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〉

こ
れ
ま
で
の
日
本
思
想
史
研
究
で
は
、
近
世
前
期
の
儒
者
は
仏
教
に
対
し

て
、
批
判
的
・
敵
対
的
だ
と
見
做
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
山
鹿
素
行
・
熊
沢
蕃

山
・
伊
藤
仁
斎
の
三
者
は
、
仏
教
の
存
在
を
容
認
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
儒
者
の
仏
教
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
違
和

感
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
林
羅
山
・
山
崎
闇
斎
ら
の
朱
子
学
者
は

仏
教
へ
の
批
判
が
厳
し
か
っ
た
。
素
行
ら
三
者
は
、
儒
教
思
想
の
面
で
朱
子
学

と
距
離
を
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
素
行
ら
の
朱
子
学
批
判
が
、
仏
教
へ
の
議

論
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
儒
仏
関
係
の
研
究
で
は

儒
者
を
一
括
し
て
儒
教
陣
営
と
し
て
扱
う
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
儒
教
内
で
の
思

想
の
違
い
が
仏
教
へ
の
議
論
に
も
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
儒
者
の
儒
教
面
で
の
思
想
の
違
い
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
近
世
の
儒
仏

関
係
の
あ
り
方
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

日
本
思
想
史　

近
世　

山
鹿
素
行　

朱
子
学　

水
土
論

は
じ
め
に

日
本
思
想
史
に
お
け
る
近
世
と
は
儒
教
が
台
頭
し
て
く
る
時
代
で
あ
る
。
中

世
ま
で
の
思
想
界
に
お
い
て
中
心
を
な
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
く
仏
教
で
あ

り
、
儒
教
が
本
格
的
に
日
本
中
へ
浸
透
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
仏
教
と
の
対

敗
あ
あ
あ
あ
あ　

（
1
）

近
世
前
期
儒
者
の
仏
教
へ
の
姿
勢
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
　
　
　
― 

十
七
世
紀
後
半
を
中
心
と
し
て 

―

A
 Study on the A

ttitude tow
ard Buddhism

 by Confucian Scholars in the 
Early M

odern Period: 
Focusing on the L

atter Half of the 17th C
entury

石　

橋　

賢　

太

ISH
IBA

SH
I K

enta

（  9 ）

都留文科大学研究紀要　第96集（2022年10月）
The Tsuru University Review , No.96（October, 2022）



決
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
儒
教
と
仏
教
と
の
関
係
は
近
世

特
有
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
盛
ん
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

ら
の
研
究
で
は
、
近
世
の
儒
者
た
ち
は
仏
教
に
対
し
批
判
や
排
斥
と
い
っ
た
敵

対
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た
。

た
し
か
に
近
世
日
本
儒
学
の
祖
で
あ
る
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一
九
）

は
次
の
よ
う
に
い
い
放
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

�

仏
者
よ
り
こ
れ
を
言
へ
ば
、
真
諦
あ
り
、
俗
諦
あ
り
、
出
世
間
あ
り
。
も

し
我
を
以
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
則
ち
人
倫
は
皆
真
な
り
。
未
だ
君
子
を
呼

ん
で
俗
と
す
る
を
聞
か
ず
。
我
、
恐
ら
く
は
僧
徒
、
乃
ち
こ
れ
俗
な
ら
ん

こ
と
を
。
聖
人
、
何
ぞ
人
間
世
を
廃
せ
ん
や
。（『
惺
窩
先
生
行
状
』）

仏
教
は
超
俗
的
な
真
理
（「
真
諦
」）
を
想
定
し
て
、
世
俗
の
生
活
世
界
を
顧

み
な
い
。
だ
が
、
真
実
の
価
値
は
世
俗
の
世
界
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
り
、
自
分

は
世
俗
に
沿
う
こ
と
に
意
義
を
認
め
る
。
か
つ
て
仏
寺
で
学
ん
だ
惺
窩
は
こ
の

よ
う
に
宣
言
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
生
活
に
即
し
た
儒
教
が
仏
教
よ
り
も
優
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
な
お
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
惺

窩
先
生
行
状
』
は
林
羅
山
（
一
五
八
三
～
一
六
五
七
）
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
惺
窩
の
考
え
で
あ
る
と
い
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
仏
教
か
ら
儒
教
へ
と
い
う
、
中
世
か
ら
近
世

へ
の
主
導
的
思
想
の
変
化
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
は
羅
山
が
描
い
た
惺
窩
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
近
世
儒
者
の
典
型

的
な
姿
勢
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
儒
者
た
ち
は

い
つ
ま
で
も
排
仏
を
唱
え
た
の
で
は
な
く
、
近
世
中
期
ご
ろ
か
ら
限
定
的
に
仏

教
を
容
認
す
る
方
向
性
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
近
世
社
会
が
確
立
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
儒
教
の

地
位
が
向
上
し
て
き
た
こ
と
や
仏
教
を
排
除
す
る
こ
と
が
実
質
的
に
不
可
能
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
変
化
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
近
世
前
期
の
儒
者
は
仏
教
批
判
で
あ
る
と
い
う
理
解
自
体
に
は
大
き
な
変

化
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
前
期
は
儒
学
史
と
し
て
見
る
と
様
々
な
人
物
が
登
場
し
た
時

代
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
詳
し
く
は

後
述
す
る
が
、
仏
教
へ
の
態
度
に
も
個
々
の
儒
者
に
よ
っ
て
論
調
に
違
い
が
あ

り
、
近
世
前
期
で
あ
っ
て
も
一
概
に
「
排
仏
」
と
は
い
い
切
れ
な
い
意
見
も
す

く
な
か
ら
ず
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
山
鹿
素
行
（
一
六
二
二
～
一
六
八

五
）、
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
～
一
六
九
一
）、
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
～
一
七
〇
五
）

の
仏
教
へ
の
議
論
を
見
て
い
き
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
を
考
え
て
い
く
こ
と
と

す
る
。
彼
ら
は
み
な
、
大
阪
の
陣
（
一
六
一
五
）
終
了
後
に
生
ま
れ
、
近
世
社

会
が
徐
々
に
確
立
さ
れ
て
い
く
時
期
に
学
問
を
学
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
儒
者

と
し
て
は
主
に
十
七
世
紀
後
半
に
活
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
近
世
前
期
で
は
後

半
に
当
た
り
、
中
期
へ
の
過
渡
期
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
言
説
を

検
討
す
る
こ
と
で
中
期
以
降
の
儒
者
の
仏
教
観
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
見
通
し

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

一
、
仏
教
容
認
の
議
論

冒
頭
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
本
節
で
は
素
行
ら
三
者
の
仏
教
へ
の
意
見
を

見
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
彼
ら
が
決
し
て
仏
教
を
批
判
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

1
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こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
儒
者
が
仏
教
を
批
判
す
る
際
に
共
通
す
る
い
く

つ
か
の
論
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
柏
原
祐
泉
「
近
世

の
排
仏
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
五
七　

近
世
仏
教
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）

で
は
、
①
「
倫
理
主
義
」
②
「
神
儒
一
致
思
想
」
③
「
社
会
経
済
上
の
政
策
論
」

④
「
科
学
的
な
立
場
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
「
人
倫
」
の
面
で
は

素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
の
三
者
と
も
仏
教
を
批
判
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
素
行

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

�

師
曰
く
、
彜
倫
の
道
は
人
の
自
然
に
し
て
其
の
致
す
所
自
然
の
則
有
り
。

其
の
功
成
し
易
く
、
其
の
生
遂
げ
易
し
。
釈
氏
は
此
れ
を
以
て
妄
と
為
し

幻
と
為
し
、
人
を
し
て
木
石
に
同
じ
か
ら
し
む
。（『
山
鹿
語
類
』
巻
第
三
十
三
）

素
行
は
仏
教
が
現
実
社
会
の
倫
理
（「
彜
倫
」）
を
無
視
す
る
も
の
だ
と
し
て
い

る
。
こ
う
い
っ
た
意
見
は
羅
山
と
も
変
わ
り
が
な
く
、
儒
者
に
よ
る
仏
教
批
判

の
定
型
で
あ
る
。
素
行
ら
も
そ
れ
と
異
な
っ
た
議
論
を
展
開
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
素
行
ら
が
従
来
の
仏
教
批
判
の
図
式
と
異

な
っ
て
い
る
と
す
る
の
は
、
彼
ら
に
仏
教
を
排
斥
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
点

に
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
柏
原
の
論
文
題
目
に
「
排
仏
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ

ま
で
は
近
世
前
期
の
儒
者
の
志
向
は
仏
教
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
と
見
ら
れ

て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
の
三
者
は
仏
教
の
倫
理
的
な
問

題
点
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
一
方
で
仏
教
の
存
在
自
体
を
容
認
す
る
よ
う
な
発
言

を
行
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
素
行
か
ら
見
て
み
よ
う
。
素
行
の
言
葉
の
中
で
上
記
の
傾
向
が
如
実

に
表
れ
て
い
る
の
が
、『
論
語
』
為
政
篇
第
十
六
章
の
解
釈
で
あ
る
。
焦
点
に

な
る
の
は
、
こ
の
章
の
「
子
曰
、
攻
乎
異
端
、
斯
害
也
已
」
と
い
う
記
述
中
の

「
攻
」
の
字
に
つ
い
て
で
あ
る
。
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
の
『
論
語
集
注
』

は
こ
れ
を
「
攻
、
専
治
也
」
と
し
、「
お
さ
む
る
」
と
読
む
。
こ
れ
は
、「
異
端
」

の
学
問
を
修
得
す
る
こ
と
に
は
害
が
伴
う
と
い
う
理
解
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
素
行
は
「
攻
」
の
字
を
「
せ
む
る
」
と
読
む
の
で
あ
る
。

　

�

攻
は
撃
な
り
、
伐
な
り
。
言
は
異
端
を
攻
撃
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
力
を
以

て
彼
れ
を
服
す
る
な
り
。
力
を
以
て
争
ふ
者
は
其
の
書
を
火
き
其
の
居
を

盧
に
す
る
な
り
。
力
を
以
て
人
を
服
す
る
は
乃
ち
心
服
に
非
ず
、
力
贍
ら

ざ
れ
ば
な
り
。（
中
略
）
異
端
は
必
ず
攻
撃
す
べ
か
ら
ず
、
只
だ
内
を
省
み

格
致
し
来
る
の
み
。
若
し
然
ら
ざ
れ
ば
便
ち
斯
れ
害
あ
る
の
み
と
。（『
山

鹿
語
類
』
巻
第
三
十
三
）

「
異
端
」
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
は
「
害
」
が
伴
う
。
そ
れ
が
、
こ
の
章
に
対

す
る
素
行
の
理
解
で
あ
る
。「
攻
」
を
「
お
さ
む
る
」
と
読
み
、「
異
端
を
治
め

る
こ
と
に
は
害
が
あ
る
」
と
い
う
理
解
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。「
異
端
」
を
攻
撃
す
る
よ
り
も
、
み
ず
か
ら
を
た
だ
す
こ
と

の
重
要
性
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
異
端
」
に
対
す
る
き
び
し

い
排
除
の
姿
勢
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
排
除
と
は
異
な
る
姿
勢
を
蕃
山
・
仁
斎
も
共
通
し
て
有
し
て
い

る
。
蕃
山
は
「
堂
寺
の
多
き
と
、
出
家
の
多
き
と
を
以
て
見
れ
ば
、
仏
法
出
来

て
よ
り
巳
来
、
今
の
日
本
の
や
う
な
る
は
な
し
」
と
い
い
仏
寺
や
僧
の
多
さ
を

批
判
す
る
が
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
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�

乱
世
と
な
り
て
、
一
二
百
年
せ
ば
、
山
林
も
と
の
ご
と
く
茂
り
、
川
々
昔

の
如
く
深
く
成
べ
し
。
其
間
仏
法
の
無
道
の
繁
昌
亡
び
、
真
の
道
心
の
僧

の
み
あ
り
て
、
仏
法
も
亦
再
興
せ
ん
か
。�

天
こ
れ
を
格
す
時
は
、
一
た

び
兵
乱
を
以
て
す
。
其
の
中
間
一
二
百
年
い
た
ま
し
き
事
多
か
る
べ
し
。

人
道
よ
り
仁
政
を
以
て
格
す
と
き
は
、
貴
賎
と
も
に
さ
か
し
ま
に
か
ヽ
れ

る
も
の
を
と
く
が
ご
と
く
に
て
、
悦
楽
中
に
昔
に
か
へ
る
な
り
。�

（『
大
学

或
問
』
下
冊
）

蕃
山
は
仏
教
が
資
源
や
経
済
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
（
先
の

柏
原
の
分
類
で
い
え
ば
③
社
会
経
済
面
か
ら
の
批
判
に
あ
た
る
）
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
仏
教
を
な
く
し
て
し
ま
え
ば
良
い
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
寺
院
や
僧
を

削
減
し
て
い
く
こ
と
は
必
要
だ
が
、
そ
れ
を
通
し
て
蕃
山
が
目
指
し
て
い
る
の

は
仏
法
の
「
再
興
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
排
仏
」
と
方
向
性
が
違
う
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
岡
山
藩
出
仕
時
代
に
は
大
規
模
な
寺
院
整
理
を
行
う
な

ど
、と
き
に
仏
教
批
判
の
代
表
例
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
蕃
山
だ
が
、晩
年
の
『
大

学
或
問
』
で
見
せ
た
姿
勢
は
限
定
的
な
が
ら
仏
教
の
意
義
を
認
め
、
そ
の
存
在

を
容
認
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
仁
斎
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

�

そ
れ
学
者
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
、
固
に
儒
有
り
仏
有
り
。
天
地
よ
り
こ
れ

を
見
れ
ば
、
も
と
儒
無
く
仏
無
く
、
た
だ
そ
れ
一
道
の
み
。
い
は
ゆ
る
道

と
云
う
者
、
即
ち
天
地
の
公
道
に
し
て
、
一
人
の
得
て
私
す
る
と
こ
ろ
に

あ
ら
ず
。（「
送
浮
屠
道
香
師
序
」）

仁
斎
も
、
素
行
・
蕃
山
同
様
に
仏
教
に
敵
対
的
な
視
線
を
向
け
て
は
い
な
い
。

普
遍
的
な
「
道
」
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
前
で
は
儒
教
・
仏
教
と
い
う
区

別
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
引
用
文
は
仏
僧
で
あ
る
道
香
と
い
う
人
物
に

送
っ
た
書
簡
で
あ
り
、
道
香
と
仁
斎
と
は
互
い
の
学
識
を
尊
敬
し
合
い
、
交
流

を
持
っ
て
い
た
。

従
来
の
よ
う
な
近
世
前
期
を
儒
教
と
仏
教
と
の
対
立
構
造
で
捉
え
る
理
解
か

ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
明
確
な
位
置
づ
け
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
、
素
行
ら
の
仏
教
を
容
認
す
る
か
の
如
き
言
葉
は
近
世
思
想
史

と
し
て
は
言
及
さ
れ
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
彼
ら

が
感
じ
て
い
た
、
当
時
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教
と
の
あ
り
方
が
反
映
さ
れ
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
、
彼
ら
の
言
葉
を
正
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
近
世
思
想
史

を
よ
り
実
態
に
即
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
ろ
う
。
そ
こ

で
、
次
節
で
は
素
行
ら
の
議
論
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

二
、
同
時
代
の
儒
者
へ
の
違
和
感

前
節
に
お
い
て
、
近
世
前
期
に
属
す
る
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
が
通
説
に
反

し
、
か
な
ら
ず
し
も
排
仏
と
は
い
え
な
い
議
論
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
彼
ら
は
排
仏
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
の
存
在
を
容
認
す
る
方
向
性
す
ら
有

し
て
い
る
。
彼
ら
は
果
た
し
て
ど
う
い
っ
た
考
え
を
持
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
議

論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
仁
斎
の
言
葉
か
ら
見
て
み
よ
う
。
前
節
で
引
用
し
た
も
の

と
お
な
じ
書
簡
の
中
で
、
仁
斎
は
次
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。

　

�
わ
れ
聞
く
仏
の
教
え
、
貪
・
瞋
・
癡
の
三
つ
の
者
を
も
っ
て
、
そ
の
大
戒

9
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と
す
。
儒
者
と
い
え
ど
も
こ
の
三
戒
を
犯
す
と
き
は
、
す
な
わ
ち
わ
れ
そ

の
君
子
た
る
を
見
ず
。
況
や
名　

仏
の
徒
た
る
者
に
お
い
て
を
や
。
今
儒

者
必
ず
仏
を
攻
め
て
こ
れ
を
廃
せ
ん
と
欲
し
、
仏
者
必
ず
儒
を
援
い
て
こ

れ
を
一
に
せ
ん
と
欲
し
、
虎
の
相
攫
つ
が
ご
と
く
、
牛
の
相
觝
く
が
ご
と

く
、
戟
を
執
っ
て
相
鬨
ぎ
、
塁
を
固
う
し
て
相
守
り
、
い
ま
だ
必
ず
こ
の

三
戒
に
相
渉
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。（「
送
浮
屠
道
香
師
序
」）

一
読
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
仁
斎
は
儒
教
と
仏
教
と
が
対
立
し
て
い
る
状
況
に

批
判
的
な
の
で
あ
る
。
儒
者
は
仏
教
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
側
は
三

教
一
致
を
主
張
す
る
こ
と
で
仏
教
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
。
仁
斎
は
、
そ
の
よ

う
に
儒
教
と
仏
教
と
が
対
抗
し
合
う
こ
と
を
苦
々
し
く
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
儒
者
・
仏
者
と
も
に
仏
教
で
い
わ
れ
る
「
三
戒
」（「
貪
・
瞋
・
癡
」）

に
該
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
仁
斎
が
仏
教
を
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
行
な
う
理
由
の

一
つ
と
し
て
、
当
時
の
儒
者
に
よ
る
仏
教
批
判
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
を
き
び
し
く
攻
撃
す
る
こ
と
が
、
儒
者
と

し
て
の
た
だ
し
い
あ
り
方
な
の
か
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
仁
斎
は
普
遍
的
な

「
道
」
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
前
で
は
儒
教
・
仏
教
と
い
う
区
別
を
す
る

こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
普
遍
的
な
る

「
道
」
を
目
指
す
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
い
っ
た
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
仁
斎
は
安
直
な
排
仏
を
い
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
儒
者
に
よ
る
仏
教
へ
の
姿
勢
に
対
す
る
違
和
感
は
、

仁
斎
一
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
蕃
山
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

�

今
時
儒
学
す
る
者
は
仏
を
そ
し
る
を
以
て
役
と
す
。
み
づ
か
ら
の
ど
筋
を

は
り
、
上
気
し
た
る
が
損
に
て
候
。
仏
者
は
一
点
も
い
た
ま
ず
、
一
歩
も

退
ま
じ
く
侯
。
貴
殿
書
作
て
明
弁
せ
し
め
給
ふ
と
も
儒
道
も
起
間
敷
、
仏

者
も
退
く
ま
じ
く
候
へ
ば
、
筆
紙
の
労
、
無
用
の
事
に
て
候
か
。（『
集
義

外
書
』
巻
三
）

蕃
山
も
同
時
代
の
儒
者
の
仏
教
に
対
す
る
姿
勢
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
儒
者
た
ち
は
た
だ
仏
教
批
判
を
声
高
に
叫
ぶ
こ
と
を
仕
事
と
し
て

い
る
か
の
よ
う
だ
と
い
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
儒
教
の
た
め
に
な
ら
な
い
し
、

仏
教
に
も
何
の
影
響
も
与
え
な
い
と
い
う
。
蕃
山
も
、
仁
斎
と
似
た
よ
う
な
認

識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
素
行
に
も
仁
斎
・
蕃
山
と
同
様
の
方
向
性
が
見
え
る
。
た
と
え
ば
、

素
行
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

�

当
時
の
儒
者
、
只
だ
文
字
に
泥
ん
で
実
理
を
知
ら
ず
。
故
に
仏
氏
の
道
を

大
い
に
謗
り
嫌
ふ
こ
と
多
し
。
然
れ
ど
も
そ
の
本
源
を
知
ら
ざ
る
が
故

に
、
尤
も
形
貌
文
字
に
よ
る
ま
で
な
り
。（
中
略
）
又
行
に
費
の
あ
る
こ
と

を
い
は
ば
、
仏
は
欽
明
の
朝
に
わ
が
朝
に
流
布
す
。（
中
略
）
然
る
に
王
代

の
後
、
公
方
武
家
の
天
下
と
な
り
て
こ
の
方
、
日
本
に
て
儒
を
用
ひ
て
天

下
国
家
を
治
め
、
一
人
一
己
の
身
を
正
し
く
致
せ
る
例
を
聞
か
ず
。
皆
、

仏
法
釈
氏
に
入
り
て
そ
の
心
身
を
正
し
く
せ
る
こ
と
は
、
先
蹤
あ
げ
て
云

ふ
べ
か
ら
ず
。
行
ふ
と
こ
ろ
に
費
の
あ
る
も
、
仏
者
に
も
あ
れ
ば
儒
者
に

も
あ
り
。
そ
の
こ
と
を
以
て
は
善
悪
定
め
が
た
し
。（『
綴
話
』）

こ
の
言
葉
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）、
素
行
が
三
十
九
歳
の
と
き
の
も
の
で
あ

る
。
素
行
も
儒
者
に
よ
る
仏
教
批
判
に
対
す
る
違
和
感
を
述
べ
て
い
る
。
日
本

1213
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の
歴
史
に
お
い
て
、
仏
教
が
倫
理
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
例
が
多
く
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
儒
教
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
務
め
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
な

い
。
こ
こ
に
は
、「
儒
教
は
た
だ
し
い
も
の
」「
仏
教
は
誤
っ
た
も
の
」
と
い
う

主
張
を
繰
広
げ
る
儒
者
の
存
在
が
素
行
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
読

取
れ
る
。「
儒
教
こ
そ
が
た
だ
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
実
際
の
歴
史
を

見
る
と
ま
っ
た
く
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
素
行
は
同
時
代
の
儒
者
た
ち
が
「
実
理
」
を
知
ら
な
い
と
批
判
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
そ
ろ
っ
て
仏
教
の
存
在
を
容
認
す
る
方
向
性
を
見
せ

て
い
た
仁
斎
・
蕃
山
・
素
行
の
三
人
が
と
も
に
、
当
時
の
儒
者
の
仏
教
批
判
に

違
和
感
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
関
連
が
あ
る
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
同
時
代
の
儒
者
た
ち
の
仏
教
へ
の

姿
勢
を
見
て
、
そ
れ
を
間
違
っ
た
も
の
だ
と
感
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
自
分
は

お
な
じ
よ
う
な
一
方
的
な
仏
教
批
判
を
い
わ
な
い
よ
う
に
し
た
、
そ
れ
が
三
者

に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、近
世
前
期
の
思
想
状
況
を
「
儒
教
対
仏
教
」

と
い
う
図
式
で
見
て
お
り
、
儒
者
間
で
の
意
識
に
着
目
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
だ
が
、
実
は
儒
者
の
中
で
も
、
同
時
代
の
儒
者
に
よ
る
仏
教
批
判

に
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
素
行
ら

の
仏
教
を
一
部
容
認
す
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
、
儒

者
間
の
意
識
に
注
目
し
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
儒
教
対

仏
教
」
の
図
式
に
合
う
よ
う
な
議
論
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
た
か
も

同
時
代
の
儒
者
の
典
型
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
今
後
、
儒
者
に
よ
る

仏
教
認
識
を
考
え
る
上
で
、
儒
者
同
士
が
ど
の
よ
う
に
お
互
い
を
認
識
し
て
い

た
か
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

三
、
仏
教
観
と
朱
子
学
批
判

前
節
に
お
い
て
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
が
厳
酷
な
仏
教
排
斥
を
主
張
し
な
い
背

景
に
同
時
代
の
儒
者
に
よ
る
仏
教
へ
の
姿
勢
に
対
す
る
違
和
感
が
あ
る
こ
と
が

見
え
て
き
た
が
、
彼
ら
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
儒
者
を
想
定
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
素
行
ら
は
決
し
て
具
体
的
な
名
前
を
挙
げ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
正
確
な
こ
と
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
や
は
り
こ

こ
に
は
羅
山
な
ど
の
朱
子
学
信
奉
者
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
と
見
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
羅
山
は
惺
窩
の
言
葉
と
し
て
、

激
し
い
仏
教
批
判
を
表
明
し
て
お
り
、自
身
の
言
葉
と
し
て
も
『
本
朝
神
社
考
』

で
仏
教
は
日
本
に
と
っ
て
異
物
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　

�

夫
れ
本
朝
は
、
神
国
な
り
。
神
武
帝
、
天
に
継
ぎ
て
極
を
建
て
し
已
来
、

相
続
ぎ
相
承
け
て
、
皇
緒
絶
へ
ず
。
王
道
惟
に
弘
ま
る
。
是
れ
我
が
天
神

の
授
く
る
所
の
道
な
り
。
中
世
し
ば
ら
く
微
に
し
て
、
仏
氏
隙
に
乗
じ
て
、

彼
の
西
天
の
法
を
移
し
て
、
吾
が
東
域
の
俗
を
変
ず
。
王
道
既
に
衰
へ
、

神
道
漸
く
廃
る
。（『
本
朝
神
社
考
』
序
）

羅
山
の
考
え
で
は
、
古
代
の
日
本
に
は
「
王
道
」
の
す
ぐ
れ
た
政
治
が
行
わ
れ

て
い
た
。
だ
が
、
仏
教
が
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
風
俗
は
悪
く
な

り
、
古
代
日
本
の
政
治
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
羅
山
に
と
っ
て
、
仏
教
と
は

本
来
の
日
本
と
は
異
質
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

羅
山
と
同
様
の
見
解
は
、
素
行
ら
と
同
時
代
の
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
～
一
六

八
二
）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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�

皇
極
の
御
時
に
、
蘇
我
氏
御
門
を
な
み
し
、
を
の
が
家
を
宮
と
い
ひ
、
を

の
が
子
を
皇
子
と
い
ひ
、
国
記
・
重
宝
こ
と
ご
と
く
を
の
が
家
に
は
こ
び

い
る
。
鎌
子
こ
れ
を
誅
し
か
ど
も
、
国
記
・
重
宝
は
此
の
時
の
兵
火
に
み

な
う
せ
た
り
。
か
ゝ
り
し
よ
り
神
道
い
よ
い
よ
お
と
ろ
へ
、
行
基
・
伝

教
・
弘
法
等
、
神
仏
両
部
習
合
し
て
、
仏
寺
は
日
々
に
つ
く
り
ひ
ろ
げ
、

神
社
は
月
々
に
あ
れ
は
て
ぬ
。
か
な
し
さ
の
あ
ま
り
に
、
神
の
聖
名
の
み

な
り
と
も
人
に
し
ら
せ
ん
と
お
も
ふ
。（『
大
和
小
学
』
序
）

日
本
に
仏
教
を
導
入
し
た
蘇
我
氏
は
皇
室
に
不
遜
な
態
度
を
取
り
、
大
化
の
改

新
の
際
に
滅
ぼ
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
古
代
日
本
の
記
録
も
滅
び
、
仏
教
と
習
合

し
た
神
道
が
作
ら
れ
て
、
仏
教
ば
か
り
が
流
行
し
て
神
道
は
廃
れ
て
い
く
一
方

だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
羅
山
と
お
な
じ
く
仏
教
は
本
来
の
日
本
と
は
異
質
な

も
の
で
あ
り
、
仏
教
が
流
行
し
た
た
め
に
日
本
の
本
当
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ

た
と
い
う
論
理
が
あ
る
。

羅
山
や
闇
斎
は
、
近
世
前
期
に
お
け
る
朱
子
学
信
奉
の
代
表
的
人
物
で
あ

り
、
両
者
と
も
に
還
俗
し
て
い
る
と
い
う
経
歴
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
羅

山
・
闇
斎
は
、
ど
ち
ら
も
仏
教
を
完
全
に
誤
っ
て
い
る
も
の
、
排
除
す
べ
き
も

の
と
捉
え
て
い
る
。
素
行
ら
の
よ
う
に
、
仏
教
に
一
定
の
意
義
を
認
め
、
儒
教

と
共
存
す
る
方
向
を
示
し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
朱
子
学
者
に
仏
教
排
除
の
傾
向
が
強
い
こ
と
は
、
羅
山
・
闇

斎
の
二
人
だ
け
で
は
な
い
。
闇
斎
の
弟
子
の
佐
藤
直
方
（
一
六
五
〇
～
一
七
一
九
）

は
「
弁
伊
藤
仁
斎
送
浮
屠
道
香
師
序
」
と
い
う
文
章
を
書
き
、
そ
の
中
で
次
の

よ
う
に
い
う
。

　

�

儒
者
学
ぶ
所
は
則
ち
天
地
の
一
道
に
し
て
、
堯
舜
孔
孟
と
雖
も
亦
儒
の

み
。
仏
は
乃
ち
之
に
悖
り
之
を
害
す
。
猶
ほ
君
父
の
乱
賊
有
り
、
五
穀
の

螟
莠
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
天
地
自
り
之
を
見
れ
ば
、
儒
は

本
然
の
成
名
に
し
て
、
仏
は
則
ち
虚
称
悪
物
な
り
。
去
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

（「
弁
伊
藤
仁
斎
送
浮
屠
道
香
師
序
」）

題
名
か
ら
分
か
る
よ
う
に
こ
の
文
章
は
第
一
・
二
節
で
取
上
げ
た
、
仁
斎
の
書

簡
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
簡
に
お
い
て
、
仁
斎
は
儒
教
と
仏
教
と

の
弁
別
を
不
要
と
し
、
儒
者
に
よ
る
仏
教
批
判
へ
の
違
和
感
を
述
べ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
直
方
は
儒
教
を
た
だ
し
い
も
の
と
す
る
一
方
で
、
仏
教
を
完
全

に
誤
れ
る
も
の
だ
と
断
じ
て
い
る
。
直
方
は
儒
教
と
仏
教
と
が
別
物
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
上
で
、
仏
教
を
排
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
点
は
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
と
羅
山
・
闇
斎

と
は
仏
教
へ
の
姿
勢
だ
け
で
な
く
、
儒
教
の
面
で
も
対
立
が
あ
る
こ
と
に
あ

る
。
た
と
え
ば
、
蕃
山
は
「
愚
は
朱
子
に
も
と
ら
ず
、
陽
明
に
も
と
ら
ず
」（『
集

義
和
書
』
巻
第
八
）
と
い
い
、
朱
子
学
一
尊
の
態
度
を
取
ら
な
い
。

さ
ら
に
素
行
・
仁
斎
に
な
る
と
、
よ
り
直
截
的
に
朱
子
学
批
判
を
展
開
し
て

い
る
。
素
行
は
朱
子
学
が
「
理
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
批

判
を
す
る
。

　

�

先
儒
の
理
に
於
け
る
や
、
自
ら
理
を
燭
ら
す
こ
と
惟
れ
明
な
り
と
思
ふ
。

異
端
の
己
が
説
に
於
け
る
も
、
亦
能
く
理
に
通
ず
と
思
ふ
。
是
れ
理
を
燭

ら
す
の
明
も
亦
、
其
の
極
を
詳
に
せ
ざ
れ
ば
正
し
か
ら
ざ
る
の
至
り
な

り
。
故
に
致
知
の
道
、
太
だ
難
く
し
て
其
の
入
る
所
、
多
端
あ
り
。（『
山

鹿
語
類
』
巻
第
三
十
三
）
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周
知
の
よ
う
に
、
朱
子
学
は
「
理
」
を
そ
の
体
系
の
根
幹
と
す
る
。
朱
子
学
に

お
け
る
「
理
」
と
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
理
」
が
人
に
は
「
性
」

と
し
て
内
在
し
て
い
る
。
だ
が
素
行
は
、
そ
の
よ
う
な
「
理
」
を
根
拠
と
す
る

者
が
実
際
に
は
自
分
一
人
の
考
え
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
普
遍
性
が
あ
る
と
し
て

し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
そ

の
事
物
を
究
め
尽
く
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
自
己
の
考
え
が
た
だ
し
い

と
思
い
込
ん
で
い
る
者
た
ち
は
そ
う
い
っ
た
複
雑
さ
を
回
避
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
見
え
る
の
は
、
朱
子
学
の
教
説
が
人
を
独
善
性
に
陥
ら
せ
る
こ
と

へ
の
警
戒
感
で
あ
る
。

仁
斎
も
、
そ
の
朱
子
学
批
判
の
方
向
性
は
素
行
と
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
理
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

�

い
は
ゆ
る
理
と
は
、
か
え
つ
て
是
れ
気
中
の
条
理
の
み
。
そ
れ
万
物
は
五

行
に
本
づ
く
。
五
行
は
陰
陽
に
本
づ
く
。
し
か
う
し
て
再
び
か
の
陰
陽
た

る
ゆ
え
ん
の
本
を
求
む
る
と
き
は
、
す
な
は
ち
必
ず
こ
れ
を
理
に
帰
せ
ざ

る
こ
と
あ
た
は
ず
。
こ
れ
常
識
の
必
ず
こ
こ
に
至
つ
て
意
見
を
生
ぜ
ざ
る

こ
と
あ
た
は
ざ
る
ゆ
え
ん
に
し
て
、
し
か
う
し
て
宋
儒
の
無
極
太
極
の
論

有
る
ゆ
え
ん
な
り
。（『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
）

仁
斎
は
朱
子
学
の
「
理
」
に
つ
い
て
、
万
物
の
起
源
を
辿
ろ
う
と
し
て
限
界
に

当
っ
た
と
き
に
仮
構
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
そ
れ
は
自
分
の
見
識

の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
を
許
容
で
き
な
い
者
が
、
自
己
の
「
意
見
」
に
正
当
性

を
与
え
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
仁
斎
も
、
朱
子
学
は
個
人
の
思
考
に
過

ぎ
な
い
も
の
が
あ
た
か
も
普
遍
的
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
も
た
ら
す
危
険

性
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
は
見
て
取
れ
る
。

素
行
・
仁
斎
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
蕃
山
の
以
下
の
よ
う
な
議
論
も
注
目

に
値
す
る
。

　

�

道
と
法
と
は
別
な
る
も
の
に
て
候
を
、
心
得
違
て
、
法
を
道
と
覚
え
た
る

あ
や
ま
り
多
候
。
法
は
中
国
の
聖
人
と
い
へ
ど
も
代
々
に
替
り
候
。
況
や

日
本
に
移
し
て
は
行
ひ
が
た
き
事
多
候
。
道
は
三
綱
五
常
是
な
り
。
天
地

人
に
配
し
、
五
行
に
配
す
。
い
ま
だ
道
徳
の
名
な
く
聖
人
の
教
な
か
り
し

時
も
、
此
道
は
既
に
行
は
れ
た
り
。
い
ま
だ
人
な
か
り
し
時
も
天
地
に
行

は
れ
、
い
ま
だ
天
地
な
か
り
し
時
も
太
虚
に
行
は
る
。
人
絶
天
地
無
に
帰

す
と
い
へ
ど
も
亡
る
こ
と
な
し
。
況
や
後
世
を
や
。
法
は
聖
人
時
・
処
・

位
に
応
じ
て
、
事
の
宜
を
制
作
し
た
ま
へ
り
。
故
に
其
代
に
あ
り
て
は
道

に
配
す
、
時
去
、
人
位
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
聖
法
と
い
へ
ど
も
用
ひ
が
た
き

も
の
あ
り
。
不
合
を
行
時
は
却
て
道
に
害
あ
り
、
今
の
学
者
の
道
と
し
行

ふ
は
、
多
は
法
な
り
。
時
・
処
・
位
の
至
善
に
叶
は
ざ
れ
ば
道
に
は
あ
ら

ず
。（『
集
義
和
書
』、
巻
第
五
）

こ
れ
は
、
蕃
山
の
「
時
・
処
・
位
」
論
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
蕃
山
は
、
こ
こ
に
お
い
て
「
道
」
と
「
法
」
と
を
分
け
た
上
で
、「
法
」

を
土
地
や
時
代
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
変
更
し
て
い
く
べ
き
も
の
、「
道
」
を
時

間
・
空
間
を
越
え
て
普
遍
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
法
」

の
運
用
に
は
「
時
・
処
・
位
」
と
い
う
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
が
蕃
山
の
特
徴
だ
と
い
え
る
の
だ
が
、
先
に

見
た
素
行
・
仁
斎
の
議
論
と
照
し
合
せ
る
と
、
蕃
山
に
も
独
善
的
・
排
他
的
に

な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
、「
道
」
は
状

況
性
を
越
え
て
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
実
の
「
法
」
は
個
々
の
状
況
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を
優
先
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
々
は
そ
の
こ
と

を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
。
蕃
山
は
、
こ
の
中
で
特
定
の
名
前
を
出
し
て
は

い
な
い
の
で
、
素
行
・
仁
斎
の
よ
う
な
直
截
の
朱
子
学
批
判
と
は
い
え
な
い
。

だ
が
こ
こ
に
は
、
自
分
一
人
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
意
見
が
普
遍
的
で
あ
る
か
の

よ
う
に
錯
覚
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
、
素
行
・
仁
斎
と
共
通
の
方
向
性
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
素
行
ら
は
儒
者
に
よ
る
仏
教
へ
の
姿
勢
を

論
じ
て
い
て
も
、
そ
こ
で
具
体
的
な
名
前
を
出
さ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に

見
る
と
、
そ
の
排
他
的
な
議
論
へ
の
批
判
に
は
彼
ら
の
朱
子
学
へ
の
認
識
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
だ
ろ
う
。
現
実
に
は
多
く
の
信
仰
を
集
め

て
い
る
仏
教
を
容
赦
な
く
「
間
違
っ
た
も
の
」
と
断
じ
る
姿
勢
は
、
彼
ら
に
し

て
み
る
と
独
善
性
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
者
の
あ
り

方
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
儒
教
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
安
易
に
排
斥
す
る
こ
と
は
い
う
べ
き
で
な
い
。
お
そ
ら
く
、
素
行
ら
三
人

は
そ
う
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
素
行
ら
の
仏
教
の
存
在
を
容
認
す

る
か
の
よ
う
な
言
説
は
、
朱
子
学
者
た
ち
の
激
し
い
仏
教
批
判
を
意
識
し
た
上

で
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

素
行
は
若
年
時
に
、
一
世
代
上
に
あ
た
る
羅
山
か
ら
教
え
を
受
け
て
い
た
。
ま

た
直
截
親
炙
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
羅
山
は
儒
教
の
世
界
で
は
大
き
な

存
在
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
ら
の
念
頭
に
羅
山
の
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
の
は
闇
斎
を
は
じ

め
と
す
る
崎
門
の
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
闇
斎
は
彼
ら
と
完
全
に
同
時
代
で
あ

る
。
し
か
も
、
直
方
が
直
截
の
批
判
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
仁
斎
と
闇
斎
一
門

と
は
現
実
の
対
立
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
素
行
は
闇
斎
に
師
事
し
た
保
科
正
之

（
一
六
一
一
～
一
六
七
三
）
に
よ
り
赤
穂
へ
配
流
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蕃
山
の
議

論
に
対
し
、
浅
見
絅
齊
（
一
六
五
二
～
一
七
一
二
）
は
強
く
批
判
し
て
い
た
。
仁

斎
だ
け
で
な
く
、
素
行
・
蕃
山
も
崎
門
と
は
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
考
え
る
と
、
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
の
仏
教
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
彼

ら
と
崎
門
と
の
対
立
の
一
環
だ
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
こ
ま
で
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
の
三
者
を
一
括
し
て
取
扱
っ
て

き
た
。
だ
が
無
論
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

三
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
朱
子
学
の
性
善
説
的

な
「
性
」
論
に
批
判
的
な
素
行
・
仁
斎
に
対
し
、
蕃
山
は
「
心
」
を
重
視
し
性

善
説
的
な
傾
向
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
決
し
て
無
視
し
得
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
が
こ
の
よ
う
な
方
法
を
取
っ

た
の
は
、
従
来
の
「
儒
教
対
仏
教
」
と
い
う
図
式
か
ら
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な

い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
従
来
の
儒
仏
関
係
の
研

究
で
は
、
近
世
日
本
社
会
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教
と
の
位
置
を
考
察
の
対
象
と

し
て
き
た
。
そ
れ
が
、
重
要
な
観
点
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
た
だ
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
多
く
の
儒
者
た
ち
を
「
儒
教
陣
営
」
と
し
て
一

つ
に
ま
と
め
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿

で
は
同
時
代
の
儒
者
で
あ
っ
て
も
、
素
行
ら
三
者
と
闇
斎
ら
崎
門
と
で
仏
教
へ

の
姿
勢
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
両
陣
営

が
お
互
い
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
さ

ら
に
そ
の
対
立
に
儒
教
思
想
の
違
い
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
も
見
え
て
き
た
。

今
後
、
近
世
日
本
の
思
想
状
況
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、「
儒
教
対
仏

教
」
と
い
う
枠
組
み
に
囚
わ
れ
過
ぎ
な
い
で
、
そ
の
中
に
い
る
一
人
ひ
と
り
の

思
想
家
の
議
論
に
即
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
差
し
当
た
っ
て

は
、
本
稿
で
一
括
り
に
扱
っ
て
し
ま
っ
た
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
三
者
の
仏
教
観

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
朱
子
学
や
朱
子
学
者
へ
の
認
識
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
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こ
と
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
、
近
世
前
期
の
儒
者
の
仏
教
へ
の
意
識
に
つ
い
て
、
素

行
・
蕃
山
・
仁
斎
の
三
者
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
考
察

は
儒
教
と
仏
教
と
の
二
教
を
中
心
と
し
て
き
た
が
、
最
後
に
三
教
の
も
う
一
教

で
あ
る
神
道
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
羅
山
や
闇
斎
は
古
代
に
あ
っ
た
日
本
固
有
の
政
治

や
道
徳
の
あ
り
方
を
見
失
わ
せ
る
も
の
と
し
て
仏
教
を
捉
え
て
い
た
。
た
だ
い

う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
は
儒
教
も
日
本
に
対
し
て
異
質
な
も
の
だ
と
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
羅
山
も
闇
斎
も
神
道
を
深
く
学
び
、
儒
教
と
神
道
と

の
一
致
、
所
謂
「
神
儒
一
致
」
の
思
想
を
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
仁
斎
は

日
本
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
な
い
の
で
こ
こ
で
は
取
上
げ
な
い
が
、
素
行
と

蕃
山
と
は
神
道
へ
の
造
詣
も
深
く
、
日
本
の
こ
と
に
も
た
び
た
び
言
及
す
る
。

素
行
・
蕃
山
は
神
道
と
儒
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

こ
の
点
で
興
味
深
い
の
が
、
素
行
・
蕃
山
と
も
に
「
水
土
」
を
論
じ
る
こ
と

が
多
い
点
に
あ
る
。「
水
土
」
と
は
土
地
や
地
理
環
境
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ

り
、『
書
経
』
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
な
ど
に
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
も
、
近
世
日
本
の
儒
者
た
ち
の
中
に
「
水
土
」
へ
の
言
及
が
多
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
で
は
儒
教
の
実
践
に
際
し
て
日
本
と
中
国
と
の
文

化
や
習
俗
の
差
異
を
説
明
す
る
た
め
に
、
国
土
を
意
味
す
る
「
水
土
」
が
用
い

ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
本
稿
で
の
考
察
を
経
た
上
で
素
行
・
蕃
山
の

「
水
土
」
論
を
見
る
と
、
そ
こ
に
仏
教
の
存
在
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
見
え

て
く
る
。
蕃
山
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

�

日
本
の
水
土
に
よ
る
の
神
道
は
、
も
ろ
こ
し
へ
も
、
戎
国
へ
も
、
か
す
事

あ
た
は
ず
、
か
る
事
不
能
。
唐
土
の
水
土
に
よ
る
の
聖
教
も
、
又
日
本
に

か
る
事
不
能
、
か
す
こ
と
あ
た
は
ず
。
戎
国
の
人
心
に
よ
る
の
仏
教
も
又

し
か
り
。（『
集
義
外
書
』
巻
十
六
「
水
土
解
」）

蕃
山
は
日
本
と
イ
ン
ド
（「
戎
国
」）
と
の
「
水
土
」
の
違
い
に
触
れ
て
、
仏
教

が
日
本
に
異
質
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
論
法
は
そ
れ
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
中
国
（「
も
ろ
こ
し
」）
も
日
本
と
は
「
水
土
」
が
異
な
る
の

で
儒
教
（「
聖
教
」）
も
日
本
か
ら
す
る
と
異
質
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。無

論
、
蕃
山
は
「
道
は
三
綱
五
常
是
な
り
」（『
集
義
和
書
』
巻
第
五
）
と
い
っ

て
お
り
、
儒
教
を
学
ぶ
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
日
本
人
は
儒
教
を
学
ば
な

く
て
良
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
こ
に
は
、
闇
斎
ら
の
儒
教

へ
の
妄
信
的
と
い
っ
て
も
良
い
姿
勢
と
、
儒
教
と
神
道
と
を
一
致
さ
せ
て
し
ま

う
議
論
へ
の
批
判
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
の
こ
こ
ま
で
の

考
察
か
ら
見
る
と
、
闇
斎
ら
は
朱
子
学
の
た
だ
し
さ
を
信
じ
、
現
実
に
存
在
す

る
多
様
な
差
異
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
、
蕃
山
は
感
じ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
だ
か
ら
、
闇
斎
ら
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
儒
教
も
日
本
に
と
っ

て
外
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
蕃
山
は
ど
ち
ら
も
外
来
の
も
の
で
あ
る
儒
教
と
仏
教
と
の
う
ち
、

儒
教
を
学
ぶ
べ
き
理
由
と
し
て
も
「
水
土
」
を
持
出
す
。

　

�
日
本
は
則
文
字
に
も
日
の
本
と
か
き
て
陽
国
な
り
。
小
国
な
る
は
陽
の
わ
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か
き
な
り
。
故
に
此
国
の
人
は
悦
び
多
し
て
哀
び
少
し
。（
中
略
）
天
竺
は

月
氏
国
と
い
ひ
て
、
西
の
は
て
な
り
。
月
の
は
じ
め
て
あ
ら
は
る
ゝ
所
也
。

陰
国
な
る
ゆ
へ
に
哀
び
多
し
て
悦
び
少
し
。（
中
略
）
も
ろ
こ
し
は
東
西
の

中
な
る
ゆ
へ
に
、
悦
楽
哀
戚
と
も
に
か
ね
た
り
。（『
集
義
外
書
』
巻
十
六
「
水

土
解
」）

蕃
山
は
、
日
本
・
中
国
・
イ
ン
ド
の
三
国
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
環
境
を
持
っ
た
国

で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
日
本
と
イ
ン
ド
と
が
「
陽
」
と
「
陰
」

と
の
正
反
対
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中
国
は
両
国
の

中
間
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
ド
と
比
べ
る
と
、
中
国
は
日
本
と
近
い

こ
と
に
な
る
。

素
行
も
、
こ
の
よ
う
な
神
・
儒
・
仏
の
三
教
を
意
識
し
た
「
水
土
」
論
を
述

べ
て
い
る
。

　

�

仏
教
の
如
き
は
徹
上
徹
下
悉
く
異
教
な
り
。
凡
そ
西
域
は
外
朝
の
西
藩
な

り
。
そ
の
水
土
西
に
偏
り
、
天
地
・
寒
煖
・
燥
湿
甚
だ
殊
な
り
、
民
の
そ

の
間
に
生
ず
る
も
の
は
必
ず
偏
塞
の
俗
あ
り
。
釈
氏
は
彼
の
州
の
大
聖
た

り
、
そ
の
水
土
人
物
を
融
通
し
て
以
て
そ
の
教
を
設
く
。
そ
の
道
は
西
域

に
は
可
く
し
て
こ
れ
を　

中
国
に
施
す
べ
か
ら
ず
。（『
中
朝
事
実
』「
或
疑
」）

素
行
も
、
仏
教
は
イ
ン
ド
の
「
水
土
」
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の

「
水
土
」
に
は
合
わ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
素
行
も
仏
教
の
意
義

自
体
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
仏
教
は
意
味
を
な
す
も
の

な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
日
本
で
も
イ
ン
ド
同
様
に
意
義
を
持
つ
か
と
い
え
ば
、

そ
う
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
両
者
の
議
論
が
論
理
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
疑

問
が
残
る
。
結
局
は
、
儒
教
も
外
来
な
の
だ
か
ら
日
本
で
は
学
ぶ
必
要
が
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
を
引
起
し
か
ね
な
い
。
た
だ
、
本
稿
で
彼
ら
の

議
論
の
正
誤
を
判
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
本
稿
に
お

い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
蕃
山
・
素
行
の
「
水
土
」
論
に
は
闇
斎
ら
の
排
他
的

な
朱
子
学
信
奉
へ
の
反
発
か
ら
、
現
実
に
存
在
す
る
多
様
な
事
物
の
存
在
と
そ

れ
に
伴
っ
て
必
然
的
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
差
異
へ
の
眼
差
し
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
多
様
性
へ
の
認
識
が
近
世
中
期
以
降
の

儒
者
に
よ
る
仏
教
の
限
定
的
容
認
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
安
易
に
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
。
だ
が
、
素
行
や
蕃
山
の
よ
う
な
議
論
を
惹
起
し
た
時
代
背
景
を
よ

り
詳
し
く
考
え
る
こ
と
で
、
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
仏
関
係
、
さ
ら
に
は
儒
教

の
位
置
づ
け
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
朱
子
学

者
へ
の
反
発
と
仏
教
へ
の
姿
勢
と
の
あ
い
だ
に
関
連
が
あ
る
可
能
性
を
提
示
す

る
こ
と
ま
で
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
よ
り
実
証
的
な
成
果
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
研
究
課
題
「
近
世
儒

者
の
「
水
土
」
論
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

1��

近
世
の
儒
仏
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
本
村
昌
文
『
い
ま
を
生

き
る
江
戸
思
想
―
十
七
世
紀
に
お
け
る
仏
教
批
判
と
死
生
観
』（
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
一
六
）
序
章
参
照
。

2��『
日
本
思
想
大
系
二
八　

藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）

一
九
二
頁
。

3��
源
了
圓
「
近
世
儒
者
の
仏
教
観
―
近
世
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教
と
の
交
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渉
」（
玉
城
康
四
郎
編
『
仏
教
の
比
較
思
想
論
的
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

九
）

4��『
日
本
思
想
大
系
五
七　

近
世
仏
教
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）
五

一
九
～
五
二
七
頁
。

5��『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
）
第
九
巻
、
九
一
頁

6��『
論
語
集
注
』
巻
第
二
、「
范
氏
曰
、
攻
、
専
治
也
。
故
治
木
石
金
玉
之
工

曰
攻
」
な
お
何
妟
『
論
語
集
解
』
も
「
攻
、
治
也
」
と
す
る
。

7��『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』
第
九
巻
、
九
四
頁
。

8 �

な
お
、
前
田
勉
は
素
行
の
為
政
篇
第
十
六
章
の
解
釈
に
つ
い
て
不
受
不
布

施
派
の
よ
う
な
強
固
な
信
仰
心
を
持
つ
者
た
ち
を
想
定
し
て
い
る
と
す

る
。（
前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
、
一
九
七
～

一
九
八
頁
）
だ
が
、
素
行
が
不
受
不
布
施
派
を
意
識
し
て
い
る
と
す
る
直

截
の
証
拠
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
解
釈
は
採
用
し
な
か
っ

た
。

9��『
日
本
思
想
大
系
三
〇　

熊
沢
蕃
山
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）
四
四
七
頁
。

10��

蕃
山
の
仏
教
観
は
「
消
極
的
容
認
か
ら
仏
教
再
興
論
に
ま
で
進
展
を
遂
げ

た
」
と
さ
れ
る
。
宮
崎
道
生
『
熊
沢
蕃
山
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九

〇
）「
第
五
章　

蕃
山
の
宗
教
論
」
参
照
。

11  『
日
本
思
想
大
系
三
三　

伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）

一
七
六
頁
。

12��

同
右
、
一
七
七
頁
。

13��

先
行
研
究
で
も
儒
者
の
批
判
に
対
し
、
仏
教
は
儒
教
・
神
道
を
も
引
き
入

れ
る
こ
と
で
対
抗
し
た
と
さ
れ
る
。た
と
え
ば
、森
和
也
『
神
道
・
儒
教
・

仏
教
―
江
戸
思
想
史
の
な
か
の
三
教
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
八
）
参
照
。

14�『
日
本
思
想
大
系
三
〇　

熊
沢
蕃
山
』
三
五
八
頁
。

15  『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』
第
十
一
巻
、
二
九
〇
～
二
九
一
頁
。

16��『
神
道
大
系　

論
説
編
二
〇　

藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
八
）
三
一
頁
。

17��『
神
道
大
系　

論
説
編
十
二　

垂
加
神
道
上
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
四
）

三
八
八
頁
。

18��

闇
斎
及
び
崎
門
派
の
仏
教
観
に
つ
い
て
は
、
土
田
健
次
郎
「
近
世
儒
教
と

仏
教
―
闇
斎
学
派
を
中
心
に
」（
日
本
仏
教
研
究
会
編
『
仏
教
と
出
会
っ
た
日
本
』

法
蔵
館
、
一
九
九
八
）
参
照
。

19��『
佐
藤
直
方
全
集
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
九
）
第
一
巻
、
二
三
頁
。

20��『
日
本
思
想
大
系
三
〇　

熊
沢
蕃
山
』
一
四
一
頁
。

21��『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』
第
九
巻
、
二
二
頁
。

22��『
日
本
思
想
大
系
三
三　

伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
一
六
頁
。

23��

近
世
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
の
「
理
」
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
荒
木
見

悟
「
朱
子
学
の
哲
学
的
性
格
」（『
日
本
思
想
大
系
三
四　

貝
原
益
軒　

室
鳩
巣
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
参
照
。

24��『
日
本
思
想
大
系
三
〇　

熊
沢
蕃
山
』
三
八
〇
頁
。

25��

こ
の
点
で
蕃
山
の
師
で
あ
り
、
お
な
じ
く
「
時
処
位
」
論
を
唱
え
た
中
江

藤
樹
（
一
六
〇
八
～
一
六
四
八
）
は
朱
子
学
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
弟

子
た
ち
の
争
い
が
絶
え
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
朱
子
学
の
非
を
悟
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
此
よ
り
前
、専
ら
朱
注
を
尊
信
し
て
、日
に
講
明
之
、

『
小
学
』
の
法
を
以
て
門
人
に
示
す
。
是
故
に
、
門
人
格
套
に
落
在
し
、

拘
攣
日
に
長
じ
て
、
気
象
漸
く
迫
れ
り
。
或
は
圭
角
あ
り
て
、
同
志
の
際
、

な
を
融
通
せ
ず
。
一
日
、
門
人
に
謂
て
曰
、
吾
、
久
し
く
格
套
を
受
用
し

来
る
。
近
来
、
漸
其
の
非
を
覚
ふ
。
格
套
を
受
用
す
る
の
志
は
、
名
利
を

求
る
の
志
と
、
日
を
同
し
て
も
語
る
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
真
性
活
潑
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の
体
を
失
ふ
こ
と
は
均
し
。
只
吾
人
、
拘
攣
の
意
を
放
去
し
、
み
づ
か
ら

本
心
を
信
じ
て
、
其
跡
に
泥
む
こ
と
な
か
れ
」（『
藤
樹
先
生
年
譜
』、『
日
本

思
想
大
系
二
九　

中
江
藤
樹
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
、
二
九
七
～
二
九
八
頁
）

26��
素
行
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
村
岡
典
嗣
『
大
教
育
家
文
庫　

素
行
・
宣
長
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
）、
堀
勇
夫
『
人
物
叢
書
三
三　

山
鹿
素
行
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
五
九
）
参
照
。

27��

田
尻
祐
一
郎
「
儒
学
の
日
本
化
―
闇
斎
学
派
の
論
争
か
ら
」（
頼
祺
一
編
『
日

本
の
近
世
第
一
三
巻　

儒
学
・
国
学
・
洋
学
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
）
参
照
。

28��『
書
経
』
舜
典
「
帝
曰
、
兪
、
咨
禹
、
汝
平
水
土
、
惟
時
懋
哉
」、
同
呂
刑

「
伯
夷
降
典
、
折
民
惟
刑
、
禹
平
水
土
、
主
名
山
川
、
稷
降
播
種
、
家
殖

嘉
谷
」、『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
十
五
年
「
慶
鄭
曰
、
古
者
大
事
、
必
乘
其

產
、
生
其
水
土
、
而
知
其
人
心
、
安
其
教
訓
、
而
服
習
其
道
」、
ま
た
五

経
以
外
で
は
『
管
子
』
七
法
篇
な
ど
に
も
用
例
が
あ
る
。

29��

澤
井
啓
一
「「
水
土
論
」
的
志
向
性
―
近
世
日
本
に
成
立
し
た
支
配
の
空

間
イ
メ
ー
ジ
」（『
歴
史
を
問
う
３　

歴
史
と
空
間
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）、
広

瀬
伸
「
現
代
水
土
考
」（『
農
業
土
木
学
会
誌
』
第
七
〇
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
二
）

な
ど
。

30��『
増
訂
蕃
山
全
集
』
第
二
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
八
）
二
八
〇
頁
。

31��『
日
本
思
想
大
系
三
〇　

熊
沢
蕃
山
』
一
四
六
頁
。

32��『
増
訂
蕃
山
全
集
』
第
二
巻
、
二
八
八
～
二
八
九
頁
。

33��『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』
第
十
三
巻
、
二
一
七
頁
。

○
引
用
文
献

『
日
本
思
想
大
系
二
八　

藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）

『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
）

『
日
本
思
想
大
系
三
〇　

熊
沢
蕃
山
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）

『
日
本
思
想
大
系
三
三　

伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）

�『
神
道
大
系　

論
説
編
二
〇　

藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一

九
八
八
）

『
神
道
大
系　

論
説
編
十
二　

垂
加
神
道
上
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
四
）

『
佐
藤
直
方
全
集
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
九
）

『
増
訂
蕃
山
全
集
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
八
）

○
参
考
文
献

荒
木
見
悟
「
朱
子
学
の
哲
学
的
性
格
」（『
日
本
思
想
大
系
三
四　

貝
原
益
軒　

室

鳩
巣
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）

澤
井
啓
一
「「
水
土
論
」
的
志
向
性
―
近
世
日
本
に
成
立
し
た
支
配
の
空
間

イ
メ
ー
ジ
」（『
歴
史
を
問
う
３　

歴
史
と
空
間
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）

末
木
文
美
士
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
三
〇
〇　

近
世
の
仏
教　

華
ひ
ら

く
思
想
と
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）

田
尻
祐
一
郎
「
儒
学
の
日
本
化
―
闇
斎
学
派
の
論
争
か
ら
」（
頼
祺
一
編
『
日

本
の
近
世
第
一
三
巻　

儒
学
・
国
学
・
洋
学
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
）

土
田
健
次
郎
「
近
世
儒
教
と
仏
教
―
闇
斎
学
派
を
中
心
に
」（
日
本
仏
教
研
究

会
編
『
仏
教
と
出
会
っ
た
日
本
』
法
蔵
館
、
一
九
九
八
）

広
瀬
伸
「
現
代
水
土
考
」（『
農
業
土
木
学
会
誌
』
第
七
〇
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
二
）
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堀
勇
夫
『
人
物
叢
書
三
三　

山
鹿
素
行
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
）

源
了
圓
「
近
世
儒
者
の
仏
教
観
―
近
世
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教
と
の
交
渉
」

（
玉
城
康
四
郎
編
『
仏
教
の
比
較
思
想
論
的
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
）

前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
）

村
岡
典
嗣
『
大
教
育
家
文
庫　

素
行
・
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
）

本
村
昌
文
『
い
ま
を
生
き
る
江
戸
思
想
―
十
七
世
紀
に
お
け
る
仏
教
批
判
と

死
生
観
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
）

森
和
也
『
神
道
・
儒
教
・
仏
教
―
江
戸
思
想
史
の
な
か
の
三
教
』（
ち
く
ま
新

書
、
二
〇
一
八
）

受
領
日　

二
〇
二
二
年
四
月
三
〇
日

改
訂
日　

二
〇
二
二
年
六
月
三
〇
日

受
理
日　

二
〇
二
二
年
七
月　

六
日
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