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日
本
の
社
会
で
と
か
く
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
ず
、
ま
た
決
ま
り
や
習
わ
し
、
制
度
に
対

し
て
柔
軟
な
解
釈
・
対
応
が
な
さ
れ
に
く
い
要
因
の
一
つ
は
、
依
る
べ
き
「
道
理
」
が
形
式

主
義
や
合
理
主
義
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
。
そ
こ
で
、「
道

理
」
と
は
本
来
ど
う
あ
る
べ
き
も
の
な
の
か
を
、
近
思
録
、
愚
管
抄
、
御
成
敗
式
目
、
正
法

眼
蔵
や
戦
中
戦
後
の
文
献
で
の
「
道
理
」
の
用
い
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
特
に
西
欧
で
「
法

を
超
え
た
法
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
自
然
法
」
や
イ
ギ
リ
ス
法
の
精
神
も
視
野
に
入
れ
て

考
察
し
た
。「
武
門
の
道
理
」
の
根
拠
で
あ
る
「
自
己
の
体
験
」
と
と
も
に
自
然
法
の
根
拠
で

あ
る
「
条
理
」
に
見
届
け
ら
れ
た
広
義
の
合
理
主
義
＝
道
理
、
の
認
識
や
解
深
密
経
の
「
四

種
道
理
」
の
道
筋
で
導
か
れ
る
「
明
白
で
霊
妙
な
こ
と
わ
り
」
と
し
て
の
「
道
理
」
こ
そ
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ト
ラ
ン
ス
サ
イ
エ
ン
ス
の
時
代
に
対
応
で
き
る
判
断
力
の
礎
に
な
る
も
の

と
考
え
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

道
理
、
条
理
、
四
種
道
理
、
武
門
の
道
理

一　

は
じ
め
に

　

道
理
の
研
究
の
発
端
は
、
あ
る
議
論
の
最
中
に
つ
い
口
を
つ
い
て
出
た
「
そ
の
議
論
は
合

理
的
だ
が
道
理
が
通
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
だ
っ
た
。
そ
の
時
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、

相
手
の
議
論
は
合
理
的
で
字
面
の
収
支
は
合
っ
て
い
る
が
、
実
体
験
か
ら
実
感
さ
れ
る
筋
道

に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
、「
道
理
」
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
り
、

議
論
の
な
か
で
わ
ざ
と
使
っ
て
み
た
り
も
し
た
。「
道
理
」
に
つ
い
て
は
漠
然
と
し
た
共
通
認

識
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
現
代
の
知
識
人
の
理
性
信
仰
と
は
お
よ
そ
異
次
元
の
も
の
と
い
え
よ

う
。

　

我
々
日
本
人
は
、
融
通
無
碍
な
一
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、
約
束
事
に
関
し
て
は
、
正
直
で

狭
苦
し
い
受
け
止
め
方
を
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

運
用
に
際
し
て
は
現
場
が
責
任
を
持
っ
て
道
理
を
尽
く
し
て
臨
機
応
変
の
判
断
を
す
る
と
い

う
姿
勢
が
、
今
の
日
本
人
に
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。「
一
人
で
も
や
る
」
と
い
う
勇
敢

さ
の
遺
伝
子
の
保
持
率
が
少
な
い
た
め
（
１
）
で
も
あ
ろ
う
が
、
物
事
の
判
断
に
お
い
て
現
合

で
の
加
減
が
で
き
な
い
で
は
、
社
会
の
発
展
を
歪
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
ア
ナ
ロ

グ
機
械
を
順
調
に
作
動
さ
せ
る
に
は
微
妙
な
加
減
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に
技
術
者
個
人
の

熟
練
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
社
会
や
人
間
関
係
ま
た
生
き
が
い
の
た
め
に
は
肝
要

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
加
減
の
目
印
と
な
る
の
が
「
道
理
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
一
見
行
き
届
い
た
ア
ソ
ビ
の
な
い
社
会
制
度
や
教
育
制
度
は
返
っ
て
人

間
個
人
の
加
減
能
力
・
工
夫
能
力
ひ
い
て
は
人
間
性
を
減
退
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
最
近

の
事
件
で
、
ル
ー
ル
に
正
直
な
あ
ま
り
、
ス
ト
ー
カ
ー
容
疑
者
の
逮
捕
に
際
し
ル
ー
ル
通
り

被
害
者
の
住
所
を
加
害
者
に
伝
え
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
被
害
者
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
悲
惨

な
結
末
と
な
っ
た
。
情
報
社
会
の
巧
妙
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
萎
縮
し
、
人
間
と
し
て
の
血
の
通

っ
た
発
想
に
よ
る
対
応
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
形
の
上
で
は
ル
ー

ル
に
反
し
て
で
も
、「
道
理
」
を
優
先
し
運
用
の
段
階
で
加
減
で
き
る
よ
う
な
発
想
が
個
人
や

（1）



大　原　荘　司 （2）

社
会
に
必
要
だ
。
た
だ
し
、
自
分
の
ご
都
合
の
た
め
で
な
く
、
あ
く
ま
で
無
限
を
見
据
え
た

上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
の
道
理
で
あ
る
。

二　

道
理
の
所
在

　

道
理
と
い
う
言
葉
は
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な
い
言
葉
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
し
っ
か
り

し
た
理
解
も
な
く
使
用
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
理
の
「
道
」
も
「
理
」

も
東
洋
で
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
た
語
で
あ
る
。
白
川
静
の
「
字
統
」（
２
）
に
よ
れ
ば
、「
道
」

に
つ
い
て
は
、「
道
を
修
祓
し
な
が
ら
進
み
導
く
こ
と
。
そ
れ
が
道
の
初
義
で
あ
っ
た
。
首
は

ま
じ
な
い
と
し
て
強
い
呪
力
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
た
。
人
の
行
為
す
る
と
こ
ろ
を
道
と
云
い

道
理
の
意
と
な
る
。
存
在
の
根
源
に
あ
る
と
こ
ろ
の
唯
一
者
を
道
と
い
う
。
道
は
古
代
の
除

道
の
儀
礼
の
意
よ
り
次
第
に
昇
華
し
て
つ
い
に
最
も
深
遠
な
世
界
を
言
う
語
と
な
っ
た
。」
と

あ
り
、「
理
」
に
つ
い
て
は
「
す
べ
て
条
理
あ
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
人
に
及
ぼ
し
て
情
理
、

理
気
と
い
い
客
観
化
し
て
道
理
、
天
理
の
よ
う
に
用
い
る
。」
と
あ
る
。

　
「
理
」と「
気
」は「
大
学
」「
書
経
」以
来
の
東
洋
思
想
の
根
源
に
位
置
す
る
思
想
で
あ
る
が
、

理
を
重
ん
じ
る
朱
子
学
と
理
の
現
実
展
開
で
あ
る
気
を
重
ん
じ
る
陽
明
学
が
江
戸
か
ら
明
治

に
か
け
て
の
日
本
の
思
想
の
骨
組
み
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
い
さ
さ
か
陽
明
学
に

振
り
回
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
培
わ
れ
た
す
べ
て
の
伝
統
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が

真
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尤
も
、
阪
神
淡
路
大
震
災
や
東
日
本
大
震
災
で
の
日
本
人
の
態
度

に
現
れ
た
秩
序
は
、
書
経
（
３
）
に
記
さ
れ
る
敬
敷
五
教
（
義
、
慈
、
友
、
恭
、
孝
）
の
精
神

が
覆
い
を
剥
ぐ
っ
て
現
れ
出
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
「
理
」
は
も
と
も
と
華
厳
思
想
と
も
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
が
、
鎌
田
茂
雄
は
「
華

厳
哲
学
の
根
本
的
立
場
」（
４
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
理
事
無
礙
観
と
は
、

理
と
事
の
圓
融
相
即
を
い
う
の
で
あ
り
、・
・
・
こ
の
観
で
は
、
第
一
真
空
観
で
理
に
徹
し
た

実
践
者
が
、
事
を
あ
ら
わ
す
現
象
を
そ
こ
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
と
事
、
す
な
わ
ち

本
体
と
現
象
と
の
相
入
相
即
を
説
く
も
の
で
・
・
・
大
乗
仏
教
の
即
の
哲
学
の
当
然
の
帰
結

で
あ
る
。」
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
経
験
を
重
ん
ず
る
の
が
道
理
の
立
場
で
あ
る
な
ら
、
理
事

無
礙
の
と
こ
ろ
が
道
理
の
場
と
い
え
よ
う
か
。

　

朱
子
学
の
経
典
で
あ
る
朱
熹
の
「
近
思
録
」（
５
）
の
な
か
に
は
「
道
理
」
と
い
う
表
現
は
原

文
に
は
あ
ま
り
無
く
、
例
え
ば
「
天
下
之
理
」
を
「
天
下
の
道
理
」
と
い
う
ふ
う
に
解
説
者

が
「
理
」
を
「
道
理
」
と
通
釈
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
主
で
あ
る
。
原
文
に
あ
る
道
理
は
、「
看

得
道
理
（
道
理
を
看
得
て
）」
と
「
務
尽
道
理
（
務
め
て
道
理
を
尽
く
せ
り
）」
の
２
か
所
だ

け
の
よ
う
で
あ
る
。
正
し
い
理
と
し
て
正
理
や
天
理
の
表
現
を
代
表
し
て
道
理
と
も
い
う
と

理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
天
下
の
理
と
い
う
時
の
「
理
」
は
道
理
（
筋
道
）
の
理
で
や
や
軽

い
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、
程
伊
川
の
性
即
理
の
「
理
」
は
、
宇
宙
原
則
と
し
て
の
「
理
」
で
、

事
物
に
内
在
し
、
事
物
が
事
物
と
し
て
存
在
成
立
し
う
る
原
則
の
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
も
「
道
理
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
微
妙
さ
が
現
れ
て
い
る
。
自
然
の
あ
り
よ
う
と

人
間
の
あ
り
よ
う
を
直
結
す
る
天
人
相
関
説
で
考
え
る
の
は
董
仲
舒
以
来
の
古
代
東
洋
の
癖

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
自
然
の
直
接
的
な
観
察
よ
り
は
身
近
な
人
の
心
の
正
し
い
秩
序
と

い
う
こ
と
に
「
理
」
の
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
即
ち
、
五
常
と
呼
ば
れ
る
「
仁

義
礼
智
信
」
の
相
互
関
係
、
例
え
ば
礼
が
足
ら
ぬ
も
無
礼
、
過
ぎ
た
る
も
無
礼
、
に
な
ら
な

い
「
礼

ほ
ど
よ
さ」

に
な
る
た
め
に
は
、
智
惠
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
仁
義
礼
智
い
ず
れ
に
も
、
偽
り

な
さ
で
あ
る
信
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
６
）、
と
い
っ
た
こ
と
が
朱
子
学
の
中
心
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
た
。
太
極
図
が
暗
示
す
る
よ
う
な
自
然
界
の
秩
序
の
理
解
を
含
ん
だ
形
而
上

学
よ
り
は
人
間
の
心
の
形
而
下
学
に
重
点
が
あ
り
、
格
物
致
知
や
格
物
究
理
と
い
う
「
大
学
」

以
来
の
立
場
も
実
際
の
問
題
に
則
し
て
理
を
究
明
し
て
い
こ
う
と
い
う
態
度
で
あ
っ
て
、
程

伊
川
の
「
性
即
理
」
に
結
局
は
収
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。「
性
即
理
」
は
、
世
界
の
存
在

原
理
と
人
間
の
心
の
秩
序
と
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
の
考
え
方
に
近
い
よ
う
に
思
う
（
７
）。
朱
子
学
で
は
、
人

間
側
の
「
性
」
よ
り
は
「
理
」
に
重
点
が
置
か
れ
た
が
、
江
戸
時
代
も
後
期
に
な
る
と
陽
明

学
が
盛
ん
に
な
り
、
人
間
の
実
践
体
験
に
重
点
を
置
く
陽
明
の
「
心
即
理
」
が
尊
重
さ
れ
「
知

行
合
一
」（
８
）
の
主
張
と
も
繋
が
っ
て
明
治
維
新
の
牽
引
力
に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
心

即
理
」
の
捉
え
方
は
、
次
に
述
べ
る
「
武
門
の
道
理
」
と
も
近
い
も
の
を
感
ず
る
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
「
道
理
」
が
推
論
の
道
筋
の
正
し
さ
、
根
拠
を
強
調
す
る
場
合
と
、
推

論
結
果
の
「
理
」
と
し
て
の
真
実
を
強
調
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
が
「
道
理
」
の
用
法
を

不
明
瞭
に
し
て
い
る
。
本
論
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
後
者
を
模
索
し
つ
つ
も
前
者
を
強
調

し
た
い
立
場
で
あ
る
。

　

道
理
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
で
は
、
日
本
に
は
別
の
歴
史
が
あ
る
。
即
ち
、
鎌
倉
初
期
に

慈
円
の
「
愚
管
抄
」
と
北
条
泰
時
の
「
御
成
敗
式
目
」
で
扱
わ
れ
た
「
道
理
」
で
あ
る
。
林

屋
辰
三
郎
は
、「
武
門
の
道
理
」（
９
）
の
中
で
「
法
の
滅
尽
し
た
と
き
、
時
代
の
人
々
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
は
、
み
ず
か
ら
体
験
し
た
も
の
し
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
動

の
跡
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
の
跡
は
、
す
な
わ
ち
道
と
な
っ
て
あ
ら
わ
さ

れ
る
。
こ
の
道
筋
を
「
道
理
」
と
よ
び
、
こ
れ
こ
そ
、
法
に
か
わ
る
新
し
い
人
間
の
倫
理
、

思
想
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

愚
管
抄
（
巻
第
七
）
で
慈
円
は
盛
ん
に
道
理
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。「
無
道
ヲ
道
理

ト
ア
シ
ク
ハ
カ
ラ
イ
テ
、
ヒ
ガ
ゴ
ト
ナ
ル
ガ
道
理
ナ
ル
道
理
ナ
リ
」（
10
）
な
ど
と
あ
り
、
単
に

貴
族
社
会
で
取
り
ざ
た
さ
れ
る
事
柄
の
筋
道
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
従
っ
て
、「
道
理
ウ
ツ
ロ
イ
ユ
ク
」
と
い
う
認
識
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

井
沢
元
彦
は
「
逆
説
の
日
本
史
・
中
世
動
乱
編
」
の
な
か
で
、
現
実
離
れ
し
た
律
令
に
代

わ
る
「
御
成
敗
式
目
」
を
制
定
し
た
北
条
泰
時
に
つ
い
て
論
じ
（
11
）、「
泰
時
は
「
法
」
こ
そ

無
視
し
て
い
る
が
、そ
れ
を
越
え
る
「
納
得
の
実
現
に
至
る
道
筋
」
を
実
践
し
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
れ
が
道
理
で
あ
る
。
こ
の
道
理
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
が
泰
時
の
師
で
あ
る
明
恵
上
人

の
「
あ
る
べ
き
よ
う
は
」
す
な
わ
ち
「
自
然
教
」
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
長
又
高

夫
は
「
北
条
泰
時
の
道
理
」（
12
）
と
い
う
論
文
で
、
主
従
関
係
、
親
子
関
係
に
つ
い
て
泰
時
の

と
っ
た
御
成
敗
式
目
の
具
体
的
運
用
を
残
さ
れ
た
書
状
を
基
に
論
じ
、
井
沢
と
ほ
ぼ
同
様
の

結
論
を
導
い
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
泰
時
の
道
理
は
、
そ
の
ま
ま
近
世
の
武
家
社
会
に
伝
承
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
徳
川
家
康
の
「
東
照
宮
御
遺
訓
」（
13
）
で
は
、「
武
門
の
道
理
」
よ
り
は
朱
子
学
の
「
理
」

が
重
視
さ
れ
、「
此
一
身
の
道
理
を
演の

べ

れ
ば
天
地
に
み
ち
、
天
地
の
道
理
を
ち
ぢ
む
れ
ば
一
身

の
内
に
か
が
ま
る
也
」
な
る
記
述
が
あ
る
。
ま
た
江
戸
末
期
の
陽
明
学
者
で
明
治
維
新
に
多

大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
佐
藤
一
斎
に
「
言
志
四
録
」
が
あ
る
が
（
14
）、「
道
理
」
の
語
は
数
か

所
し
か
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
も
泰
時
の
道
理
で
は
な
く
朱
子
学
伝
統
の
「
理
」
で
あ
る
。

現
在
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
法
令
遵
守
は
、
江
戸
時
代
に
培
わ
れ
た
島
国
根
性
に
由
来
す
る
の

で
は
な
い
の
か
。
蒙
古
襲
来
と
い
う
一
大
危
機
を
背
景
と
し
た
「
武
門
の
道
理
」
を
再
評
価

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

近
世
ま
で
は
、「
合
理
主
義
」
と
い
う
表
現
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「
道
理
」
は

「
合
理
」
の
意
味
を
あ
る
程
度
含
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
西
洋
思
想
史
上
の
「
合
理
」

は
、経
験
論
に
対
す
る
意
味
を
重
く
含
ん
で
い
る
と
観
る
べ
き
で
、そ
の
点
で
「
道
理
」
と
「
合

理
」
は
隔
た
っ
て
い
る
。
英
語
で
は
、
合
理
はrationality

で
「
比
」
のratio

を
語
源
と
す

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
道
理
は
、reason

で
条
理
や
理
性
と
一
般
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が

justice

を
使
う
場
合
も
あ
る
。
田
中
成
明
は
、「
法
的
思
考
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」（
15
）
で
、

「
理
性
の
認
識
作
用
に
関
わ
る
形
式
論
理
的
・
実
証
主
義
的
合
理
性
―
狭
義
の
合
理
性
と
行
為
・

決
定
を
導
く
理
性
の
実
践
的
作
用
に
関
わ
る
実
践
哲
学
的
合
理
性
―
広
義
の
合
理
性
」
と
記

述
し
て
い
る
が
、
後
者
の
広
義
の
合
理
性
が
道
理
に
相
当
す
る
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
「
道

理
」
の
意
義
と
し
て
道
筋
や
根
拠
を
強
調
し
た
い
と
い
っ
て
も
、
単
に
合
理
性
を
問
う
の
で

は
な
い
。

　

天
野
貞
祐
は
、
昭
和
十
四
年
に
「
道
理
の
感
覚
」
を
著
し
、
国
難
の
克
服
の
た
め
の
道
理

の
顕
現
を
訴
え
て
い
る
。「
道
理
は
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
道
理
は
厳
然
と

し
て
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
力
を
持
っ
て
存
在
し
て
お
る
と
思
う
。」（
16
）
と
述
べ
、「
道
理
は

も
の
の
一
切
の
秩
序
を
意
味
し
、
道
徳
的
秩
序
だ
け
で
な
く
理
論
的
及
び
美
的
秩
序
を
も
ふ

く
む
、道
徳
的
道
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
理
論
的
美
的
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
ま
す
。」
あ
る
い
は
「
価

値
秩
序
が
も
の
の
ス
ジ
ミ
チ
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
価
値
と
そ
の
秩

序
が
道
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
価
値
秩
序
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
お
い

て
承
認
し
そ
の
順
序
を
誤
ら
ぬ
こ
と
が
道
理
に
適
う
ゆ
え
ん
だ
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
美
的
秩
序
を
も
含
む
と
い
う
点
で
価
値
の
多
様
化
に
も
適
応
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出
来
る
表
現
か
と
は
思
う
が
、
道
筋
や
根
拠
を
問
う
道
理
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

前
述
の
橋
田
邦
彦
は
、
同
じ
く
昭
和
十
四
年
刊
の
「
行
と
し
て
の
科
学
」（
17
）
で
王
陽
明
の

言
葉
を
解
説
し
て
「
吾
々
の
体
験
即
ち
働
き
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
物
の
道
理
だ
け
を
求
め

よ
う
と
し
て
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
が
、
唯
「
心
」
即
ち
体
験
と
い
う

も
の
を
、
物
の
道
理
或
い
は
自
然
の
道
理
と
い
う
も
の
を
抜
き
に
し
て
求
め
て
き
た
と
こ
ろ

が
「
何
物
ぞ
や
」
で
、求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
述
べ
、同
書
に
所
収
の
「
自

然
の
観
方
」
で
は
、「
即
ち
自
然
の
動
き
に
は
「
す
ぢ
み
ち
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
す

ぢ
み
ち
」
を
昔
か
ら
条
理
と
云
っ
て
い
る
。
ま
た
は
こ
れ
を
理
法
と
も
云
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
自
然
の
動
き
は
お
の
ず
か
ら
な
る
動
き
で
は
あ
る
が
、
そ
の
動
き
の
中
に
条
理
が
あ
る
。

そ
の
条
理
が
あ
れ
ば
こ
そ
吾
々
が
そ
の
条
理
を
辿
っ
て
行
く
こ
と
に
依
っ
て
、
自
然
の
相
を

或
程
度
ま
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
条
理
を

道
理
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
自
然
科
学
者
で
あ
る
橋
田
が
国
難
の
時
局
に
望
ん
で
、

普
遍
的
な
「
道
理
」
を
必
死
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
現
れ
、
筋
道
・
根
拠
に
重
点
を

置
い
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

一
方
「
条
理
」
と
い
う
言
葉
が
、
法
の
運
用
に
際
し
て
は
か
な
り
明
瞭
な
意
味
を
持
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
森
部
英
生
の
論
文
「
社
会
教
育
判
例
に
お
け
る
「
条
理
」」（
18
）
で
教
わ
っ
た
。

教
育
法
学
に
お
け
る
基
本
的
概
念
と
し「
教
育
条
理
」な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
さ
れ
た
。

ま
た
教
育
条
理
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
内
申
書
記
載
内
容
は
、
本
人
・
父
母
に
開
示
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
こ
と
が
論
争
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
同
論
文
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
我
妻
栄
の
「
民
法
総
則
」
に
は
、「
上
述
し
た
す

べ
て
の
標
準
は
、
結
局
、
条
理
な
い
し
誠
実
信
義
の
原
則
の
具
体
的
な
表
現
で
あ
る
と
も
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
他
の
標
準
の
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
条
理
も
ま
た
独
立

の
標
準
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
り
（
19
）、
誠
実
信
義
の
原
則
＝
条
理
、
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
教
育
条
理
で
の
条
理
は
、
意
味
が
豊
富
に
詰
ま
り
過
ぎ
て
創
発
性
に
欠
け
る

と
感
ず
る
。
後
者
の
条
理
は
、
道
徳
律
の
意
味
が
強
く
、
日
常
の
事
柄
に
適
用
す
る
に
は
解

釈
に
偏
り
と
幅
が
生
じ
る
懸
念
が
あ
る
。

　
「
道
理
」
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
秩
序
を
伝
承
す
る
媒
体
の
よ
う

な
言
葉
で
、
そ
れ
自
身
独
自
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
今
日
、
道
理
と
い
う
言
葉
が
や
が
て
死
語
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
予
感
さ
せ
る
現
状
に
つ
な
が
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

谷
沢
永
一
は
「
モ
ノ
の
道
理
」（
20
）
で
、「
泰
時
の
い
う
「
道
理
」
と
い
う
の
は
、
だ
れ
の

目
に
も
見
え
て
い
る
事
実
、
だ
れ
の
心
に
も
具
わ
っ
て
い
る
健
全
な
感
情
、
尋
常
な
理
性
と

い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
人
み
ん
な
が
納
得
す
る
よ
う
な
考
え
方
・

慣
習
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
だ
れ
か
ら
見
て
も
正
当
だ
と
思
え
る
よ
う
な
基
準
で
す
。
日
本

人
で
あ
れ
ば
そ
う
考
え
る
の
は
無
理
も
な
い
と
、
み
ん
な
の
意
見
が
一
致
す
る
考
え
方
。
も

っ
と
い
え
ば
、
現
実
に
即
し
た
具
体
論
、
あ
る
い
は
人
間
性
を
肯
定
す
る
論
理
。」
と
い
う
解

釈
を
し
て
い
る
。
日
本
人
と
限
定
す
る
こ
と
で
理
想
的
な
判
断
基
準
と
し
て
の
道
理
が
あ
り

う
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
は
、「
道
理
」
を
日
本
人
だ
け
で
な
く
世
界
に
通

ず
る
も
の
と
す
る
願
を
持
っ
て
い
る
。

　

最
近
書
か
れ
た
書
物
の
中
で
「
道
理
」
が
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
他
に
、
中

坊
公
平
の
「
道
理
に
生
き
る
」（
21
）
が
あ
る
。
中
坊
は
同
書
の
第
五
章
、「
正
義
と
は
何
か
」

の
中
で
、「
こ
む
ず
か
し
い
司
法
試
験
に
通
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
世
間
の
荒
波
に
も
ま
れ
た

経
験
の
な
い
者
の
判
断
が
正
義
に
値
す
る
、
と
ど
う
し
て
い
い
切
れ
る
だ
ろ
う
。
正
義
は
必

ず
し
も
法
知
識
の
埒
内
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
法
を
超
え
た
道
理
こ
そ
が
正
義
な
の
で
あ
る
。

人
と
し
て
の
道
理
に
従
っ
て
物
事
を
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
は
、
素
人
も
玄
人
も
な
い
。」
ま

た
「
私
の
四
十
年
の
弁
護
士
人
生
を
振
り
返
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
裁
判
の
本
質
は
「
納
得
」

の
二
文
字
に
つ
き
る
。
審
理
を
尽
く
し
、
判
決
を
下
す
こ
と
で
、
紛
争
に
傷
つ
い
た
人
が
ど

れ
だ
け
納
得
で
き
る
か
、
救
わ
れ
る
か
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
裁
判
の
真
価
と
は
そ
こ
に
定
ま

る
も
の
だ
と
、
私
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
納
得
」
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
井
沢
元
彦
の
「
逆
説
の
日
本
史
」（
22
）
に
「
日
本
は
法
治
国
家
で
は
な
く
納
得
治
国
家
」
と

い
う
段
が
あ
り
、
符
合
し
て
い
て
興
味
深
い
。

　

以
上
道
理
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
に
注
目
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
道
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理
そ
の
も
の
の
内
容
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
感
が
あ
る
。
道
理
と
い
う
言
葉
が
自

分
様
に
ご
都
合
の
良
い
内
容
を
暗
然
と
主
張
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
に
な
り
や
す
い
と
い
う

懸
念
も
感
ず
る
。

三　

道
理
と
自
然
法

　

前
述
の
中
坊
公
平
の
文
章
の
中
に
、「
法
を
超
え
た
道
理
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
。
法
を

超
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
実
体
法
よ
り
高
次
の
法
と
さ
れ
る
自
然
法
の
概
念
が
符
号
す
る

と
思
わ
れ
る
。
西
洋
で
の
自
然
概
念
は
、
十
七
世
紀
科
学
革
命
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
も
い

わ
れ
る
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
物
の
本
質
に
つ
い
て
」
の
再
発
見
（
23
）
に
由
来
し
理
性
に
よ

る
思
惟
が
作
り
上
げ
た
世
界
で
あ
る
。
科
学
革
命
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
自
然
の
秩
序
の

発
見
と
そ
の
統
一
的
理
解
に
お
い
て
、
自
然
の
法
則
と
人
間
理
性
と
の
相
似
関
係
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
の
精
神
に
絶
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
事
物
や
人
間
の
本

性
と
し
て
の
自
然
法
の
存
在
や
そ
れ
が
法
を
超
え
た
法
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
受
け
止
め
方

は
科
学
革
命
を
経
験
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る「
自
然
」の
概
念
を
伝
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

自
然
法
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
か
ら
「
事
物
の
本
性
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、
即
条
理
と
も
受

け
取
ら
れ
て
い
る
。
条
理
は
こ
の
意
味
で
は
、
法
源
で
あ
る
と
も
理
解
さ
れ
、
実
定
法
の
運

用
、
解
釈
の
根
拠
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
自じ

ね
ん然

は
、
人
間
の
は
か
ら
い
で
は

な
く
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
願
力
自
然
」
の
よ
う
な
用
い
方

が
な
さ
れ
て
き
た
。「
自
然
法
」
と
い
う
場
合
の
自
然
は
阿
南
成
一
の
「
現
代
自
然
法
論
の
課

題
」（
24
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
直
感
す
る
内
容
と
は
大
い
に

異
な
っ
て
い
る
。「
近
世
の
思
想
家
達
は
か
か
る
「
自
然
」
を
人
間
の
理
性
の
所
有
に
引
戻
し
、

「
自
然
」
は
人
間
理
性
が
思
惟
す
る
ま
ま
の
姿
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。」「
カ
ン
ト
に
よ

っ
て
自
然
法
の
概
念
の
基
礎
と
し
て
の
「
自
然
」
は
完
全
に
理
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
に

と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
趣
旨
に
従
っ
て
い
い
か
え
れ
ば
、「
自
然
法
」
に
と

っ
て
代
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
批
判
哲
学
を
た
ず
さ
え
て
か
よ
う
な
理

性
法
を
唱
え
た
カ
ン
ト
こ
そ
が
自
然
法
に
決
定
的
打
撃
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が
、
思
惟
概
念
と
し
て
の
自
然
法
の
一
典
型
た
る
理
性
法
の
意
味
と
限
界
が
そ
こ

に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。」

　

深
田
三
徳
が
「
法
と
は
何
か
：
実
体
法
と
自
然
法
」（
25
）
で
「
わ
が
国
で
は
、
裁
判
の
判
決

書
の
中
で
「
自
然
法
」
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、「
条
理
」
が
使
用
さ
れ
る

こ
と
は
時
折
あ
る
。」
と
の
べ
、条
理
の
注
と
し
て
「「
物
事
の
筋
道
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、

裁
判
事
務
心
得
３
条
「
民
事
ノ
裁
判
ニ
成
分
ノ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
ハ
習
慣
ニ
依
リ
習
慣
ナ
キ
モ

ノ
ハ
条
理
ヲ
推
考
シ
テ
裁
判
ス
ベ
シ
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。」
と
記
し
て
い
る
。

　

以
前
か
ら
、
英
国
が
成
文
法
の
形
の
憲
法
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
大
変
興
味
を
覚
え

て
き
た
（
26
）。
形
を
持
っ
た
も
の
で
確
認
し
合
わ
な
く
て
も
、
個
人
の
認
識
、
判
断
能
力
に
全

面
の
信
頼
を
置
い
て
い
る
社
会
の
豪
胆
さ
と
人
間
の
能
力
に
対
す
る
信
頼
の
念
に
敬
意
を
表

す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
「
武
門
の
道
理
」
と
つ
な
が
る
何
か
が
あ
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
た
。
英
国
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
国
で
、
判
例
法
主
義
を
と
っ
て
い
る
と
理
解
す

れ
ば
、
上
述
の
よ
う
な
美
化
し
た
表
現
は
出
て
こ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
伊
藤
正
巳
と
田

島
裕
の
「
英
米
法
」（
27
）
に
よ
る
と
、「
大
陸
法
に
お
け
る
法
思
考
の
方
式
は
、
成
分
法
に
あ

ら
わ
れ
た
抽
象
的
、
一
般
的
文
言
か
ら
論
理
的
に
演
繹
す
る
形
を
と
る
の
で
あ
り
・
・
・
・

合
理
主
義
的
な
一
定
の
体
系
を
も
つ
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
英
米
の
法
律

家
の
思
考
は
、
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
事
実
を
重
視
し
、
そ
の
積
み
重
ね
の
う
ち
か
ら
帰
納
的

に
法
原
則
を
推
論
し
て
い
く
が
、
決
し
て
原
則
か
ら
具
体
的
事
例
を
推
論
す
る
の
で
は
な
い
。」

と
あ
る
。
ま
た
そ
の
根
拠
と
し
て
、「
英
米
法
の
精
神
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
特
殊
の
面
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
清
教
徒
の
精
神
で
あ
る
。・・・・

清
教
徒
の
考
え
方
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
個
人
が
自
分
の
意
思
に
も
と
づ
く
信
仰
の
契
約
の

原
則
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
何
よ
り
も
、
個
人
の
良
心
と
個
人
の
判
断
が
第
一
義
的
な
価
値
を

も
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
法
的
な
効
果
と
い
う
も
の
も
、
す
べ
て
は
個
人
の
意
思
の
行
使
に
よ

っ
て
き
め
ら
れ
る
と
い
う
個
人
主
義
の
考
え
方
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
。・
・
・
近
代
の
制

定
法
の
多
く
が
、
法
制
度
に
は
個
人
の
赤
裸
々
な
自
己
主
張
や
個
人
の
権
利
の
保
護
以
外
に

も
追
求
す
べ
き
任
務
が
あ
る
と
し
、
抽
象
的
自
由
を
制
約
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
清
教
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徒
精
神
か
ら
く
る
個
人
主
義
の
観
念
に
よ
っ
て
、
法
律
家
は
、
こ
れ
ら
の
立
法
に
む
し
ろ
否

定
的
評
価
を
与
え
た
と
い
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
英
米
社
会
に
「
法
を
越
え
た
道
理
」
を

適
用
す
れ
ば
、
そ
の
「
道
理
」
は
、「
清
教
徒
精
神
か
ら
納
得
で
き
る
筋
道
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
、
道
徳
律
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
清
教
徒
精
神
は
と
も
か

く
も
、
規
定
・
掟
や
習
慣
、
流
れ
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
現
場
に
直
面
す
る
生
き
た
人

間
と
し
て
「
納
得
」
を
第
一
義
と
す
る
精
神
に
は
あ
る
種
の
憧
憬
を
感
ず
る
。

　

自
然
法
批
判
の
立
場
か
ら
中
埜
肇
は
、「
自
然
と
理
念
」
に
お
い
て
、
普
遍
論
争
に
関
連
づ

け
「
自
然
法
は
西
欧
的
合
理
主
義
思
想
の
産
物
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
「
し
か
し
、
こ
こ
で
虚

心
に
問
う
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
理
性
に
対
す
る
信
頼
と
「
普
遍
」
へ
の
確
信
そ

の
も
の
が
果
た
し
て
人
類
に
と
っ
て
普
遍
的
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
、

自
然
法
が
仮
構
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
換
え
て
「
人
間
は
こ
の
「
仮
構
」
も
し
く
は
理

念
な
し
に
は
人
間
と
し
て
い
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン

ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
、「
現
実
の
中
に
対
応
す
る
も
の
が
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
非
現
実

的
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
人
間
が
現
実
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て

人
間
の
現
実
の
生
存
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
現
実
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

理
念
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
よ
う
に
現
実
を
超
え
な
が
ら
し
か
も
現
実
と
関
わ
る

と
い
う
、
両
義
性
を
持
っ
て
い
る
。」
と
記
し
て
い
て
（
28
）、
阿
南
の
記
述
と
の
対
比
が
興
味

深
い
。
何
れ
に
し
て
も
、「
誠
実
に
約
束
を
守
れ
」
と
い
う
自
然
法
の
社
会
倫
理
と
道
理
と
は
、

意
味
の
上
で
一
致
し
な
い
部
分
が
多
い
よ
う
に
思
う
。

　

さ
て
、
現
在
の
日
本
人
は
、
一
定
の
手
続
き
で
決
定
さ
れ
た
事
柄
に
関
し
て
、
あ
る
種

ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
運
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
相
撲
の
八
百
長
疑
惑
に
対
す
る
相

撲
協
会
の
反
応
や
ま
っ
す
ぐ
で
大
き
さ
が
均
一
で
泥
の
つ
い
て
い
な
い
ニ
ン
ジ
ン
し
か
購
入

し
な
い
主
婦
の
感
覚
や
リ
ク
ル
ー
ト
ス
ー
ツ
の
驚
く
べ
き
画
一
、
セ
ン
タ
ー
入
試
に
お
け
る

数
秒
の
試
験
時
間
短
縮
に
対
す
る
不
平
な
ど
、
潔
癖
主
義
、
禊
主
義
の
様
な
も
の
を
感
ず

る
。
い
わ
ゆ
る
、
ゼ
ロ
リ
ス
ク
幻
想
も
こ
れ
に
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
裁
量
と
責
任

に
お
い
て
判
断
し
、
掟
や
慣
習
を
加
減
し
て
解
釈
し
て
運
用
し
よ
う
と
い
う
精
神
や
風
土
が

あ
ま
り
に
希
薄
で
あ
る
。
ま
た
町
内
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
合
あ
た
り
で
は
、
い
ま
だ
に
江
戸
時
代

の
村
の
寄
り
合
い
の
ご
と
く
、「
流
れ
」
重
視
で
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
９
８
６
年
の
ス
ペ
ー
ス
シ
ア
ト
ル
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
号
爆
発
事
故
の
原
因
の
一
つ
に
も

こ
の
流
れ
に
逆
ら
え
な
い
と
い
う
人
類
共
通
の
弱
点
で
あ
る
悪
魔
的
な
も
の
が
現
れ
て
い
る
。

常
に
覚
め
た
目
で
、
生
命
の
実
体
験
と
合
理
性
を
共
に
重
ん
じ
、
無
限
の
眼
差
し
に
根
ざ
し

た
「
道
理
」
に
帰
っ
て
物
事
の
判
断
を
や
り
直
す
精
神
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

四　

道
理
と
は

　

正
法
眼
蔵
に
お
い
て
、「
道
理
」
を
使
っ
た
表
現
は
全
96
巻
で
75
箇
所
に
あ
る
（
29
）。「
全
機

の
道
理
」、「
刹
那
生
滅
の
道
理
」、「
自
を
し
て
他
に
同
ぜ
し
む
る
道
理
」
な
ど
と
い
っ
た
表

現
で
あ
る
。
総
じ
て
、
事
実
と
し
て
明
白
で
か
つ
、
霊
妙
で
正
し
い
こ
と
わ
り
、
と
い
う
意

味
で
、「
偏
界
曾か

っ
て
蔵か

く

さ
ず
」
の
現
わ
れ
で
あ
る
。「
解
深
密
経
」
の
巻
の
５
に
は
（
30
）、「
道

理
」
に
は
四
種
類
あ
る
と
し
て
、
一
つ
は
観
待
道
理
で
苦
楽
・
長
短
の
よ
う
な
相
対
背
反
の

関
係
が
存
在
す
る
道
理
。
二
つ
目
は
作
用
道
理
で
蝋
燭
の
火
が
燃
え
続
け
る
よ
う
に
、
因
縁

に
も
と
づ
い
た
働
き
合
い
が
あ
る
道
理
。
三
つ
目
は
、
証
成
道
理
で
量
的
・
論
理
的
に
証
明

で
き
る
物
事
が
あ
る
と
い
う
道
理
。
四
つ
目
は
、
法
爾
道
理
で
、
こ
の
世
界
に
自
ず
か
ら
成

立
し
て
い
る
自
然
な
筋
道
の
道
理
で
、
因
果
の
道
理
は
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
論

理
を
重
視
す
る
イ
ン
ド
哲
学
の
伝
統
が
活
か
さ
れ
た
捉
え
方
だ
。「
道
理
」
が
論
理
的
な
筋
道

の
意
味
も
持
つ
以
上
は
、
こ
の
よ
う
な
価
値
自
由
な
捉
え
方
が
ベ
ー
ス
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。
こ
こ
で
、
四
種
道
理
は
、
推
論
の
道
筋
の
パ
タ
ー
ン
を
指
す
も
の
で
、
推
論
結

果
の
内
容
の
真
実
を
い
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
点
、
朱
子
学
、
陽
明
学
の
伝
統

で
云
う
「
道
理
」
は
、
仁
義
礼
智
信
の
構
成
か
ら
生
ま
れ
る
価
値
観
が
隠
然
と
背
後
に
存
在

す
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
、内
容
が
限
定
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
神
秘
主
義
的
印
象
を
与
え
る
。「
道

理
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
勝
手
な
思
い
込
み
や
、
お
好
み
の
正
義
が
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
は

避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
か
く
人
の
言
動
を
評
価
す
る
に
際
し
て
つ
か
わ
れ
る
言
葉
な

の
だ
か
ら
。
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「
武
門
の
道
理
」
の
立
場
は
、
杓
子
定
規
な
律
令
制
の
ル
ー
ル
を
越
え
て
、
自
ら
の
体
験
に

基
づ
き
納
得
で
き
る
筋
道
・
根
拠
に
重
き
を
置
く
こ
と
を
特
徴
と
し
、
そ
の
意
味
で
あ
る
種

の
個
人
主
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
清
教
徒
の
精
神
が
英
国
の
個
人
主
義
の
ベ
ー
ス
に
有
っ

た
よ
う
に
、
武
門
の
個
人
主
義
に
は
、
鎌
倉
仏
教
へ
の
帰
依
が
ベ
ー
ス
に
有
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
伝
統
は
、
徳
川
政
権
の
朱
子
学
擁
護
に
よ
っ
て
表
面
か
ら
消
え
、
封
建

体
制
を
堅
持
す
る
た
め
の
「
忠
孝
」
の
筋
道
が
「
道
理
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
な
っ
た
と
想
像

す
る
。
前
述
の
天
野
、
橋
田
な
ど
の
大
戦
突
入
直
前
の
悲
痛
の
叫
び
も
「
道
理
」
と
い
う
言

葉
を
も
っ
て
国
の
宿
業
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
流
れ
を
食
い
止
め
る
こ
と
に
は
、
つ
い
に
つ
な

が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
般
論
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
対
し
て
、
各
論
と
し
て
の
個
人
の
立
場
や
個
々
の
ケ
ー
ス
が

対
等
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
の
が
現
在
の
グ
ロ
―
バ
ル
な
も
の
の
見
方
で
あ
る
と
思
う
。
ル

ー
ル
や
因
習
、流
れ
な
ど
に
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
反
応
せ
ず
、冷
静
に
批
判
す
る
道
標
と
な
る
「
道

理
」
は
、
そ
れ
自
身
ル
ー
ル
や
因
習
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
個
別
的
体
験
や
思
索
の
結
果

を
尊
重
し
、
規
範
の
創
発
を
担
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
式
主
義
的
で
大
衆
迎
合

的
な
流
れ
を
食
い
止
め
る
神
通
力
を
持
っ
た
道
理
と
は
何
か
。
条
理
や
そ
の
一
種
と
い
え
る

自
然
法
（
＝
事
物
の
本
性
（
32
））
の
よ
う
に
、
さ
ほ
ど
明
瞭
に
そ
の
実
体
を
現
さ
な
い
で
い
な

が
ら
も
隠
然
と
約
束
事
の
世
界
の
背
後
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
堅
苦
し
い
関
係
で
な

く
、
事
に
応
じ
て
即
妙
に
適
応
で
き
る
手
鏡
の
よ
う
な
「
道
理
」
と
は
何
な
の
か
。

　

体
験
に
基
づ
く
以
上
、
道
理
は
交
差
す
る
。
あ
る
個
人
や
あ
る
ケ
ー
ス
で
道
理
と
納
得
で

き
る
こ
と
が
他
の
個
人
や
ケ
ー
ス
で
は
道
理
と
し
て
通
ら
な
い
こ
と
は
あ
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

日
本
人
が
髪
の
毛
を
金
髪
に
染
め
る
な
ど
と
て
も
道
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
以
前
は
思
わ
れ
た

が
、
今
は
そ
れ
ほ
ど
と
も
思
わ
な
い
。「
道
理
」
は
、
時
間
的
に
も
変
動
し
交
差
す
る
。「
道

理
は
変
動
し
交
差
す
る
の
も
道
理
」
と
自
己
言
及
的
表
現
も
加
え
て
お
く
の
が
健
全
で
あ
る
。

道
理
の
現
れ
は
相
対
的
で
あ
ろ
う
。
何
か
確
固
不
抜
の
道
理
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ

の
行
動
や
考
え
方
の
規
範
と
し
て
隠
然
と
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
は
本
論
の
目
指
す
姿
で
は

な
い
。

　

道
理
は
「
理
」
そ
の
も
の
を
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
自
然
界
を
含
め
た
物
事
の
生
起
す
る

筋
道
、
法
則
の
体
験
に
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
筋
道
は
、
勝
手
な
想
像
や

ご
都
合
の
産
物
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
解
深
密
経
の
四
つ
の
道
理
を
ベ
ー
ス
に
自
然
現
象
や

社
会
現
象
の
で
き
る
だ
け
単
純
な
素
過
程
を
道
理
の
モ
デ
ル
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
私
の
ご
都
合
を
超
え
た
無
限
に
根
差
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
道
理
の
主
観
的
神
秘
性
を
避
け
な
が
ら
、
道
理
を
基
準
と
し
て
議
論
に
幅

や
発
展
性
を
持
た
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

で
は
、
体
験
に
基
づ
い
た
筋
道
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
良
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
事
実
を
あ

り
の
ま
ま
に
見
る
「
如
実
正
観
」（
33
）
の
上
の
体
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
来
の
十
力
（
34
）

の
筆
頭
は
「
處
非
處
智
力
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
、
正
し
く
如
実
に
道
理
（
根
拠
）
を
見
抜

く
力
と
解
さ
れ
て
い
る
。　

　

あ
ら
た
め
て
解
深
密
経
の
四
種
道
理
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
純
粋
悟
性
概
念

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
35
）
を
観
て
み
る
と
四
種
道
理
と
悟
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
間
に
符
号
が
あ
る
こ

と
に
気
が
付
く
。
ま
ず
悟
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、判
断
の
形
式
を
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

「
道
理
」
と
つ
な
が
り
を
持
つ
。
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
、
力
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
さ
れ
る

の
が
「
関
係
」
と
「
様
態
」
で
あ
る
。
様
態
は
、
可
能
と
不
可
能
、
存
在
と
非
存
在
、
必
然

と
偶
然
な
ど
の
対
立
す
る
概
念
を
含
み
、「
観
待
道
理
」
と
符
合
す
る
。
筆
者
が
常
に
心
が
け

る
権
利
の
行
使
と
責
任
の
対
関
係
す
な
わ
ち
、「
権
利
を
行
使
し
た
だ
け
あ
る
い
は
行
使
し
得

た
だ
け
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
道
理
」
も
こ
の
道
理
に
含
ま
れ
よ
う
。
現
在
の
日
本
社
会
で

は
、
と
か
く
こ
の
道
理
が
無
視
さ
れ
、
責
任
だ
け
を
問
わ
れ
た
り
、
権
利
だ
け
を
追
求
し
よ

う
と
す
る
忌
む
べ
き
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
「
関
係
」
に
は
、「
法
爾
道
理
」
に
符
合
す
る
因
果

性
（
36
）
と
「
作
用
道
理
」
に
符
合
す
る
相
互
性
が
含
ま
れ
る
。
科
学
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る

因
果
関
係
や
諸
法
則
が
含
ま
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
蛇
足
な
が
ら
、
科
学
実
験
教
育
は
道
理
を

身
に
つ
け
る
意
味
で
極
め
て
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
作
用
道
理
の
中
に
は
、
心
理

学
や
生
理
学
に
関
連
す
る
情
理
の
部
分
も
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
一
方
、
数
学
的
カ
テ
ゴ
リ

ー
と
さ
れ
る
「
分
量
」
と
「
性
質
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
量
的
、
論
理
的
に
証
明
で
き
る
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物
事
が
あ
る
と
い
う
道
理「
証
成
道
理
」と
符
合
す
る
。
科
学
的
思
考
を
支
え
る
道
理
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
符
号
は
、
洋
の
東
西
、
宗
教
を
問
わ
な
い
普
遍
的
「
道
理
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
自
然
法
に
決
定
的
打
撃
を
あ
た
え
た
と
い
う
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ

の
指
摘
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、「
自
然
」
の
概
念
が
周
知
の
通
り
東
西
で
非
常
に
異
な
る

状
況
で
は
、
自
然
法
や
、
事
物
の
本
姓
、
条
理
で
は
な
く
、
四
種
道
理
や
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
が
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
意
思
決
定
や
、
諸
規
定
の
よ
う
な
一
般
的
約
束

事
の
記
述
を
具
体
に
適
用
・
解
釈
す
る
場
合
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
よ
り
適
し
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。
生な

ま

の
体
験
と
思
索
に
よ
り
導
か
れ
た
真
実
を
、
悟
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
四
種
道

理
の
基
準
を
通
し
て
道
理
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の
議
論

を
創
発
的
で
血
の
通
っ
た
も
の
に
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
。

五　

ま
と
め

　

日
常
会
話
や
議
論
で
「
そ
れ
が
道
理
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
物
事
や
心
の
因
果
関
係
や

相
互
作
用
な
ど
の
日
常
経
験
か
ら
、「
明
白
で
霊
妙
な
こ
と
わ
り
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
い
う

意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
明
白
で
霊
妙
な
こ
と
わ
り
と
は
、「
体
験
的
事
実
に
お
け
る
理

性
の
実
践
的
作
用
」
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
「
イ
ギ
リ
ス
法
の
精
神
」

の
中
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
あ
く
ま
で
も
事
実
の
中
に
道
理
を
求
め
よ
う

と
す
る
」
態
度
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
の
中
の
「
道
理
」
を
表
現
す
る
場
合
、
純
粋

悟
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
四
種
道
理
な
ど
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
は
、
分
別
の
枠
組
み
と
し
て
必
要
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
功
利
主
義
的
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
立
場
か
ら
の
「
道
理
」
で
な
く
、
む
し

ろ
相
対
主
義
（
37
）
の
立
場
に
た
っ
た
没
量
の
大
人
の
道
理
す
な
わ
ち
「
菩
提
心
」
を
パ
ラ
ダ

イ
ム
と
す
る
、
無
限
を
見
据
え
た
「
道
理
」
の
発
信
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。「
菩
提
心
」
は
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
規
定
に
よ
る
愛
「
具
体
的
な
こ
と
を
通
じ
て
、
全
体
性
と
絶
対
性
に
向
か
う

運
動
」（
38
）
に
つ
な
が
り
「
道
理
」
の
普
遍
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
よ
う
。

　

２
０
１
１
年
３
月
の
福
島
第
一
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て
、
市
民
レ
ベ
ル
で
科
学
技
術
の

あ
り
方
を
見
直
そ
う
と
い
う
運
動
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や

ト
ラ
ン
ス
サ
イ
エ
ン
ス
な
ど
の
取
り
組
み
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
状
況
の
中
で
議

論
の
裏
付
け
の
一
つ
と
し
て
、「
道
理
」
の
観
方
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
科
学

主
義
や
理
性
信
仰
を
議
論
の
場
で
打
ち
砕
け
る
も
の
は
「
道
理
」
以
外
に
は
な
い
。
文
明
の

三
大
問
題
と
呼
ば
れ
る
、
環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
人
口
の
問
題
は
科
学
技
術
を
軸
と
す
る
合

理
主
義
に
よ
っ
て
解
決
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
人
体
を
ど
こ
ま
で
再
生
す
る
の
か
（
再

生
医
療
）、
生
活
や
生
産
を
ど
こ
ま
で
利
便
化
す
る
の
か
（
ロ
ボ
ッ
ト
化
）、
人
間
関
係
を
ど

こ
ま
で
仮
想
化
す
る
の
か（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）な
ど
の
問
題
の
取
り
組
み
に
は「
道

理
」
の
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
日
常
体
験
を
踏
ま
え
た
上

で
無
限
を
見
据
え
て
観
る
必
要
が
あ
る
。
科
学
技
術
の
研
究
・
開
発
段
階
は
要
素
還
元
の
合

理
で
し
の
げ
る
が
、
こ
れ
を
社
会
に
応
用
す
る
段
階
で
は
、
道
理
に
よ
る
観
方
と
統
合
が
必

要
で
あ
る
。
四
種
道
理
を
総
動
員
し
た
判
断
が
必
要
だ
。
福
島
原
発
事
故
で
最
も
納
得
の
い

か
な
い
の
が
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
な
ぜ
浸
水
に
よ
り
使
用
不
能
に
な
っ
た
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
水
の
国
日
本
の
日
常
体
験
か
ら
す
れ
ば
、
何
も
の
で
も
水
浸
し
に
な
り

得
る
こ
と
は
黙
っ
て
勘
定
に
い
れ
て
お
く
の
が
道
理
で
あ
る
。
津
波
の
高
さ
を
何
ｍ
と
想
定

す
る
か
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
な
ど
は
、
生
活
者
と
し
て
の
道
理
で
あ
っ
て
科
学
技
術
的

合
理
主
義
と
は
異
次
元
で
考
察
す
べ
き
も
の
だ
。
設
計
は
妥
協
だ
が
道
理
は
あ
く
ま
で
妥
協

を
前
提
と
し
な
い
。
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注（1）
日
本
人
の
７
割
が
セ
ニ
ト
ロ
ン
の
レ
セ
プ
タ
ー
が
少
な
い
タ
イ
プ
の
遺
伝
子
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
説
明
が
坂
村
健
「
21
世
紀
日
本
の
情
報
戦
略
」
岩
波
書
店
、
２
０
０
２
年
、

P65
に
あ
る
。

（2）
白
川
静
「
字
統
」、
平
凡
社
、
１
９
９
９
年

（3）
加
藤
常
賢
「
書
経　

新
釈
漢
文
大
系
第
25
」
明
治
書
院
、
１
９
８
３
年
、P38

（4）
鎌
田
茂
雄
「
華
厳
哲
学
の
根
本
的
立
場
」、
中
村
元
編
「
華
厳
思
想
」
所
収
、
法
蔵
館
、

１
９
６
０
年
、P425　

花
岡
永
子
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
を
め
ぐ
っ
て
」
ノ
ン
ブ
ル
社
、

２
０
１
０
年
、P53

に
は
、
理
事
無
礙
の
次
元
と
こ
れ
が
突
破
さ
れ
た
事
事
無
礙
の
法
界

と
し
て
の
宗
教
の
次
元
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
無
限
を
見
据
え
た
道
理
が
こ
の

宗
教
の
次
元
の
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（5）
市
川
安
司
「
近
思
録　

新
釈
漢
文
大
系
第
37
」
明
治
書
院
、
１
９
７
５
年
、P17

　

朱
子
学
で
登
場
す
る
「
正
理
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
仏
教
か
ら
導
入
さ
れ
た
言
葉
と
思
わ

れ
る
。

　

武
邑
尚
邦
「
仏
教
論
理
学
の
研
究
」、
百
華
苑
、
１
９
６
８
年
、P106

に
は
、「
正
理
と
は

如
何
と
い
う
に
、
量
に
よ
っ
て
対
象
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

陳
那
の
「
因
明
正
理
門
論
本
」、
国
訳
一
切
経
論
集
部
１
、
大
東
出
版
、
１
９
８
８
年
が
典

拠
で
あ
る
。

（6）
西
田
太
一
郎
編
「
日
本
の
思
想
17
藤
原
惺
窩
「
仮
名
性
理
」」、
筑
摩
書
房
、
１
９
７
０
年
、

P38

（7）
稲
垣
良
典
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
実
践
知
の
構
造
」「
自
然
法
と
実
践
知
」
所
収
、

創
文
社
、
１
９
９
４
年
、P3

　

阿
南
成
一
「
現
代
自
然
法
論
の
課
題
」、
成
文
堂
、
１
９
９
１
年
、P67

で
は
、「
ト
マ
ス

は
基
本
的
に
広
義
の
法
の
概
念
の
上
に
そ
の
法
理
論
を
体
系
化
し
た
。・
・
上
は
神
の
理
性

（
永
久
法
）
か
ら
、自
然
の
理
性
（
自
然
法
）
を
経
て
、下
は
立
法
者
の
人
間
理
性
（
実
体
法
）

に
い
た
る
ま
で
す
べ
て
の
法
の
調
和
的
体
系
化
が
可
能
と
な
っ
た
。」

（8）
終
戦
時
の
文
部
大
臣
橋
田
邦
彦
の
「
科
学
の
日
本
的
把
握
」
に
は
、
王
陽
明
の
「
知
行
合

一
」
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
橋
田
邦
彦
「
科
学
の
日
本
的
把
握
」、
目
黒
書
店
、

１
９
３
９
年
、P13　

知
行
合
一
以
外
に
も
王
陽
明
の
言
葉
が
幾
つ
か
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（9）
林
屋
辰
三
郎
編
「
武
門
の
道
理
」
日
本
文
化
の
歴
史
７
、
学
研
、
１
９
６
９
年
、P107

（10）
岡
見
正
雄
、赤
松
俊
秀
校
注
「
愚
管
抄
」
日
本
古
典
文
学
大
系
86
、岩
波
書
店
、１
９
６
７
年
、

P326

（11）
井
沢
元
彦
「
逆
説
の
日
本
史
」
中
世
動
乱
編
、
小
学
館
、
１
９
９
７
年
、P305

　

泰
時
の
「
道
理
」
は
、
自
然
教
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
論
が
求
め

る
も
の
は
、そ
の
よ
う
な
日
本
人
の
お
好
み
の
「
道
理
」
で
は
な
く
世
界
に
通
じ
る
「
道
理
」

で
あ
る
。

（12）
長
又
高
夫
「
北
条
泰
時
の
道
理
」、
日
本
歴
史
、
７
７
４
号
、
２
０
１
２
年
、P19

（13）
近
藤
斉
「
武
家
家
訓
の
研
究
」、
風
間
書
房
、
１
９
７
５
年
所
収
資
料
編

（14）
佐
藤
一
斎
著
、
川
上
正
光
全
訳
注
「
言
志
四
録
」
一
〜
四
、
講
談
社
、
１
９
７
８
年

（15）
田
中
成
明
「
法
的
思
考
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」、
有
斐
閣
、
１
９
８
９
年
、P112

（16）
天
野
貞
祐「
天
野
貞
祐
全
集
第
１
巻
」所
収
、日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、復
刻
発
行
１
９
９
９
年
、

P122

（17）
橋
田
邦
彦
「
行
と
し
て
の
科
学
」、
岩
波
書
店
、
１
９
３
９
年
、P56

（18）
森
部
英
生
「
社
会
教
育
判
例
に
お
け
る
「
条
理
」」、
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
53
巻
、

２
０
０
４
年
、P264

（19）
我
妻
栄
「
民
法
総
則
」、
岩
波
書
店
、
１
９
６
５
年
、P256

（20）
谷
沢
永
一
「
モ
ノ
の
道
理
」、
講
談
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
２
０
０
８
年
、P62

（21）
中
坊
公
平
「
道
理
に
生
き
る
」、
P
H
P
、
２
０
０
１
年

（22）
井
沢
元
彦
「
逆
説
の
日
本
史
」
中
世
動
乱
編
、
小
学
館
、
１
９
９
７
年
、P288

（23）
S.

グ
リ
ー
ン
ブ
ラ
ッ
ト
「
一
四
一
七
年
、
そ
の
一
冊
が
す
べ
て
を
変
え
た
」、
柏
書
房
、

２
０
１
２
年
、P231

（24）
阿
南
成
一
「
現
代
自
然
法
論
の
課
題
」、
成
文
堂
、
１
９
９
１
年
、P175

、P179
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（25）
深
田
三
徳
・
濱
眞
一
郎
編
著
「
法
哲
学
・
法
思
想
」、
ミ
ネ
ル
バ
書
房
、
２
０
０
７
年
、

P49
（26）

イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
や
不
文
憲
法
の
根
底
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
的
思
考
に
つ
い
て
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス
的
思
考
は
い
や
し
く
も
事
実

を
、
理
性
を
介
し
て
曲
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
く
ま
で
も
事
実
の
中

に
理
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
理
性
と
は
、
す
な
わ
ち
事
物
の
本
性
で
あ
る
。」

　

G.

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
６
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
精
神
」、
東
京
大
学
出

版
会
、
１
９
６
７
年
、P6

（27）
伊
藤
正
巳
、
田
島
裕
「
英
米
法
」、
現
代
法
学
全
集
第
48
巻
、
筑
摩
書
房
、
１
９
８
５
年
、

P13

（28）
中
埜
肇
「
自
然
と
理
念
」、
阿
南
成
一
等
編
「
自
然
法
と
実
践
智
」
所
収
、
創
文
社
、

１
９
９
４
年
、P50

（29）
正
法
眼
蔵
、
国
訳
大
蔵
経
宗
典
部
第
５
巻
、
曹
洞
宗
聖
典
所
収
、
１
９
７
６
年

　

正
法
眼
蔵
の
最
古
の
注
釈
書
で
あ
る
「
正
法
眼
蔵
抄
」
で
は
、「
現
成
公
案
」
の
注
釈
だ
け
で
、

45
箇
所
に
「
道
理
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。「
ワ
ケ
」
に
近
い
意
味
で
も
使
わ
れ
、
成
立
が

１
２
６
３
年
で
「
御
成
敗
式
目
」
と
わ
ず
か
30
年
の
隔
た
り
で
あ
る
。

（30）
国
訳
一
切
経
、
経
集
部
三
「
解
深
密
経
」、
大
東
出
版
社
、
１
９
９
６
年
、P108

（32）
法
哲
学
や
法
理
学
の
諸
説
に
よ
る
と
自
然
法
＝
事
物
の
本
性
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
悲
劇
の
体
験
か
ら
法
実
証
主
義
か
ら
距
離
を
置
き
自
然
法
を
再
評
価
し
た
と

さ
れ
る
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
著
作
の
引
用
に
「
事
物
に
内
在
す
る
秩
序
、
そ
れ
を
事
物
の
本

性
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。・
・
・
た
だ
し
、
事
物
の
本
性
は
、
自
然
法
と
混
同
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
自
然
法
は
、
人
間
の
本
質
そ
れ
自
体
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
帰
結
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
直
接
に
法
と
し
て
適
用
す
る
に
は
向
か
な
い
の
で
あ

る
。」
と
あ
り
、自
然
法
が
「
心
」、事
物
の
本
性
が
「
理
」
に
該
当
す
る
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。

　

G.

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
「
イ
ギ
リ
ス
法
の
精
神
」、
前
出
、P86

（33）
高
崎
直
道
「
仏
典
講
座
十
七
、
楞
伽
経
」、
大
蔵
出
版
、
１
９
８
０
年
、P162

（34）
大
師
子
吼
経
・
如
来
の
十
力
、原
始
仏
教
第
十
三
巻
所
収
、中
山
書
房
仏
書
林
、２
０
０
３
年
、

P45

（35）
竹
田
青
嗣
「
カ
ン
ト
「
純
粋
理
性
批
判
」」、
講
談
社
、
２
０
１
０
年
、P51

　

カ
ン
ト
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」、
岩
波
文
庫
、
１
９
７
７
年
、P109

（36）
例
え
ば
、
石
川
洋
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
て
「
道
理
」
を
つ
け
「
捨
て
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な

い
道
理
」
と
表
現
す
る
場
合
が
該
当
す
る
。「
道
理
」
は
、「
条
理
」
や
「
道
徳
律
」
よ
り

も
幅
が
広
く
、
創
発
的
で
あ
り
、
信
仰
心
に
近
い
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
清
沢
満
之
は
「
宗

教
哲
学
骸
骨
」
の
中
で
、
宗
教
心
と
相
補
的
な
「
道
理
心
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
「
道
理
」
は
、「
理
性
」
と
言
い
換
え
て
も
良
い
使
い
方
で
、
清
沢
満
之
が
影

響
を
受
け
た
ス
ト
ア
派
の
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
清
沢
満
之
著
、

藤
田
正
勝
訳
「
現
代
語
訳
宗
教
哲
学
骸
骨
」、
法
蔵
館
、
２
０
０
２
年
、P14

、P84

（
原
文
）

（37）
佐
々
木
健
一
「
近
代
の
命
運
と
し
て
の
相
対
主
義
」、
哲
学
雑
誌
、
第114

巻
、
第786

号
、

P55

（38）
大
原
荘
司
「
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
と
愛
」、
奈
良
産
業
大
学
紀
要
第
25
集
、
２
０
０
９
年
、

P65

　

絶
対
性
や
無
限
に
向
か
う
運
動
と
し
て
の
愛
は
、
宗
教
的
な
世
界
観
を
土
台
と
す
る
も
の

だ
と
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
道
理
の
規
範
性
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は
、
田

村
芳
朗
著
「
仏
教
に
お
け
る
倫
理
性
欠
如
の
問
題
」、
日
本
仏
教
論
所
収
、
春
秋
社
、

１
９
９
１
年
、P35

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
の
検
討
が
次
に
論
ず
べ
き
課
題
と
し
て
残

る
。



道　　理（11）

A Study of Reason（Dho・ri）
Soji Ohara

　On an application of a rule, we should have a stance to reach the judge adapting ourselves to 

circumstances after the argument with fully reason. The optimum foundation for every judgment in 

this age of trans-science is the spirit of English law which searches for the reason in the actual fact 

and also the reason of Samurai-family which is the reason traced in the actual action of a person. 

The reason has the feature of the rationality and also the logic with an adaptation of an experience. 

The obvious and marvelous effects of the reason necessarily come from the spirituality seeking the 

enlightenment with a boundless view.


