
ひ
あ
る

べ
か

ら
ざ
ら
ん
こ
と
、

是
れ
を
公
と
云
ふ
也
」
六
七

。
つ
ま
り
は
他
者
を
害
す
る
ま
で
に
私
欲

が
行
き
過
ぎ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
色
も
利
も
奢
も
、
天
下
の
人
々

も
聖
人
の
道
も
肯
う
も
の
で
あ
る
、
と
人
欲
を
節
度
あ
る
限
り
肯
定

し
て
い
る
。 

こ
こ
に
は
「
聖
人
の
道
は
日
用
に
在
り
」
と
日
用
を
重
ん
じ
、
朱

子
学
を
含
め
た
形
而
上
学
的
学
問
を
遠
ざ
け
た
素
行
の
思
想
、
即
ち

聖
学
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
六
八

。
素
行
が
「
宋
明
の
諸
儒
及
び
老

釈
の
徒
各
々
自
ら
心
を
正
し
知
を
致
す
こ
と
を
思
ひ
て
、
其
の
異
端

な
る
を
覚
ら
ざ
る
は
、
是
れ
は
是
れ
明
徳
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
唯
だ

己
れ
を
以
て
自
證
自
悟
し
て
、
天
下
の
公
論
と
聖
人
の
格
言
を
以
て

せ
ざ
れ
ば
な
り
。
」
と
述
べ
て
、「
天
下
の
公
論
」
の
下
で
異
端
を
排

斥
す
る
の
も
、
こ
れ
ら
の
学
問
は
己
の
性
心
の
工
夫
に
終
始
す
る
こ

と
で
、
現
実
的
な
日
用
の
工
夫
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
六
九

。

ま
た
、
素
行
は
先
に
見
た
公
論
私
見
の
別
に
論
じ
た
箇
所
で
も
、
性

心

に

固

着

し

て

公

義

公

論

に

則

ら

な

い

政

治

は

そ

れ

自

体

異

端

で

あ
る
と
述
べ
、
異
端
を
排
斥
す
る
。
曰
く
「
又
主
将
聖
学
に
志
あ
り
と

云
ふ
と
も
、
其
の
道
を
き
は
め
ず
し
て
専
ら
性
心
を
弄
し
、
公
義
公
論

を
事
と
せ
ざ
れ
ば
、
異
端
を
学
ば
ず
し
て
、
其
の
政
道
異
端
也
」
七
〇

。 

こ
の
よ
う
に
『
謫
居
童
問
』
に
お
け
る
素
行
の
公
論
は
天
下
、
そ

し
て
天
下
の
人
々
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
一
六
七

五
年
の
『
配
所
残
筆
』
に
て
は
、
こ
う
し
た
公
論
理
解
に
や
や
変
化

が
見
ら
れ
る
。
素
行
は
『
聖
教
要
録
』
が
権
威
を
笠
に
着
る
「
俗
学

腐
儒
」
の
い
わ
れ
な
き
讒

言
に
よ
っ
て
排
撃

さ
れ
、
「
世
皆
之
を
知

ら
ず
」
に
自
分
を
罪
に
陥
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
憤
然
と
自

ら
の
正
し
さ
を
「
公
論
」
に
託
し
た
七
一

。
曰
く
「
夫
我
れ
を
罪
す
る

は
周
公
孔
子
之
道
を
罪
す
る
也
。
我
れ
は
罪
す
可
く
し
て
道
は
罪
す

可
か
ら
ず
。
聖
人
之
道
を
罪
す
る
は
、
時
政
の
誤
な
り
。
古
今
天
下

の
公
論
、
遁
る
べ
か
ら
ず
」
七
二

。
つ
ま
り
素
行
は
世
間
の
人
々
と
は
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距
離
を
取
り
、
「
天
下

の
公
論
」
に
自
ら
の

正
し
さ

を
仮
託
し
て
い

る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
配
所
残
筆
』
に
て
素
行
は
日
本
こ
そ
が
「
中

国
」
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
思
想
を
「
是
れ
更
に
私
に
云
ふ
に
あ
ら

ず
、
天
下
の
公
論
な
り
」
と
正
当
化
し
た
七
三

。
『
配
所
残
筆
』
に
見

ら
れ
る
用
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
公
論
と
現
実
の
天
下
の
人
々
の
間
の

結
び
つ
き
は
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
弱
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
自

ら

の

言

説

が

天

下

の

人

々

に

よ

っ

て

実

際

に

公

論

で

あ

る

と

認

め

ら
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
公
論
化
の
要
件
で
は
な
い
。
自
ら
が
正

当
性
を
疑
わ
な
い
言
説
は
、
天
下
の
人
々
も
皆
是
認
す
る
と
い
う
正

し
さ
へ
の
信
念
が
公
論
を
公
論
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
素
行
の
「
公
論
」
観
を
ま
と
め
れ
ば
、
公
論
と
は
個
人
の

信
念
や
性
心
に
与
る
も
の
で
は
な
く
、
天
下
の
人
々
が
是
と
す
る
現

実
的
な
日
用
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
聖
人
の
道
と
共
に
あ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
公
論
は
、
聖
人
の
道
に
反
さ
な
い
限
り
、

天

下

の

人

々

に

よ

り

担

わ

れ

天

下

の

人

々

に

利

す

る

意

見

で

あ

っ

た
。
た
だ
し
、
後
年
は
公
論
に
自
ら
の
正
し
さ
を
仮
託
す
る
用
例
も

見
受
け
ら
れ
た
。 

 

細
井
平
洲
の
「
公
論
」 

江

戸

時

代

の

優

れ

た

儒

者

で

あ

り

教

育

者

で

あ

っ

た

細

井

平

洲

は
、
す
ぐ
れ
て
公
に
開
か
れ
た
形
で
の
公
論
の
理
念
を
示
し
て
お
り
、

他
の
近
世
儒
者
が
残
し
た
「
公
論
」
と
比
べ
て
、
大
き
く
そ
の
様
相

を
異
に
し
て
い
る
七
四

。
そ
れ
を
示
す
の
が
一
七
八
七
（
天
明
七
）
年

に
尾
張
藩
主
徳
川
宗
睦
に
差
し
出
し
た
「
細
井
甚
三
郎
内
考
」
で
あ

る
七
五

。 

平
洲
曰
く
、
「
内
密
内

評
」
の
政
治
は

敵
方
へ
の
情

報
漏
洩
を
恐

れ
た
「
乱
世
軍
中
の
政
」
で
あ
り
、
泰
平
を
享
受
す
る
「
目
出
度
御

代
」
で
あ
る
今
日
の
政
情
に
は
概
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
。
今
日
の
政
治

は
「

公
論

公

評
」
を
旨

に

行
わ

な
け

れ

ば
な

ら
な

い

と
唱

導
す

る
七
六

。 

 

御
政
事
は
大
小
共
に
公
論
公
評
に
て
御
座
無
く
候
得
ば
、
衆
心

一
定
仕
ら
ず
候
。
衆
心
一
定
仕
ら
ず
、
唯
君
臣
一
両
人
の
心
慮

を
尽
し
候
ば
か
り
に
て
、
政
の
成
就
仕
る
事
は
、
古
今
其
例
相

見
え
申
さ
ず
候
。
さ
て
同
一
心
に
相
成
り
候
事
は
、
御
内
密
御

内
評
に
て
、
一
両
人
づ
つ
の
了
簡
を
聴
せ
ら
れ
、
両
一
人
仰
せ

含
め
ら
れ
候
分
に
て
は
、
参
ら
ず
儀
と
存
じ
奉
り
候
。
御
表
向

き
衆
人
広
座
に
て
、
君
臣
公
会
の
上
、
執
政
大
身
よ
り
有
司
小

臣
迄
、
御
政
事
に
預
り
候
程
の
輩
は
、
御
前
に
て
高
声
に
利
害

を
申
合
、
腹
蔵
無
く
直
言
を
尽
し
、
存
じ
含
み
候
胸
中
忌
み
嫌

ひ
な
く
申
し
上
げ
候
を
聴
せ
ら
れ
た
き
御
儀
と
奉
存
候
。
和
漢

共
に
明
君
賢
相
、
公
座
公
評
に
て
政
を
決
せ
ら
れ
候
事
、
上
古

よ
り
朝
廷
の
常
に
御
座
候
七
七

。 

 

平
洲
は
、
政
治
は
「
公
論
」
や
「
公
評
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
け
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れ
ば
「
衆
心
」
が
安
定
し
な
い
と
述
べ
る
。「
公
論
公
評
」
の
政
治
は

「
御
政
事
に
預
り
候
程
の
輩
」
が
「
御
前
に
て
高
声
に
利
害
を
申
合
、

腹
蔵
無
く
直
言
を
尽
し
、
存
じ
含
み
候
胸
中
忌
み
嫌
ひ
な
く
申
し
上

げ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
七
八

。 

 

続
け
て
平
洲
は
「
公
論

公
評
の
益
」
を
具

体
的

に
列
挙
す
る
が
、

例
え
ば
「
公
論
の
上
に
て
御
定
め
成
さ
れ
候
御
役
人
迚
も
、
數
多
の

內
才
不
才
も
有
る
可
く
御
座
候
得
共
、
御
役
人
御
取
替
は
無
之
と
安

心
仕
候
得
は
、
昨
日
の
仕
損
じ
は
今
日
取
直
し
、
今
日
の
間
違
は
明

日
引
直
し
、
日
に
月
に
巧
者
に
相
成
り
心
た
し
か
に
踏
込
み
つ
よ
く

相
成
候
事
」
と
述
べ
て
い
る
七
九

。
つ
ま
り
、
公
論
に
よ
っ
て
役
人
を

決
め
た
以
上
、
才
不
才
の
差
が
あ
っ
て
も
、
取
替
が
な
い
と
安
心
し

て
勤
め
に
励
む
こ
と
が
で
き
、
日
々
よ
り
巧
み
に
仕
事
を
行
え
る
よ

う
に
な
る
と
平
洲
は
説
い
て
い
る
。
仮
に
退
け
る
に
し
て
も
「
公
を

以
て
御
退
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
こ
の
よ
う
に
「
二
十
三
十
も
五

十
百
も
公
座
公
論
の
益
」
は
あ
る
が
、
公
座
公
論
の
重
要
性
は
「
誠

を
推
し
て
人
の
腹
中
に
を
く
」
と
い
う
「
古
今
明
君
賢
相
の
美
徳
の

第
一
」
の
実
現
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
八
〇

。
君
臣
や
同

役
の
者
が
心
を
隔
て
ず

、
「
大
勢
の
知
恵
無

殘
御
用

」
に
立
て
る
た

め
に
は
、
兎
に
も
角
に
も
「
公
論
公
評
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
八
一

。 

こ

の

上

下

が

心

を

通

わ

せ

て

政

治

は

な

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と
い
う
発
想
そ
れ
自
体
は
『
嚶
鳴
館
遺
草
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る
。
平
洲
は
「
上
下
一
和
」
の
政
治
を
説
き
、
そ
れ
の
実
現
に
あ
た

り
「
相
談
と
申
時
は
貴
賤
上
下
の
差
別
な
く
、
人
々
了
見
を
申
合
候

て
、
是
非
曲
直
無
腹
蔵
論
判
い
た
し
候
事
」
が
求
め
ら
れ
る
と
説
い

た
八
二

。
加
え
て
、
平
洲
は
自
身
の
体
験
談
も
元
に
上
下
一
和
は
可
能

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
平
洲
は
あ
る
大
名
屋
敷
で
の
講
義
を
し
た
の

ち
、
会
食
懇
談
の
場
に
も
在
席
し
た
が
そ
こ
で
の
光
景
は
次
の
よ
う

で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。 

 

時

々

は

上

座

執

政

の

人

も

か

は

る

か

は

る

立

候

て

酌

を

い

た

し
、
末
々
役
筋
へ
も
た
べ
さ
せ
申
候
程
に
一
堂
の
上
に
て
底
意

な
く
お
も
ひ
お
も
ひ
の
了
見
を
申
談
し
、
是
非
邪
正
の
評
議
を

公
に
致
し
候
に
付
い
つ
と
な
く
人
心
一
和
た
し
、
其
節
の
取
扱

万
事
模
様
よ
く
政
治
も
相
立
候
て
、
主
君
に
も
甚
満
足
の
事
に

候
ひ
き
八
三

。 

 つ
ま
り
、
上
下
が
分
け
隔
て
な
く
、
歓
談
し
、
政
治
に
つ
い
て
腹
蔵

な
く
公
に
評
議
し
た
こ
と
で
、
人
心
は
統
一
さ
れ
、
政
治
も
う
ま
く

運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
平
洲
は
述
べ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
こ
う
し

た
体
験
が
「
細
井
甚
三
郎
内
考
」
に
お
け
る
「
公
論
公
評
」
の
政
治

へ
と
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

「
細
井
甚
三
郎
内
考
」
が
示
す
平
洲
の
思
想
の
巍
然
た
る
特
色
は

何
よ
り
「
公
論
公
評
」
の

政
治
が
求
め
る
政

治
の

公
開
性
で
あ
る
。

議

論

を

重

ん

じ

る

こ

と

そ

れ

自

体

は

徳

川

政

権

に

お

い

て

も

見

ら
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れ
る
。
先
に
引
用
し
た
宝
永
の
『
武
家
諸
法
度
』
を
改
め
て
確
認
す

れ
ば
、
新
井
白
石
（
一
六
五
七―

一
七
二
五
）
が
関
与
し
た
一
七
一

〇
（
宝
永
七
）
年
の
『
武
家
諸
法
度
』
は
「
同
列
相
和
ぎ
て
衆
議
を

会
し
、
上
聞
を
壅
が
ず
し
て
下
情
を
通
じ
、
偏
頗
な
く
贔
屓
あ
ら
ず
」

と
い
っ
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
八
四

。 

だ
が
、
平
洲
の
内
考
は
法
度
よ
り
も
更
に
議
論
を
推
し
進
め
、
政

治

に

与

る

者

全

員

が

一

堂

に

会

し

て

政

治

や

利

害

を

論

じ

合

う

こ

と
を
求
め
て
い
る
。
近
代
民
主
主
義
に
お
け
る
公
開
性
の
重
要
性
を

考
え
た
と
き
、
こ
の
内
考
が
示
す
政
治
の
公
開
性
の
持
つ
現
代
的
意

義
は
大
き
い
。
と
は
言
え
、
平
洲
に
お
け
る
公
論
政
治
の
思
想
や
公

開
の
理
念
は
政
治
へ
の
参
加
者
で
あ
る
「
有
司
小
臣
」
に
限
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
民
衆
が
政
治
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持

ち
得
る
の
か
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
政
治
が
民
衆
に
公
開
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
平
洲
自
身
、

内

考

に

て

示

し

た

自

ら

の

考

え

を

よ

り

発

展

さ

せ

た

文

章

を

残

さ

な
か
っ
た
。
従
っ
て
、『
国
是
三
論
』
に
て
官
府
が
得
た
利
益
を
「
公

に
衆
に
示
し
、
悉
く
是
を
散
じ
て
救
恤
」
す
る
こ
と
を
説
い
た
幕
末

の
思
想
家
横
井
小
楠
（
一
八
〇
九―

一
八
六
九
）
に
比
べ
れ
ば
、
平

洲
の
説
く
「
公
論
公
評
」
の
政
治
に
お
い
て
民
衆
の
存
在
は
軽
ん
じ

ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
八
五

。 

そ
れ
で
は
、
民
衆
に
お
い
て
公
論
は
ど
れ
程
日
常
語
と
し
て
浸
透

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
六
〇
三
年
か
ら
一
六
〇
四
年
に
か
け
て

出
版
さ
れ
た
『
エ
ヴ
ォ
ラ
本
日
葡
辞
書
』
は
、
当
時
の
人
々
が
用
い

た
言
葉
を
網
羅
的
に
凡
そ
三
万
二
千
語
収
録
し
て
い
る
。
こ
の
辞
書

に
も

C
ô

r
o

n

（
こ
う
ろ
ん
）
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
八
六

。
辞
書
に

よ
れ
ば
、C

ô
r

o
n

と
は

C
o

n
t
e

n
d

a
 

d
e

 
p

a
la

v
r

a
s

、
則
ち
口
で
の

争
い
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
の
「
こ
う
ろ
ん
」
は
公
論

で
は
な
く
口
論
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
日
本
語
訳
で
は
「
口

論
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
儒
教
的
な
理
念
で
あ
る
「
公

論
」
が
少
な
く
と
も
十
七

世
紀
の
初
め
に
お

い
て

は
、
「
先
生
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
の
馬
鹿
で
な
し
」
と
い
っ
た
諷
刺
を
き
か
せ
る
庶
民
に

お

い

て

は

そ

れ

ほ

ど

馴

染

み

深

い

も

の

で

は

な

か

っ

た

こ

と

を

示

唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
情
は
公
儀
が
勢
威
を
振
る
う

江
戸
時
代
の
間
は
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
公
論
を
、
主
と
し
て

豪
農
商
層
で
は
あ
ろ
う
が
民
衆
が
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
民

衆

の

間

で

俄

然

政

治

意

識

が

高

ま

っ

た

自

由

民

権

運

動

期

で

あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
「
公
論
」
の
理
念
は
最
早
儒

教
的
な
正
当
性
観
念
に
の
み
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

 

小
結 

議
論
が
や
や
多
岐
に
わ
た
っ
た
た
め
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を

結
論
に
て
ま
と
め
れ
ば

、
「
公
論
」
と
い
う

言
葉
が

頻
出
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
元
々
は
中

国
由
来
で
あ
り
、
え
て
し
て
儒
教
的
な
公
私
観
を
反
映
さ
せ
て
い
た
。
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そ
の
た
め
、
日
本
に
お
い
て
も
私
論
と
の
対
置
が
念
頭
に
置
か
れ
る

形

で

公

正

な

る

意

見

と

し

て

の

公

論

と

い

う

風

に

用

い

ら

れ

る

こ

と
が
多
か
っ
た
。
た
だ
し
、
中
国
の
古
典
に
お
け
る
公
論
の
用
例
と

比
べ
れ
ば
、
日
本
の
用
例
は
「
天
下
の
公
論
」
と
い
う
よ
う
に
よ
り

直
接
的
に
「
天
」
と
結
び
つ
き
、
自
ら
の
正
し
さ
を
普
遍
的
な
存
在

に
仮
託
す
る
と
い
う
点
に
そ
の
特
色
が
見
ら
れ
た
。 

ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
の
「
公
」
も
存

在
し
た
。
こ
の
「
公
」
は
公
が
私
に
優
先
す
る
と
い
う
入
れ
子
型
の

構
造
を
な
し
て
お
り
、
「
公
儀
」
と
い
う
言

葉
が
専

ら
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
国
家
や
政
治
権
力
を
表
象
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
「
公
儀
」

の
観
念
は
徳
川
政
権
に
賦
与
さ
れ
、
武
威
や
御
威
光
が
勢
威
を
振
る

っ
て
い
た
が
故
に
「
公
論
」
は
政
治
的
影
響
力
を
剝
奪
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
、「
お
ほ
や
け
」
と
し
て
の
「
公
」
は
公
が
私
に
優
先
す
る
と
い

う
構
図
の
下
で
、
既
存
の
秩
序
な
い
し
は
上
位
の
権
力
に
対
し
て
変

革
を
求
め
る
機
能
を
持
た
ず
、
あ
く
ま
で
も
公
に
奉
仕
し
て
い
く
こ

と
、
即
ち
こ
う
し
た
意
味
で
の
滅
私
奉
公
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点

に
そ
の
問
題
が
あ
っ
た
。

だ
が
、
「
公
儀
」

た
る
徳

川
政
権
は
そ
の

内
部
に
議
論
を
重
ん
じ
る
政
治
構
造
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と

が
「
公
論
」
の
興
隆
に
あ
た
り
、
結
果
と
し
て
は
資
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
と
は
言
え
、「
公
儀
」
は
「
公
儀
」
で
あ
る
限
り
、
決
し
て
批

判
の
対
象
と
は
な
り
得
ず

、
「
公
儀
」
を
否

定
す
る

に
は
徳
川
政
権

が
最
上
位
の
「
お
ほ
や
け
」
で
は
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
別
の
正
統

性
原
理
か
ら
批
判
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
別
の
正
統
性
原

理
の
役
割
を
果
た
し
た
の

が
幕
末
維
新
期
の

「
公

論
」
で
あ
っ
た
。 

赤
穂
事
件
の
一
連
の
論
争
は
「
公
儀
」
の
在
り
方
と
そ
れ
が
「
公

論
」
と
如
何
な
る
関
係
に

あ
っ
た
か
を
示
す

好
個

の
事
例
で
あ
る
。

幕

藩

体

制

下

の

日

本

に

お

い

て

赤

穂

浪

士

た

ち

の

討

入

り

が

義

に

適
う
か
ど
う
か
を
巡
り
、
論
争
が
長
き
に
わ
た
り
繰
り
広
げ
ら
れ
た

が
、
そ
こ
で
は
「
お
ほ
や

け
」
た
る
「
公
儀

」
の

下
で
の
「
公
論
」

の
存
在
様
式
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
赤
穂
浪
士
を
擁

護
す
る
側
も
論
難
す
る
側
も
概
し
て
「
公
儀
」
を
敬
う
立
場
を
崩
さ

な
か
っ
た
が
、
太
宰
春
台
は
赤
穂
浪
士
を
批
判
し
つ
つ
も
、「
公
儀
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
に
、
つ
ま
り
「
お
ほ
や
け
」
の
権
威
を
あ
え

て
顧
慮
せ
ず
に
、
徳
川
政
権
の
裁
定
の
是
非
に
ま
で
論
及
し
て
お
り
、

そ
こ
に
彼
の
言
説
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
論

者
に
と
っ
て
「
公
儀
」
た
る
徳
川
政
権
の
仕
置
を
断
罪
す
る
こ
と
は

難
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め

、
「
公
論
」
の
公

平
さ
や

正
し
さ
の
天
秤

に
は
「
公
儀
」
の
圧
倒
的
な
権
力
と
権
威
が
載
せ
ら
れ
、「
公
論
」
が

「
公
儀
」
を
批
判
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。 

江
戸
時
代
、
「
公
論
」

が
多
く
の
儒
教

知
識
人
た
ち

に
よ
り
用
い

ら
れ
た
こ
と
は
、
幕
末
維
新
期
に
先
立
っ
て
こ
の
言
葉
が
、
少
な
く

と

も

知

識

人

の

間

で

は

共

有

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

を

示

し

て
い
る
。
山
鹿
素
行
は
、
朱
子
学
の
形
而
上
学
的
理
を
排
す
る
立
場

か
ら
、
公
論
を
天
下
の
人
々
の
是
と
す
る
も
の
と
同
一
視
し
て
い
た
。
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た
だ
し
、
後
年
に
は
自
ら
の
正
し
さ
を
公
論
に
託
す
用
例
も
見
ら
れ

た
。
細
井
平
洲
は
公
論
に
基
づ
く
政
治
を
行
う
た
め
に
政
治
に
携
わ

る
者
が
一
堂
に
会
し
て
忌
憚
な
く
議
論
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の

政
治
の
公
開
性
が
平
洲
の
公
論
思
想
の
特
色
で
あ
る
と
言
え
る
。
し

か
し
、
こ
の
公
開
性
が
民
衆
に
ま
で
は
恐
ら
く
及
ん
で
い
な
い
こ
と

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

最
後
に
や
や
先
取
り
す
る
形
で
幕
末
維
新
期
の
「
公
論
」
と
比
較

す
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
公
論
も
幕
末
の
そ
れ
も
正
論
と
し
て
の
意
味

合
い
を
帯
び
て
お
り
、
こ
の
正
し
さ
が
天
下
の
人
々
も
し
く
は
自
己

の
信
念
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
違
い
は
な
か
っ
た
。
た

だ
し
、
天
下
の
公
論
が
実
際
に
天
下
の
人
々
に
よ
っ
て
、
支
持
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
、
結
局
は
論
者
の
信
念
に
帰
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
こ
の

よ
う
な
正
論
と
い
う
意
味
合
い
故
に
、
公
論
は
規
範
概
念
に
も
な
り

得
た
。
だ
が
、
現
実
に
公
論
が
政
治
規
範
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
幕
末
期
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
公
論
は
政
治
性
を
剝
奪

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
規
範
的
な
理
念
が
概
し
て
不
可
避
的
に
自
己

の

正

し

さ

を

主

張

す

る

た

め

の

道

具

と

し

て

観

念

的

に

用

い

ら

れ

る
よ
う
に
、
公
論
も
ま
た
、
そ
の
名
の
下
で
相
手
を
「
私
」
と
し
て

批
判
す
る
な
ど
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
相
即
不
離
の
関
係
に
あ

っ
た
。
こ
の
規
範
性
と
そ
れ
に
付
随
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
つ
い

て
は
江
戸
時
代
と
幕
末
、
更
に
は
明
治
の
間
で
本
質
的
な
違
い
は
な

い
が
、
「
公
儀
」
の
権

威
と
権
力
が
弱
体
化

し
た
幕

末
以
降
、
そ
れ

が
よ
り
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
幕
末
に
て
公
論
は
現

実
の
政
治
と
相
即
的
に
展
開
し
て
い
き
、
政
争
の
中
で
、
よ
り
先
鋭

化

さ

れ

た

形

で

政

治

規

範

と

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

二

つ

の

様

相

を

呈

す
る
よ
う
に
な
る
。
畢
竟
、
江
戸
時
代
の
「
公
論
」
は
「
公
儀
」
を

批
判
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
が
、
確
か
な
批
判
的
潜
勢
力
を
有
し

て
お
り
、
か
つ
ま
た
そ
こ
に
豊
か
な
思
想
的
営
み
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
、
そ
の
後
の
公
論
の
歴
史
的
展
開
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
言
う

こ
と
が
出
来
よ
う
。 

 

注 

一

幕
末
維
新
期

の
公
論
研
究

の
代
表
的

な
も
の
と
し
て

以
下

の

研
究
が

挙
げ
ら
れ
る
。

尾
佐
竹
猛
『
維
新
前
後

に
於
け
る
立
憲
思
想
』
文
化

生
活
研
究
会
、

一
九
二
五

年
。
同
『
明
治
維
新
』
白
楊
社
、
一
九
四

七
年
。
井
上
勲
「
幕
末
・
維
新
期

に
お
け
る
『

公
議
輿
論
』
観
念

の

諸
相
」『
思
想
』
六
〇
九

号
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
三
五
四―

三
六
七
頁
。

三
谷
博
『
明
治
維
新

と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』

山
川
出
版

社
、
一
九
九

七
年
、
同
『
維
新
史
再
考 

公
議
・
王
政
か
ら
集
権
・
脱

身
分
化
へ
』

Ｎ
Ｈ
Ｋ

出
版
、
二
〇
一
七

年
。
尾
藤
正
英
『
江
戸
時
代

と
は
な
に
か
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六

年
。
高
橋
秀
直
『
幕
末
維
新

の
政
治
と
天

皇
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七

年
、
池
田
勇
太
『
維
新

変
革

と
儒
教

的
理
想
主
義
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
三
年
。
奈
良
勝
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司
『
明
治
維
新

を
と
ら
え

直
す―

非
「
国
民
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ

か
ら

再
考
す
る
変
革
の
姿―

』
有
志
舎
、
二
〇
一
八

年
。
伊
故
海
貴
則
『
明

治
維
新

と
〈
公
議
〉
：
議
会
・
多
数
決
・
一
致
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

二
二
年
。 

二
『
中
世
法
制
史
料
集 

第
二
巻
室
町
幕
府
法
』
佐
藤
進
一
、
池
内
義
資

編
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七

年
、
三
三
頁
。 

三

宮
地
正
人
『
幕
末
維
新
期

の
社
会
的
政
治
史
研
究
』
岩
波
書
店
、

一

九
九
九

年
、
一
三
三―

一
三
八
頁
。 

四

前
田
勉
『
江
戸
の
読
書
会
』
平
凡
社
、

二
〇
一
二

年
。 

五
「
巻

十
九 

脩
務

訓
」
『
新

釈
漢

文
大

系 

第

六
二

巻 

淮
南
子

（
下

）
』

楠
山
春
樹
、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
、
一
一
三
二―

一
一
三
九

頁
。 

六

江
戸
時
代

の
日
本
に
普
及

し
た
『
世
説
新
語
』

は

増
補
版
で
、

注
釈

書
が
十
種
類
以
上
あ
っ
た
ら
し
い
。
劉
義
慶
（
井
波
律
子
訳
注

）『
世

説
新
語 

一
』
平
凡
社
、

二
〇
一
三
年
、
三
一

頁
。 

七

小
野
重
伃
『
細
井
平
洲
『
小
語
』
注
釈
』
東
海
：
東
海
市
教
育
委
員

会
、
一
九
九
五
年
、
二
三―

二
五
頁
。 

八

劉
義
慶

（
井
波
律
子
訳
注

）
『
世
説
新
語 

三
』
平
凡
社
、

二
〇
一
四

年
、
二
二
二―

二
二
四

頁
。 

九

羅
漢
中
『
三
国
志
演
義
』
第
一
回
及

び
第
五
十
一
回

を
参
照
。 

一
〇 

「
朱
子
四 

内
任 

孝
宗
朝
」
『
朱
子
語
類
』
巻

一
〇
七

、
『
朱
子
語
類

大
全

：
和
刻
本 

一
四
〇

巻
』
巻
七

、
中
文
出
版
社
、

一
九
七
三

年
。 

一
一 

「
朱
子
四 

内
任 

孝
宗
朝
」
『
朱
子
語
類
』
巻

一
〇
七

、
『
朱
子
語
類

大
全
：
和
刻

本 

一
四
〇

巻
』
巻
七

。 

一
二 

「

朱
子
十
四 

訓
門
人
五
」『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
七
、『
朱
子
語
類
大

全
：
和
刻
本 

一
四
〇

巻
』
巻
七
。 

一
三 

朱
熹
（
土
田

健
次
郎
訳
注

）『
論
語
集
注 

三
』
平
凡
社
、
二
〇
一
四

年
、
四
七
五―

四
七
六

頁
。 

一
四 

「

礼
七 

祭
」『
朱
子
語
類
』
巻

九
〇
、『
朱
子
語
類
大
全
：
和
刻
本 

一

四
〇
巻
』
巻

六
、
中
文
出
版
社
、

一
九
七
三
年
。 

一
五 

こ
の

点
に
つ
い
て
溝
口
雄
三

は
「
日
本
と
中
国
の
天
の
ち
が
い
は
、

天
と

キ
リ
ス

ト
神
の
ち
が
い
ほ
ど
に

大

き
い
」
と
し
た
う
え
で

次
の

よ
う
に

述
べ

て
い
る
。「

日
本
で
は

幕
末

か
ら
明
治
期
に
、
た
と
え
ば

大
塩
中
斎

の

天
人
合
一
、
西
郷
南
洲

の

敬
天
愛
人
、
夏
目
漱
石

の
則

天
去
私
な
ど

、
お
そ
ら
く

無
欲
無
私
の
『

誠
』
の
現
世
超
越
性
、
純

粋
性
、
無
限
性

を
天

に
仮
託
し
た
、
い
わ
ば

純
粋
自
我
の

天
と
い
っ

た
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、

中
国
で
は
こ
う
い
っ
た
個
人
、
、
の、
覚
悟

に
属

す
る
も
の
が

一、
つ
の
、
、
天、
と
し
て

、
、
、
主
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
」
。
か
か
る
「

天
」
に
つ
い
て
の
日
本
と

中
国
の
認
識
の
違
い
が
「

公

論
」

の
用
い

ら
れ
方

に
も

差
異
を
与

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

溝
口

雄
三
『
中
国
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス

Ⅰ 

異

と
同
の
あ
い
だ
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一

年

、
一
一
四

頁
。 

一
六 
こ
の

章
で
は
日
本
と

中
国
の
「

公
論
」
の
比
較
を
通
し
て
、
日
本
に

お
け
る
「

公

論
」
の

特
質

を
剔
出
す
る
こ
と
を

試
み
た
が
、
儒
教
の

伝
播

と
発
展

を
鑑
み
る
に

朝
鮮
の
役
割

を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
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ろ
う
。
片
岡
龍
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
十
六

世
紀
後
半

か
ら
十
七
世

紀
前
半
に
か
け
て
「
公
共
」
と
い
う
語
が

朝
鮮
の
文
書
に
お
い
て

頻

出
し
、
そ
の

中
に
は
「

公
共
之
論
」
や
「

公
共
之
議
」

と
い
っ
た

朱

子
に
お
け
る
「

公
共
」

の
用
例
に
は
見
ら
れ
な
い
語
句
が
表
れ
て
い

る
こ
と
は

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
「

公
共
」

と
「
議
論
」

を

結
び

付
け
る
表
現
が
日
本

の
「
公
論
」
と

如
何
な
る

思
想
的
内
在
的

連
関

を
有
し
て
い
た
か
は

定
か
で
は
な
い
が
、

朝
鮮

に
お
け
る
「

公

共
之
論
」

と
日
本
に
お
け
る
「

公
論
」
が

並
行
的
に
頻
出
し
て
い
っ

た
と
い
う

事
実
は
、
比
較
思
想
的
観
点

か
ら

見
て
着
目
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
「

公
共
之
論
」
の
用
例

を
鑑
み
て
も
、「
天
下
の

公
論
」
が
含
意
す
る
「

天
下

」
と
の
結
び
つ

き
が

日
本
に
お
け
る
「

公
論
」
の
特
質
で
あ
る
こ
と
に
は

変
わ
り
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

片
岡
龍
「
退
溪
門
下

か
ら

旅
軒
・
張
顯
光
に
い
た

る
『
公
共
』―

―
 

人
間
主
体
・
社
会
・
自
然 

―
―

」『A
s

ia
 J

a
p

a
n

 

J
o

u
r

n
a

l

』
、
一
〇
巻
、

二
〇
一
五
年
、
一―

三
二

頁
。 

一
七 

宮
城
公
子
『
幕
末
期

の

思
想
と
習
俗
』
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
〇
四

年
、

二
六―

二
七
頁
。
ま
た
、

橋
本
昭
彦
『
江
戸
幕
府
試
験
制
度
史

の
研

究
』
風
間
書
房
、
一
九
九
三

年
も
参
照
の
こ
と
。 

一
八 

こ
の

点
に
つ
い
て
は
前
田
勉
『
兵
学

と
朱
子
学
・
蘭
学
・
国
学
』（
平

凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）
や
渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア

の

王
権
と
思
想 

増
補

新
装
版
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を

参
照
の
こ
と
。 

一
九 

例
え
ば
、
『
経
済
表
』
（T

a
b

le
a

u
 É

c
o

n
o

m
iq

u
e

）
で
知
ら
れ
る

フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
ケ
ネ
ー

（
一
六
九
四―

一
七
七
四

）
は
こ
う
し
た

重
農

主
義
者
の
中

で
も
よ
く

知

ら
れ
た
人
物

で
あ
ろ
う
。
彼
の

著
作

で
あ

る

D
e

s
p

o
t
is

m
e

 d
e

 la
 C

h
in

e

で
は
、
彼
は
中
国
の
科
挙
制
度

と
専

制
政
治

を
高

く
評
価

し
た
。Q

u
e

s
n

a
y

, D
e

s
p

o
t
is

m
e

 d
e

 la
 C

h
in

e
, 

1
7

6
7

.  

二
〇 

石
井
紫
郎
校
注
『
近
世
武
家
思
想 

日
本
思
想
大
系

二
七

』
岩
波
書

店
、
一
九
七

四
年
、

二
〇
五
頁
。 

二
一 

た
だ
し
、
石

井
紫
郎

は
「

貞
丈
家
訓
」
に
お
け
る
こ
の
文
言

の
解
説

に
お
い
て
、

天
は
あ
く
ま
で
も

天
気
や

天
候
、
寿
命
と
い
っ
た

自
然

現
象

に
限
定

さ
れ
て
お
り
、
儒
教
的

な

最
高
規
範
と
し
て
の
天
は
含

意
さ
れ
て
い
な
い
と

指
摘

し
て
い
る
。
ま
た
、

法
学
者
瀧
川
政
次
郎

は
「

非
理
法

権
天
」

と
い
う
語
句
に
つ
い
て

比
較
的
詳
細

に
分
析
し

て
お
り
、
か
つ
こ
の

語
が

楠
木
正
成
の

旗
印
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う

逸
話
が
後
世

の
作
り

話
で
あ
る
と
推
断

し
て
い
る
。「
貞
丈
家
訓
」『
近

世
武
家
思
想 

日
本
思
想
大
系
二
七
』
一
〇
〇

頁
、
瀧
川
政
次
郎
『
非

理
法
権
天 

新

装
版
』
青
蛙
房
、

二
〇
一
五
年
、
一
九―

三
〇

頁
。 

二
二 

石
井
良
助
『
近
世
法
制
史
料
叢
書 

一 

訂
正
版
』
創
文
社
、
一
九
五

九
年
。 

二
三 

申
維
翰
『
海
游
録
』
平
凡
社
、

一
九
七
四

年
、
三
〇
〇
頁
。 

二
四 
尾
藤
正
英
『
江
戸
時
代
と
は
な
に
か
』
、

二
〇
〇―

二
〇
一

頁
。 

二
五 

深
谷
克
己
「
公
儀

と

幕
藩
制
」
、
一
五
〇―

一
六
一
頁
、
尾
藤
正
英
、

前
掲
書
、

六

三―

六
九

頁
。 
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二
六 

『
中
世
法
制
史
料
集 

第
二
巻
室
町
幕
府
法
』
、

三
三―

三
七

頁
。 

二
七 
以
下

の
研
究
が
「
公
儀
」
や
「
お
ほ
や
け
」
に

関

す
る
先
行
研
究

と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。『
有
賀
喜
左
衞
門
著
作
集 

Ⅳ 

封
建
遺
制

と
近
代

化
』
第
二
版
、
未
来
社
、

一
九
七
四
年
、

一
八
七―

二
九
一
頁
。
深

谷
克
己
「
公
儀

と
幕
藩
制
」
『
大
系
・
日
本
国
家
史

三 

近
世
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
七
五

年
、
一
四
七―

一
八
六

頁
。
朝
尾
直
弘
「
幕

藩
制
と
天
皇
」『
大
系
・
日
本
国
家
史

三 

近
世
』
、
一
八
七―

二
二
二

頁
。
同
『
将
軍
権
力

の

創
出
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
四

年
（
こ
の
本

は
『

朝
尾
直
弘
著
作
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
）
。

溝
口
雄
三
『
中
国

の
公
と
私
』
研
文
出
版
、

一
九
九
五

年
。
田
原
嗣
郎
「
日
本
の
『
公
・
私
』
」
溝
口
雄
三
『
中
国

の
公
と
私
』
、
九
一―

一
三
〇

頁
。
渡
辺
浩
「
『

お
ほ
や
け
』『
わ
た
く

し
』
の
語
義
」
佐
々
木
毅
・
金
泰
昌
『
公
共
哲
学

一 

公
と
私

の
思
想

史
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
、

一
四
五―
一
五
四
頁
。
水

林
彪
「
日
本
的
『
公
私
』
観
念

の
原
型
と

展
開
」
佐
々
木
毅
・
金
泰

昌
『
公
共
哲
学

三 

日
本

に
お
け
る
公
と
私
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
二

年
、
一―

一
八
頁
。
尾
藤
正
英
、
前
掲
書
、
六
一―

七
一

頁
。

福
田
千
鶴
「
江
戸
幕
府
の
成
立
と
公
儀
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第

十
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
、
二
〇
五―

二
三
七

頁
。 

二
八 

溝
口
雄
三
『
中
国

の
公
と
私
』
、
一
六
九

頁
。 

二
九 

福
田
千
鶴
、
前
掲
論
文
、

二
三
〇
頁
。 

三
〇 

豊
臣

秀

吉

（
日

下

寛
編

）
『
豊

公

遺

文
』

博

文
館

、

一

九

一
四

年

、

二
一
〇

頁
。 

三
一 

尾
藤
正
英
、
前
掲
書
、
六
五
頁
。 

三
二 

荻
生
徂
徠
（

平
石
直
昭
校
注

）『
政
談—

服
部
本
』
平
凡
社
、
二
〇
一

一
年
、

一
六

二
頁
。 

三
三 

『

日
本

思
想

大
系 

二

七 

近
世

武
家

思
想

』

四

五

九―

四

六
〇

頁

。 

三
四 

あ

る
い

は

ア

ナ
ー

キ

ー

的

に

代

替
的

統

治

イ
デ

オ
ロ

ギ

ー

を

持

た

ず
に
「
公
儀

」
秩
序

を
破
壊
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
性

と
し
て

存

在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が

実
際
に
行

わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

三
五 

幕
末

に
お
け
る
「
志
士
」
た
ち
に
よ
る

全
国
的
な
「
横
議
」
と
「
横

行
」

の
広
が

り
が
従
来

の

政
治
様
式
と

異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は

藤

田
省
三
が
す

で
に
指
摘

し
て
い
る
。

藤
田
省
三
『
藤
田
省
三
著
作
集

四 

維
新
の
精

神
』
み
す
ず

書
房
、

一
九
九
七

年
、
四―

八
頁
。 

三
六 

「

常
憲
院
殿

御
實
紀 

巻
四
十
七
」『
徳
川
實
紀 

第
六
篇
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八

一
年
、

四
九
九―

五
〇
〇

頁
。 

三
七 

浅
見
絅
斎
「
四
十
六
士
論
」
石
井
紫
郎
校
注
『
日
本
思
想
大
系 

二

七 

近
世
武
家

思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四

年
、
三
九
〇

、
三
九
四

頁
。

ま
た
「

公
法
行
於
上
、
私
義
伸
於
下
」

と
い
う
語
句

は
『

日
本

思
想
大
系 

二

七 

近
世
武
家
思
想
』

に
お
い
て
は
出
典
未
詳
と
さ
れ

て
い
る
が
、
『

朱
子
語
類
』

に
同
句
が
確
認

で
き
る
。
「
論
語
二
十
六 

憲
問
」『
朱
子
語
類
』
巻
四
四
、『
朱
子
語
類
大
全
：
和
刻
本 

一
四
〇

巻
』
巻

三
、

中
文
出
版
社
、

一
九
七
三

年
。 

三
八 

太
宰
春
台
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」
『
日
本
思
想
大
系 

二
七 

近
世
武
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家
思
想
』

四
〇
五―

四
〇
六

頁
。 

三
九 
太
宰
春
台
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」

四
〇
六

頁
。 

四
〇 

太
宰
春
台
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」

四
〇
六

頁
。 

四
一 

こ

の

語

は

中

国
に

お

け
る

天

子

の
異

称

で

あ
る

が
、

こ

こ

で
は

公

儀
を
指
し
て
い
る
。 

四
二 

太
宰
春
台
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」

四
〇
六

頁
。 

四
三 

太
宰
春
台
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」

四
〇
七

頁
。 

四
四 

太
宰
春
台
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」

四
〇
七

頁
。 

四
五 

太
宰
春
台
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」

四
〇
七

頁
。 

四
六 

伊
奈
忠
賢
「
四
十
六
士
論
」
『
日
本
思
想
大
系 

二
七 

近
世
武
家
思

想
』
四
三
八
頁
。 

四
七 

伊
奈
忠
賢
「
四
十
六
士
論
」

四
三
八
頁
。 

四
八 

伊
奈
忠
賢
「
四
十
六
士
論
」

四
四
一
頁
。 

四
九 

田
原
嗣
郎
『
赤
穂
四
十
六
士
論―

幕
藩
制

の
精
神
構
造―

』
吉
川
弘

文
館
、

一
九
七
八
年
、

六
五―

六
九
頁
。 

五
〇 

前
掲
書
、
六
五―

六
六
頁
。 

五
一 

『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第

三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
六
五―

六
六
頁
。 

五
二 

『
明

治
文

学
全

集 

十
二 

大

井
憲

太
郎 

植

木
枝

盛 

馬
場
辰

猪 

小

野
梓
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
三
年
、
一
四
三
頁
。 

五
三 

前
掲
書
、
一
四
三
頁
。 

五
四 

公

論

と

輿

論

は
意

味

上
重

な

る

部
分

も

あ

る
が

、

公

論

は

公
明

正

大
な

意
見
や

正
論
と
い
う

意
味
合
い
を

帯
び
る
の
に
対
し
て
、

輿
論

は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が

本
質
的
な

違

い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い

て
は
別
稿

で
詳
述
す
る

予
定

で
あ
る
。 

五
五 

前
田
勉
「
公
論
」
、
五
二―

五
三
頁
。
前
田

は
「
此
れ
固

よ
り

天
下

の
公
論
に
し

て
、
一
人

の

私
議
に
非

ず
。

何
ぞ
私
に
其
の

好
む
所
に

阿
り
、
師
門

を
議
す
る
の

嫌

を
避

く
る
こ
と
を

得
ん
や
」（

佐
藤
直
方

『
韞
蔵
録
』
巻
二

）
、「
当
世
は
才
知
の
あ
ら
そ
ひ
、
そ
ね
み
な
ど
に
て
、

善
な
れ
ど
も
、
人
の
言

を
用
ま
じ
き
凡
情

あ
り
。
後
生
は
そ
ね
ま
る
ゝ

人
、
争
人
共

に
な
く
成

て
、
公
論
に
成
侍

り
ぬ
」（
熊
沢
蕃
山
『
集
義

外
書
』
巻
七

）
、
「
韓
文
公
、
程
伊
川
、
朱
晦
翁
、
王
新
建

の
当
時
に

在
る

屋
、
擯

排
斥
逐
、
余
力
を

遺
さ
ず
。

然
れ
ど
も
後
生

に
至
て
、

其
の
美
名
芳

躅
、
弥
々
遠

く
弥
々
彰
る
。
日
月
と
光
を
争
ふ
に

至
る
。

公
論
の
天
下

に
在
る
、
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

此
の
如
し
」（
伊
藤
仁

斎
『
童
子
問
』
巻
中

）
、
「
古
語
に
曰

く
、

公
論
は
百
年
に
し
て

後
定

ま
る
と
。

何

ぞ
や
。

没
後

に
至

れ
ば
、

則
ち
愛
憎
の
私
無

き
を

以
て

な
り
。
故
に

当
時
の
毀
誉

は
、
以
て
公
論

と
為
す
に
足
ら
ず
」（
貝
原

益
軒
『
慎
思
録
』
巻
三

）
な
ど
の
用
例

を
列
挙
し
て
い
る
。 

五
六 

前
田
勉
「
公
論
」
、

五
三
頁
。 

五
七 

江
戸
時
代
の
「
公
論
」
概
念

は
大
筋
に
お
い
て
「

天
下
」
と
「

一
人
」

の
二
項
対
立
的

な
形

で
把
捉
さ
れ
た
こ
と
は

首
肯
で
き
る
が
、

本
文

中
で

取
り
上

げ
る
細
井
平
洲
の

公
論
の

用
例
の
よ
う
に
「

天
下
」

と

「
一
人
」
の
枠

組
み
に

収
斂

さ
れ
な
い
「

公
論
」
の
在
り
方
も
ま
た

江
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戸
時
代

に
存
在
す
る
こ
と
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

五
八 

「
集
義
外
書
」
巻
一
、
三
『
蕃
山
全
集
』
第

二
冊
、
蕃
山
全
集
刊
行

会
、
一
九
四
一―

四
三

年
、
一
六
、
六
七

頁
。 

五
九 

柳
川

市

史

編
集

委

員
会

編

『
柳

川

文
化

資

料

集

成 

第

二

集 

安

東

省
菴
集 

翻
字
編
』
柳
川
市
、
二
〇
一
四
年
、
一
九

頁
。
西
田
耕
三
『
啓

蒙
の
江
戸 

江
戸
思
想
が
よ
び
お
こ
す
も
の
』
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
一

七
年
、

二
九―

三
八
頁
。 

六
〇 

『
柳
川
文
化
資
料
集
成 
第
二
集 

安
東
省
菴
集 

翻
字
編
』
、
一
九
頁
。 

六
一 

広
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
一

年
、

八
四
頁
。 

六
二 

広
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇

年
、
二
六
五
頁
。 

六
三 

『
新
釈
漢
文
大
系 

第
四
巻 

孟
子
』
内
野
熊
一
郎
、
明
治
書
院
、
一

九
六
二

年
、
五
四―

五
五

頁
。 

六
四 

『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
十
二
巻
、

二
六
六

頁
。 

六
五 

前
掲
書
、
二
六
六
頁
。 

六
六 

前
掲
書
、
二
六
六
頁
。 

六
七 

前
掲
書
、
二
六
六
頁
。 

六
八 

『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
九
巻
、
八
四
頁
。
ま
た
山
鹿
素
行

の

思
想
に

つ
い
て
は
、
立
花
均
『
山
鹿
素
行

の
思
想
』（
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
〇

七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。 

六
九 

広
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇

年
、
八
三―

八
四
頁
。 

七
〇 

『

山
鹿
素
行

全
集
』
第
十
二
巻
、

二
六
五

頁
。 

七
一 

前
掲
書
、
五
八
九
頁
。 

七
二 

前
掲
書
、
五
八
九
頁
。 

七
三 

前
掲
書
、
五
九
三
頁
。 

七
四 

鬼
頭
有
一
『
叢
書
・
日
本
の
思
想
家 

㉑ 

細
井
平
洲
・
附
中
西
淡
淵
』

明
徳
出
版
社
、

一
九
七
七

年
。
前
田
勉
「
細
井
平
洲

に
お
け
る

教
育

と
政
治―

「

公
論
」
と
「

他
人
」
に

注
目

し
て―

」『
愛
知
教
育
大
学

研
究
報
告 

人

文
・
社
会
科
学
編
』
六
三

号
、
二
〇
一
四
年
、
五
三―

六
一
頁
。 

七
五 

『

東
海
市
史 

資
料
編
』
第
三
巻
（
東
海
市
史
編

さ
ん
委
員
会
編
、
一

九
七
九
年
）

の
二
九
三―

二
九
五
頁

に

原
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
鬼
頭

有
一
の

前
掲
書
の

巻
末
資
料

三
〇
四
頁
か
ら

三
〇
七

頁

に
か
け
て
も
「

細
井
甚
三
郎
内
考
」

の

原
文
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

二
二
二
頁
か

ら
二
二
七

頁

に
か
け
て
そ
の

趣
旨
が
抄
出
さ
れ
て
い
る
。 

七
六 

『

東
海
市
史 

資
料
編
』
第
三
巻
、

二
九
三

頁
。 

七
七 

前
掲
書
、
二
九
三
頁
。 

七
八 

前
掲
書
、
二
九
三
頁
。 

七
九 

前
掲
書
、
二
九
四
頁
。 

八
〇 
前
掲
書
、
二
九
四―

二
九
五
頁
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
「

凡
人

の

実
は
、

天
よ
り
貰
ひ

受
た
る

誠
な
れ
ば
、
其
実

を
失
ひ
申
さ
ぬ
や
う
に
す
る

が
、

人
の
肝

心
な
れ
ば
、

其
実
の
道

に

違
わ
ぬ
や
う
に
さ
へ
し
た
れ
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ば
、
人
間
一
生
無
疵

に
世
界

が
わ
た
ら
れ
る
。
」
と
い
う

言
葉

が
示
す

よ
う
に
人
の
在
り
方
と
し
て
「

誠
」
を
重

ん
じ
る
平
洲
の
考
え
方
も

示
さ
れ
て
い
る
。
細
井
平
洲
『
平
洲
全
集
』
隆
文
館
、
一
九
二
一

年
、

九
四
八―
九
四
九
頁
。 

八
一 

前
掲
書
、
二
九
五
頁
。 

八
二 

前
掲
書
、
二
六
二
頁
。 

八
三 

前
掲
書
、
二
六
三
頁
。 

八
四 

『

日
本

思
想

大
系 

二

七 
近
世

武
家

思
想

』

四

五

九―

四

六
〇

頁

。 

八
五 

山
崎
正
董
編
『
横
井
小
楠
遺
稿
』
日
新
書
院
、
一
九
四
二

年
、
三
六

頁
。 

八
六 

大
塚
光
信
『

エ
ヴ
ォ
ラ

本
日
葡
辞
書
』
清
文
堂
、
一
九
九
八

年
、
一

一
七
頁
。 

（
東
京
外
国
語
大
学
・
院
） 

 


