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［略歴］
年　　齢　　31歳
住　　所　　大阪府大阪市在住
略　　歴　　�大阪府大阪市出身。関西学院大学法学部法律学科卒業。関西学院 

大学法学研究科博士課程後期課程修了。博士（法学）。専門は日本 
政治思想史、東洋政治思想史。

　　　　　　�現在、大阪経済大学などで非常勤講師、ひょうご震災記念21世紀 
研究機構研究調査部研究員、関西学院大学法学研究科研究員。

著　　書　　�『儒学者�兆民��「東洋のルソー」再考�』（創元社、2024年12月 
出版予定）

［応募動機及びコメント］
　西洋思想が怒涛の如く流入した幕末から明治にかけての日本において、在来思
想の位置づけは大きな問題として捉えられました。たとえば儒学は、古い考えで
西洋思想を受け入れるに際し脱却すべき思想として断罪される場面がみられまし
た。他方で、西洋が育んできた制度が、実は儒学に既に内包されていると再解釈
し、西洋思想の意義を吟味した思想家も現れました。彼らにとって西洋との邂逅
は、たしかに衝撃であったけれども、自身の思想の根幹をなす儒学を再構成する
契機の一つでもありました。
　こうした思想家の一人に中江兆民がおり、私は大学院に入学して以来、主に彼
の政治思想に注目し研究を行ってきました。兆民にはルソーの『社会契約論』の
翻訳者というイメージがつきまといますが、私の一連の研究では単なるルソーの
思想的継承者（「東洋のルソー」）ではなく、ルソーの政治思想の場においても儒
学の普遍性を見出そうとした、「儒学者兆民」の姿を抉出することに努めて参り
ました（その成果は、『儒学者�兆民��「東洋のルソー」再考�』として2024年12
月に創元社から刊行される予定です）。
　本論文では、兆民のみならず幕末の思想家・横井小楠にも登場を請い、時代状
況が異なるなかで二人の儒学者が、「儒学的眼鏡」を通して西洋思想にどのよう
な眼差しを向けていたのかを比較検討いたしました。西洋思想を無闇に追求する
のではなく、あるいは儒学の殻に閉じ籠っていたわけでもなかった小楠と兆民。
幕末・明治という遥か遠い昔の話なのかもしれません。しかし、西洋と儒学とを
突き合せた真摯な対話という二人において展開されたドラマを検証する作業は、
「他者の意見」に寛容であるとは言い難い昨今の社会的思潮に何らかの示唆を与
え得ると考えております。
　この度、本論文に暁烏敏賞を与えてくださったことは、儒学思想と西洋思想と
の関係如何というこれまで抱いてきた問題関心に対しても評価してくださったよ
うに感じられ、誠に嬉しく思います。選考の任を担ってくださった選考委員の方々
に心より御礼申し上げます。もっとも、この度の受賞は大学院時代の指導教員で
あった冨田宏治先生をはじめ、多くの先生方のご指導・ご鞭撻のお陰でもあると
実感しております。ただやはり、これまでの研究活動は両親による経済的・精神
的な支えなしには成り立ちませんでした。最後に私事ではございますが、この場
をお借りして父（裕

ひろし

）と母（典子）に感謝の意を表します。
　父は、今回の受賞の知らせに心から歓喜してくれましたが、本年10月末日に闘
病のすえ亡くなりました。儒学をテーマとしつつも、儒学で特に重視される徳目
である「孝」を、私自身は何一つ実践できなかった不孝の息子でございました。
ただし、生前に受賞の喜びを分かち合うことができたのは、少しばかりの恩返し
になったような気がいたします。亡き父に本論文を捧げたいと思います。母には
日頃の感謝の気持ちを込めて、（豪華な？）食事にでも誘おうと考えております。
御礼はその際に直接伝えるべきでしょう。
　歴史ある、そして栄えある賞をいただきましたことを励みに、今後とも研究に
精進していきたく存じます。この度は、ありがとうございました。
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〔
梗　

概
〕

　

儒
者
は
中
国
の
古
典
群
に
基
づ
き
、
「
中
華
」
文
明
の
あ
ら
ゆ
る
根
源
的
価
値
が

備
わ
る
唐
虞
三
代
と
い
う
遥
か
遠
い
昔
に
実
現
し
て
い
た
治
世
に
羨
望
の
眼
差
し
を

向
け
、
現
在
に
そ
の
政
治
理
念
を
再
現
さ
せ
る
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
し
か

し
こ
う
し
た
態
度
は
、
「
中
華
」
を
自
負
し
て
き
た
清
朝
中
国
が
、
「
夷
狄
」
で
あ
っ

た
「
西
洋
」
の
武
力
に
屈
し
た
ア
ヘ
ン
戦
争
を
機
に
大
き
く
転
換
す
る
。
何
故
、「
中
華
」

は
「
西
洋
」
に
負
け
た
の
か
。
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
は
こ
の
敗
北
に
動
揺
し
つ
つ
も
、

同
時
に
「
中
華
」
を
打
倒
し
た
「
西
洋
」
を
積
極
的
に
研
究
す
る
こ
と
で
、
唐
虞
三

代
の
理
念
が
実
は
「
西
洋
」
の
諸
制
度
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
始
め
た
。

　

本
稿
は
、
儒
学
の
視
点
か
ら
「
西
洋
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
人
物
と
し
て
、
横
井

小
楠
と
中
江
兆
民
を
取
り
上
げ
る
。
幕
末
の
儒
者
・
横
井
小
楠
は
、
「
西
洋
」
の
政

治
を
民
の
意
向
に
基
づ
く
民
本
思
想
の
実
現
、
す
な
わ
ち
唐
虞
三
代
の
制
度
的
反
映

と
み
な
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
小
楠
に
と
っ
て
唐
虞
三
代
の
理
念
は
、
中
国
や
日
本

で
は
な
く
「
西
洋
」
で
既
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
東
ア
ジ
ア
の

知
識
人
と
同
様
の
見
解
を
抱
く
に
至
っ
た
。
他
方
、
小
楠
と
異
な
り
西
洋
語
（
と
り

わ
け
フ
ラ
ン
ス
語
）
に
通
じ
て
い
た
中
江
兆
民
の
場
合
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
に

お
い
て
唐
虞
三
代
の
理
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
の
確
信
を
有
し
て
い
た
。
つ

ま
り
兆
民
は
、
ル
ソ
ー
流
の
民
主
思
想

0

0

0

0

を
儒
学
の
観
点
か
ら
再
構
築
す
る
こ
と
を
試

み
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
唐
虞
三
代
に
匹
敵
す
る
政
治
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
「
国

会
」
「
議
院
」
の
設
立
が
急
務
で
あ
る
と
強
調
す
る
の
で
あ
っ
た
（
こ
れ
に
よ
っ
て

ル
ソ
ー
の
思
想
か
ら
乖
離
す
る
）
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
西

ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト

洋
の
衝
撃
」
は
、
儒
学
を
相
対
化
さ
せ
る
大
き
な
契
機

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
西
洋
思
想
を
受
容
す
る
際
の
素
地
を
形
成
す
る
う
え
で

も
大
い
に
寄
与
す
る
事
件
で
も
あ
っ
た
。
儒
学
と
「
西
洋
」
と
の
真
摯
な
対
話
を
思

想
史
の
観
点
か
ら
検
証
す
る
本
稿
の
作
業
は
、
19
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
「
西

洋
」
と
は
、
あ
る
い
は
「
近
代
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
再
考
す
る
に
あ
た
り
、
一

つ
の
示
唆
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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は
じ
め
に

　

凡
そ
儒
者
は
、
完
璧
な
人
格
者
で
あ
る
聖
人
に
よ
る
最
上
の
政
治
が
こ
の
地
上
に

お
い
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
し
、
漢
籍
に
基
づ
き
そ
の
可
能
性
を
模
索
し
て
き

た
。
こ
こ
で
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
の
は
、
聖
人
で
あ
る
堯
と
舜
の
治
世
に
夏
・
殷
・
周

の
三
つ
の
王
朝
を
加
え
た
唐
虞
三
代
と
称
さ
れ
る
遥
か
遠
い
昔
の
古
代
中
国
で
あ
っ

た
。
架
空
の
世
界
（
ユ
ー
ト
ピ
ア
）
で
は
な
い
、
中
原
に
か
つ
て
実
現
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
は
、
「
漢
以
降
の
中
国
知
識
人
の
脳
裏
を
支
配
し
た
、

信
仰
に
近
い
共
同
観
念
」
と
し
て
実
に
二
千
年
以
上
に
わ
た
り
把
握
さ
れ
て
き
た
一

。

た
だ
し
、
こ
の
観
念
そ
の
も
の
を
取
り
出
し
、
反
省
的
に
対
象
化
す
る
試
み
は
彼
ら

に
お
い
て
つ
い
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
「
聖
人
の
道
の
行
わ
れ
た

理
想
的
な
時
代
」
と
み
な
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
二

。

　

羨
望
の
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
つ
つ
も
、
漠
然
と
し
た
概
念
で
あ
っ
た
唐
虞
三
代
に

対
す
る
認
識
を
抜
本
的
に
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
世
紀
の
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
西
洋
」
の
脅
威
で
あ
っ
た
。
特
に
「
中
華
」
が
「
西
洋
」（
「
夷
狄
」
）

に
敗
北
し
た
ア
ヘ
ン
戦
争
は
、
東
ア
ジ
ア
を
大
い
に
動
揺
さ
せ
、
中
国
の
存
在
そ
の

も
の
を
相
対
化
さ
せ
る
大
き
な
契
機
で
あ
っ
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
敗
北
を
目
の
当
た

り
に
し
た
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
は
こ
の
事
件
に
強
い
衝
撃
を
受
け
つ
つ
も
、
「
中
華
」

文
明
を
打
倒
し
た
「
西
洋
」
と
は
一
体
何
者
で
あ
り
、
そ
し
て
何
故
強
い
の
か
、
そ

の
地
理
や
政
治
制
度
に
強
い
関
心
を
寄
せ
研
究
し
た
。
そ
の
過
程
で
彼
ら
は
、
従
来
、

「
中
華
」
の
政
治
思
想
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
き
た
唐
虞
三
代
の
治
世
が
、
実
は
「
西
洋
」

に
お
い
て
既
に
実
現
し
て
い
る
と
自
覚
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
際
、
と
り
わ
け
注
目

さ
れ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
と
英
国
の
議
会
制
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
最
大
限

の
賛
辞
が
与
え
ら
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、
唐
虞
三
代
の
時
代
に
こ
れ
ら
の
制
度
が
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
以
上
、
彼
ら
に
よ
る
こ
う
し
た
言
説
は
牽
強
付
会
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の
態
度
は
単
な
る
こ
じ
つ
け
で
済
ま
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

く
、
そ
の
背
後
で
儒
学
と
「
西
洋
」
と
の
真
摯
な
思
想
的
対
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
中
国
知
識
人
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
と

英
国
の
議
会
制
に
対
す
る
所
感
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
中
国
か
ら
の
情
報
を

多
分
に
受
容
し
、
「
西
洋
」
の
意
義
を
吟
味
し
た
幕
末
日
本
の
儒
者
・
横
井
小
楠
の

思
想
に
注
目
す
る
。
終
生
、
儒
者
と
し
て
の
態
度
を
崩
さ
な
か
っ
た
小
楠
は
、
中
国

知
識
人
と
同
様
に
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
や
議
会
に
対
し
て
「
堯
舜
三
代
の
治
教
」
に

合
致
す
る
制
度
で
あ
る
と
み
な
し
、
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
小
楠
は
「
西
洋
」
文
明

を
認
め
な
が
ら
も
、
「
堯
舜
三
代
」
の
「
道
義
」
に
拠
る
こ
と
で
弱
肉
強
食
的
な
世

界
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
と
の
確
信
を
有
し
た
う
え
で
、
積
極
的
に
開
国
を

主
張
す
る
の
で
あ
っ
た
三

。
つ
ま
り
小
楠
に
と
っ
て
の
儒
学
は
、
日
本
が
開
国
す
る

に
あ
た
っ
て
の
思
想
的
基
盤
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
小
楠
も
含
め
た
当
時
の
儒
者
は
、
民
の
意
向
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
儒

学
が
理
想
と
す
る
民
本
思
想
を
、
「
西
洋
」
の
制
度
か
ら
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
や
議
会
制
は
そ
の
制
度
的
反
映
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
評

価
の
対
象
と
な
り
得
た
。
そ
し
て
、
本
格
的
に
西
洋
思
想
を
受
容
す
る
に
至
っ
た
明

治
に
お
い
て
、
民
を
主
権
者
と
す
る
民
主
の
思
想
を
儒
学
の
観
点
か
ら
唱
え
る
人
物

が
登
場
し
た
。
中
江
兆
民
で
あ
る
。
兆
民
は
、
実
際
に
西
洋
（
フ
ラ
ン
ス
）
に
留
学

し
、
非
凡
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
能
力
で
西
洋
思
想
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。

た
だ
し
彼
も
ま
た
儒
学
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
は
じ
め
西
洋

思
想
を
相
対
化
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
主
権
在
民
を
唐
虞
三
代
の
治
世
に
か
な
う

政
治
思
想
と
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
民
主
思
想

0

0

0

0

を
儒
学
の
観
点
か
ら

説
明
し
た
と
こ
ろ
に
彼
の
思
想
の
大
き
な
特
徴
が
あ
り
、
兆
民
は
民
本
思
想

0

0

0

0

の
枠
を

超
え
て
「
西
洋
」
の
把
握
に
努
め
た
、
新
し
い
時
代
の
儒
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

兆
民
の
民
主
思
想
に
お
い
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
「
国
会
」
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
兆
民
は
、
「
国
会
」
の
設
立
に
よ
っ
て
、
儒
学
の
い
う
唐
虞
三
代
の
治
世
が

明
治
の
世
で
再
現
さ
れ
る
と
信
じ
て
や
ま
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
「
国
会
」
を
開
設
す

る
こ
と
の
意
義
を
強
調
す
る
の
で
あ
っ
た
（
し
か
し
そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
の
主
旨
か
ら

の
乖
離
を
意
味
す
る
）
。
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本
稿
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
儒
学
が
「
西
洋
」

と
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
な
る
化
学
反
応
が
生
じ
た
の
か
を
、
小
楠
と
兆
民

を
手
掛
か
り
に
検
討
す
る
。
儒
者
の
「
西
洋
」
認
識
の
観
点
か
ら
、
近
代
東
ア
ジ
ア

に
お
い
て
西
洋
思
想
を
受
容
す
る
素
地
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿

の
目
的
で
あ
る
。

一
．
「
夷
狄
」
か
ら
「
西
洋
」
へ

　

儒
学
の
古
典
に
は
、
中
原
に
か
つ
て
実
在
し
て
い
た
聖
人
や
そ
の
治
世
に
関
す
る

叙
述
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
礼
記
』
に
は
、
「
天
下
を
公
と
為
し
、
賢
を
選
び
能

に
与
」
し
、
「
謀
は
閉
じ
て
興
ら
ず
、
盗
竊
・
乱
賊
は
作
ら
ず
。
故
に
外
戸
閉
じ
ず
」

と
い
う
道
徳
的
で
平
和
な
世
界
が
あ
っ
た
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
「
三
代
」

の
世
に
至
り
、
聖
人
の
禹
が
実
子
の
啓
に
天
子
の
座
を
譲
っ
て
以
来
、
そ
の
子
孫
た

ち
に
よ
っ
て
世
襲
相
続
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
こ
れ
が
夏
王
朝
と
な
る
）四

。『
孟
子
』

に
は
、
こ
の
世
襲
に
関
し
て
「
禹
以
降
の
王
朝
が
徳
を
喪
失
し
た
の
か
」
と
い
う
万

章
の
問
い
に
、
孟
子
が
「
禅
譲
で
あ
れ
世
襲
で
あ
れ
、
そ
れ
は
天
意
で
あ
る
か
ら
関

係
な
い
」
と
し
て
「
三
代
」
を
正
当
化
す
る
場
面
が
み
ら
れ
る
五

。
中
国
古
典
に
通

暁
し
て
い
る
儒
者
は
、
唐
虞
三
代
に
制
度
・
文
化
の
真
善
美
の
極
致
を
見
出
し
、
こ

こ
で
行
わ
れ
て
い
た
政
治
を
模
範
と
す
る
こ
と
に
一
切
の
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
は
な

い
六

。
し
か
し
一
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、こ
う
し
た
「
中
華
」
の
理
念
は
徐
々

に
相
対
化
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
清
王

朝
の
敗
北
で
あ
っ
た
。「
中
華
」を
自
認
し
て
き
た
清
王
朝
が
、「
夷い

狄て
き

」で
あ
る
「
西
洋
」

に
敗
北
し
た
こ
の
事
件
は
東
ア
ジ
ア
に
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
背
景
に

は
、
天
下
の
中
心
を
「
中
華
」
の
地
と
み
な
し
、
そ
の
周
囲
に
は
「
東
夷
」「
西
戎
」「
南
蛮
」

「
北
狄
」
の
四
つ
の
野
蛮
な
夷
狄
が
い
る
と
い
う
「
華
夷
の
弁
」
の
思
想
が
あ
っ
た
七

。

儒
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
文
化
的
、
民
族
的
に
劣
っ
た
辺
境
で
あ
る
た
め
、

「
中
華
」
の
文
化
が
具
現
化
し
た
「
礼
」
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
「
中
華
」
た
り
得

た
八

。
し
か
し
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
北
し
西
洋
の
脅
威
と
い
う
切
実
な
問
題
を
抱
え

て
い
た
清
朝
で
は
、
従
来
「
夷
狄
」
と
し
て
蔑
視
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
「
西
洋
」

の
科
学
技
術
を
、
積
極
的
に
摂
取
す
る
洋
務
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
時
の
知
識
人
は
、

英
国
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
列
強
と
交
際
す
る
た
め
に
も
、
「
睜
眼
看
世
界
」
（
目
を

覚
ま
し
世
界
を
見
る
こ
と
）
を
意
識
し
つ
つ
、
世
界
各
国
の
地
理
や
歴
史
を
研
究
す

る
必
要
性
に
駆
ら
れ
た
九

。
彼
ら
に
お
い
て
「
夷
の
長
技
を
師
と
為
し
、
夷
を
制
す
」

る
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
自
ら
に
課
さ
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
一
〇

。
こ
の
よ
う
に
、「
西
洋
」

は
依
然
と
し
て
「
夷
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
彼
の
地
の
「
長
技
を
師
と
為
」
す
こ

と
に
よ
り
、
「
夷
」
（
「
西
洋
」
）
に
「
中
華
」
の
理
想
的
な
政
治
制
度
の
一
端
が
み
ら

れ
る
こ
と
が
次
第
に
自
覚
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
西
洋
」
は
単
に
「
夷
狄
」

と
し
て
軽
蔑
さ
れ
る
対
象
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
存
在
と
な
る
。

二
．
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
と
「
三
代
」

　

清
朝
知
識
人
た
ち
が
「
西
洋
」
に
お
い
て
注
目
し
た
国
家
の
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ

で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
お
い
て
「
弥
利
堅
」
（
ア
メ
リ
カ
）
は
、
「
士
迭
」(

s
t
a
t
e
)

か

ら
構
成
さ
れ
、
「
国
王
」
が
存
在
し
な
い
政
治
体
制
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
例

え
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
広
く
欧
米
各
国
の
地
理
情
報
を
紹
介
し
た
魏
源
の
『
海
国
図
志
』

（
一
八
四
二
年
）
は
、
「
育
奈
士
迭
」(

U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
)

と
称
さ
れ
る
こ
の
国
に
お

い
て
は
「
止た

だ
二
十
六
部
の
頭
目
を
設
く
る
の
み
、
別
に
一
大
頭
目
を
公
挙
し
て
之

を
総
理
と
す
る
」
、
と
解
説
し
て
い
る
一
一

。
「
総
理
」
と
は
、
各
州
が
「
一
賢
士
を
以

て
総
統
と
為
し
」
、
そ
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
「
正
」
に
し
て
「
公
」
な
る
人
物
を

い
う
一
二

。
「
伯
理
師
天
徳
」(p

r
e
s
i
d
e
n
t
)

と
も
称
さ
れ
る
こ
の
人
物
は
、
人
民
の
「
公

択
」
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
、
「
四
年
」
の
任
期
が
終
了
す
れ
ば
そ
の
職
か
ら
退
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
一
三

。
つ
ま
り
魏
源
は
、
人
民
が
大
統
領
を
選
出
す
る
と
い
う
ア

メ
リ
カ
大
統
領
制
特
有
の
手
続
き
を
「
公
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。
あ
る
い

は
、
『
海
国
図
志
』
よ
り
も
正
確
な
情
報
を
記
載
し
て
い
た
徐じ

ょ

継け
い

畬よ

の
『
瀛え

い

環か
ん

志し
り
ゃ
く略

』

（
一
八
五
〇
年
）
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
を
「
駸し

ん

駸し
ん

乎こ

と
し
て
三
代
の
遺
意
」
で

あ
る
と
い
う
一
四

。
徐
継
畬
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
は
、
人
民
の
意
思
に
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よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
世
襲
で
も
終
身
任
期
で
も
な
い
「
天
下
を
公
と
為
す
」
、
儒
学

的
理
念
の
制
度
化
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
清
朝
知
識
人
に
と
っ
て
ア
メ
リ

カ
大
統
領
制
は
、
儒
学
が
理
想
と
す
る
「
天
下
為
公
」
に
か
な
う
た
め
賞
賛
に
値
す

る
一
五

。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
大
統
領
な
る
役
職
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
近
世
か
ら
既
に
知
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
渡
辺
崋
山
は
『
外
国
事
情
書
』

（
一
八
三
九
年
）
に
お
い
て
、
「
北
亜
墨
利
加
」
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

又
近
頃
北
亜
墨
利
加
の
内
ニ
、
「
レ
ピ
ュ
フ
レ
ー
キ
」
〔R

e
p
u
b
l
i
e
k

（
共
和
国
）
〕

又
名
ハ
「
フ
ル
ヱ
ー
ニ
グ
テ 

ス
タ
ー
デ
ン
」
〔V

e
r
e
n
i
g
d
e
 
S
t
a
t
e
n

（
合
衆
国
）
〕

ト
称
シ
候
国
有
之
。
今
ヨ
リ
二
百
年
已
前
、
荒
漠
ノ
地
ニ
御
座
候
処
、
和オ

ラ

ン

ダ

蘭
陀
・

英イ

ギ

リ

ス

吉
利
亜
・
払フ

ラ

ン

ス

郎
察
ヨ
リ
民
ヲ
移
シ
、
教
ヲ
設
ケ
、
土
地
ヲ
拓
キ
、
耕
ヲ
教
ヘ
候
処
、

英
吉
利
亜
兼
併
多
ク
相
成
、
大
抵
同
国
ノ
領
地
ト
相
成
候
。
然
ル
ニ
、
政
事
過
刻

ニ
テ
、
土
着
ノ
者
堪
カ
ネ
、
兵
ヲ
起
シ
、
英
吉
利
亜
ニ
背
キ
、
自
立
ノ
国
ト
相
成

候
。
是
ハ
千
七
百
七
十
六
年
ノ
義
ニ
御
座
候
。
是
ヨ
リ
土
人
相
談
仕
リ
、
別
ニ
君

長
ヲ
相
立
不
申
、
賢
才
ヲ
推
テ
官
長
ト
致
シ
、
百
官
ヲ
設
ケ
、
会
議
共
治
ト
仕
候
。

「
フ
ル
ヱ
ー
ニ
グ
テ 

ス
タ
ー
デ
ン
」
ト
申
ハ
、
即
コ
ノ
義
ニ
御
座
候
。
一
六

　

「
北
亜
墨
利
加
」
に
は
、「
君
長
」
（
国
王
）
で
は
な
く
、「
賢
才
」
を
「
官
長
」
（
大

統
領
）
と
す
る
政
治
制
度
が
存
在
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
国
王
や
皇
帝
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
び
と
同
士
の
「
相
談
」
「
会
議
」
に
よ
っ
て
「
官
長
」

を
決
め
、
政
治
を
運
営
す
る
と
こ
ろ
に
「
フ
ル
ヱ
ー
ニ
グ
テ 

ス
タ
ー
デ
ン
」
（
合
衆

国
）
の
特
徴
が
あ
る
。
「
官
長
」
（
大
統
領
）
が
、
国
王
や
皇
帝
を
意
味
し
な
い
と
い

う
崋
山
の
認
識
は
正
し
い
。
た
だ
し
、
崋
山
の
丁
寧
な
解
説
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う

に
、
選
挙
を
経
な
い
世
襲
の
権
力
者
（
上
様
）
を
戴
い
て
い
る
近
世
日
本
に
生
き
た

人
び
と
に
と
っ
て
、
こ
の
政
体
を
理
解
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
っ
た
。
事
実
、

当
時
の
日
本
で
広
く
海
外
知
識
を
普
及
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
箕
作
省
吾
『
坤こ

ん

輿よ

図ず

識し
き

』
（
一
八
四
五
年
）
は
、
崋
山
と
同
様
に
ア
メ
リ
カ
を
「
国
主
酋

し
ゅ
う

長ち
ょ
う」

の
存
在
し

な
いV

e
r
e
n
i
g
d
e
 
S
t
a
t
e
n

（
「
共
和
政
治
州
」
）
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
一
七

。
し
か

し
箕
作
は
、
東
ア
ジ
ア
に
は
国
王
・
皇
帝
支
配
の
時
代
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を

理
由
に
、
こ
の
政
体
を
表
現
し
得
る
訳
語
を
漢
籍
か
ら
案
出
す
る
こ
と
を
一
時
断
念

し
て
い
た
一
八

。
近
世
日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
は
一
応
的
確
に
理
解
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
従
来
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治
の
文
脈
か
ら
で
は

説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
政
治
体
制
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

大
統
領
制
は
、
国
王
や
皇
帝
が
い
な
い
奇
妙
な
政
治
体
制
で
あ
る
と
み
な
す
彼
ら

と
は
異
な
り
、
こ
れ
を
儒
学
の
理
想
的
な
治
世
に
重
ね
合
わ
せ
て
把
握
す
る
人
物
も

登
場
し
た
。
横
井
小
楠
で
あ
る
。
小
楠
は
、
「
三
代
の
治
」
「
三
代
の
道
」
な
ど
の
言

葉
を
愛
用
し
て
、
終
生
「
堯
舜
三
代
」
の
治
世
を
思
慕
し
続
け
た
正
真
正
銘
の
儒
者

で
あ
っ
た
一
九

。
彼
は
朱
子
学
を
信
奉
し
て
い
た
と
は
い
え
、
当
時
勃
興
し
て
い
た
後

期
水
戸
学
に
も
共
感
を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
期
水
戸
学
の
範
疇
で
は
日
本
が

抱
え
る
国
内
外
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
困
難
を
覚
え
、
儒
学
の
経
典
に
拠
り
「
三

代
の
道
」
を
通
じ
て
問
題
解
決
の
糸
口
を
模
索
し
た
二
〇

。
そ
の
結
果
、
小
楠
に
と
っ

て
「
三
代
」
の
理
念
は
、
東
ア
ジ
ア
で
は
な
く
「
西
洋
」
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
も
の

と
し
て
自
覚
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
墨
利
堅
」
（
ア

メ
リ
カ
）
で
あ
っ
た
。
小
楠
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
（
華
盛
頓
）
か
ら
始
ま
る
大
統
領
制

の
意
義
を
『
国
是
三
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
。

墨
利
堅
に
於
て
は
華ワ

シ
ン
ト
ン

盛
頓
以
来
三
大
規
模
を
立
て
一
は
天
地
間
の
惨
毒
、
殺
戮
に

超
た
る
は
な
き
故
、
天
意
に
則
て
宇
内
の
戦
争
を
息
る
を
以
て
務
と
し
、
一
は

智
識
を
世
界
万
国
に
取
て
、
治
教
を
裨
益
す
る
を
以
て
務
と
し
、
一
は
全
国
の
大

統
領
の
権
柄
、
賢
に
譲
て
子
に
伝
へ
ず
、
君
臣
の
義
を
廃
し
て
一
向
公
共
和
平
を

以
て
務
と
し
政
法
治
術
其
他
百
般
の
技
芸
・
器
械
等
に
至
る
ま
で
、
凡
地
球
上
善

美
と
称
す
る
者
は
悉
く
取
り
て
吾
有
と
な
し
、
大
に
好
生
の
仁
風
を
揚
げ
【
下
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略
】
二
一

　

こ
こ
に
お
い
て
小
楠
は
、
初
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
ワ
シ
ン
ト
ン
の
功
績
を
三
つ

挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
こ
と
、
第
二
に
知
識
を
世
界
各
国
か
ら

取
り
入
れ
て
自
国
の
益
と
な
す
よ
う
に
心
が
け
た
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
「
全
国
の

大
統
領
の
権
柄
、
賢
に
譲
て
子
に
伝
へ
ず
」
、
す
な
わ
ち
大
統
領
を
世
襲
制
に
し
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
は
じ
ま
る
「
公
共
和
平
」
を
志

向
す
る
大
統
領
の
目
指
す
政
治
は
、
儒
学
が
理
想
と
す
る
政
治
理
念
に
一
切
悖
る
内

容
で
は
な
か
っ
た
二
二

。
な
か
で
も
彼
が
強
調
し
て
い
た
の
は
、
世
襲
制
の
否
定
で
あ

る
。
彼
が
残
し
た
漢
詩
に
お
い
て
も
「
あ
あ
、
血
統
論
、
是
れ
豈
に
天
理
の
順
な
ら

ん
や
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
「
血
統
」
す
な
わ
ち
世
襲
制
に
対
し
て
消
極

的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
二
三

。
こ
れ
は
他
で
も
な
く
、
徳
の
高
い
者
が
為
政
者
の
位

に
立
つ
べ
き
だ
と
す
る
、
儒
学
本
来
の
世
襲
制
を
否
定
す
る
発
想
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
っ
た
二
四

。
そ
も
そ
も
小
楠
は
、
こ
う
し
た
情
報
を
隣
国
中
国
か
ら
得
て
お
り
、

魏
源
を
は
じ
め
と
す
る
清
朝
中
国
知
識
人
の
見
解
に
多
分
に
依
拠
し
て
い
た
二
五

。
い

ず
れ
に
せ
よ
小
楠
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
は
、
国
王
・
皇
帝
が
存
在
し
な
い
奇
妙
な

政
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
殆
三
代
の
治
教
に
符
合
」
す
る
「
公
」
で
「
和
平
」
を

実
現
す
る
大
統
領
制
と
い
う
優
れ
た
政
治
制
度
を
有
す
る
国
家
で
あ
っ
た
二
六

。
小
楠

の
い
う
「
三
代
」
は
、
中
国
や
日
本
で
実
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
西
洋
文
明

を
照
ら
す
鏡
」
で
あ
り
、
西
洋
の
特
質
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
化
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
っ
た
二
七

。
し
た
が
っ
て
、
「
西
洋
」
が
「
三
代
」
を
映
す
「
鏡
」
で
あ

る
な
ら
ば
、
小
楠
に
お
い
て
「
西
洋
」
を
学
ば
な
い
道
理
は
な
く
、
む
し
ろ
儒
者
で

あ
る
以
上
、「
西
洋
」
に
通
じ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
八

。
た
だ
し
、「
三
代
の
治
教
」

が
実
現
し
て
い
る
と
は
い
え
、
「
西
洋
」
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
態
度
は
戒
め
の
対

象
と
な
る
。
小
楠
に
と
っ
て
、
政
治
技
術
で
は
な
い
道
徳
や
倫
理
に
関
し
て
は
、
儒

学
が
第
一
に
重
要
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
す
る
甥
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
次

の
漢
詩
に
は
、
こ
の
点
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

堯
舜
孔
子
の
道
を
明
ら
か
に
し
、
西
洋
機
械
の
術
を
尽
す

何
ぞ
富
国
に
止
ま
ら
ん
、
何
ぞ
強
兵
に
止
ま
ら
ん
。

大
義
を
四
海
に
布
く
の
み
。
二
九

　

こ
の
度
の
留
学
で
は
「
西
洋
」
か
ら
「
富
国
」
「
強
兵
」
の
た
め
の
「
機
械
の
術
」

を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
「
堯
舜
孔
子
の
道
」
、
す
な
わ
ち
儒
学
の
精
神
を
世
界
に
広

げ
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
目
的
と
す
る
よ
う
に
助
言
し
て
い
る
。
小
楠
に
お
い
て
古
今

東
西
、
普
遍
的
に
存
す
る
「
堯
舜
孔
子
の
道
」
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
日
本
よ
り
優

れ
た
技
術
を
有
す
る
「
西
洋
」
に
対
応
で
き
る
唯
一
の
方
策
で
あ
っ
た
三
〇

。
そ
れ
ゆ

え
、
人
間
で
あ
る
な
ら
誰
し
も
が
備
え
て
い
る
「
性
情
」
を
有
し
て
い
る
以
上
、
言

い
換
え
る
と
人
間
の
「
性
」
が
国
家
を
超
え
て
存
し
て
い
る
な
ら
ば
、
「
堯
舜
孔
子

の
道
」
が
万
国
共
通
に
妥
当
す
る
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
小
楠
に
お
い
て
揺
る
ぎ
の

な
い
信
念
と
し
て
抱
き
続
け
ら
れ
る
三
一

。

三
．
英
国
議
会
と
「
三
代
」

　

儒
学
が
重
視
す
る
古
典
は
、
民
意
に
基
づ
い
た
政
治
を
強
調
す
る
。
例
え
ば
『
孟

子
』
（
尽
章
句
下
）
の
「
民
を
貴
し
と
為
し
、
社
稷
之
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
為
す
」

は
三
二

、
民
に
重
き
を
置
く
政
治
、
す
な
わ
ち
民
本
思
想
の
表
象
と
し
て
し
ば
し
ば

挙
げ
ら
れ
る
一
節
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
学
の
素
養
を
有
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
、

「
公
択
」
「
公
挙
」
と
い
う
「
民
」
の
意
思
に
基
づ
い
た
政
治
を
実
現
さ
せ
る
大
統
領

制
は
、
民
本
思
想
の
制
度
的
反
映
と
し
て
解
さ
れ
て
い
た
。

　

「
民
」
の
意
向
に
則
っ
た
政
治
を
実
現
す
る
制
度
と
し
て
、
彼
ら
は
英
国
の
議
会

に
対
し
て
も
同
様
の
所
感
を
抱
い
て
い
た
。
つ
ま
り
現
在
で
い
う
立
憲
君
主
制
も
、

「
三
代
」
の
理
念
に
適
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
再
び
魏
源
『
海
国
図
志
』
の

叙
述
を
確
認
す
る
と
、
英
国
の
政
治
制
度
は
国
に
大
事
が
あ
れ
ば
「
王
及
び
官
・
民
」

に
至
る
ま
で
「
巴
厘
満
衙
門
」(

p
a
r
l
i
a
m
e
n
t
)

に
お
い
て
「
公
議
し
て
乃
ち
行
う
」

と
あ
っ
た
三
三

。
つ
ま
り
、
「
条
例
」
を
改
正
す
る
に
せ
よ
、
新
た
に
「
職
官
」
を
設
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け
る
に
せ
よ
、
「
税
餉
」
（
税
金
）
を
増
減
す
る
に
せ
よ
、
「
楮
幣
」
（
紙
幣
）
を
発
行

す
る
に
せ
よ
、
政
事
は
王
の
独
断
で
は
な
く
尽
く
「
巴
厘
満
衙
門
」
を
通
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
三
四

。
魏
源
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
中
国
知
識
人
は
議
会
に
よ
っ
て
「
君

民
と
も
に
情
が
通
じ
る
」
（
王
韜
「
紀
英
国
政
治
」
）
や
、
「
君
が
民
を
虐
げ
る
こ
と

が
な
い
」
（
鄭
観
応
「
議
院 

下
」
）
と
述
べ
、
「
三
代
之
遺
意
」
に
適
う
制
度
と
み
な

し
て
い
た
。
さ
ら
に
議
会
は
、
清
朝
の
士
大
夫
に
お
い
て
も
「
積
極
的
な
議
論
が
行

わ
れ
、
良
き
政
策
や
法
律
が
生
ま
れ
」
、
「
君
民
一
体
、
上
下
一
心
」
が
達
成
さ
れ
る

も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
三
五

。

　

小
楠
も
、
英
国
の
議
会
が
「
政
体
一
に
民
情
に
本
づ
き
、
官
の
行
ふ
処
は
大
小
と

な
く
必
悉
民
に
議は

か

」
る
た
め
、
「
其
便
と
す
る
処
に
随
て
其
好
ま
さ
る
処
を
」
強
制

す
る
こ
と
の
な
い
、
「
民
」
の
意
向
に
則
る
政
治
制
度
で
あ
る
と
『
国
是
三
論
』
で

把
握
し
て
い
た
三
六

。
議
会
の
決
議
は
君
主
の
独
断
で
は
な
く
人
民
の
意
思
に
基
づ
く

た
め
、
そ
の
結
果
、
戦
争
で
死
傷
者
が
出
よ
う
と
、
戦
費
が
重
な
ろ
う
と
も
、
人
民

は
こ
れ
に
「
怨
嗟
」
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
官
民
一
体
を
実
現
す
る
議

会
も
ま
た
、
小
楠
に
と
っ
て
は
「
三
代
の
治
教
」
に
合
致
す
る
制
度
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
な
お
小
楠
が
、
英
国
流
の
議
会
を
「
官
」
と
「
民
」
の
「
上
下
一
心
」
を
達
成

さ
せ
る
装
置
と
み
な
す
背
景
に
は
、
彼
の
「
公
論
」
形
成
思
想
が
あ
っ
た
。

　

日
本
に
お
い
て
「
公
論
」
は
、
小
楠
亡
き
後
、「
議
院
ヲ
立マ

マ

、
天
下
ノ
公
論
ヲ
伸
張
」

す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
明

治
の
自
由
民
権
運
動
の
原
動
力
と
な
る
概
念
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

民
権
家
が
国
会
（
議
院
）
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
と
期
待
し
て
い
た
「
公
論
」
観
念
は
、

そ
の
時
代
に
突
如
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
長
い
語

史
が
あ
っ
た
三
七

。
源
了
圓
に
よ
る
と
、
日
本
思
想
史
に
お
け
る
「
公
論
」
は
次
の
二

つ
に
類
型
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
衆
論
」
を
「
公
論
」
と
み
な
す
伝
統
的
な
呼
称
と
、

徹
底
的
に
討
議
（
公
議
）・
討
論
を
重
ね
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
結
論
を
「
公
論
」

と
称
す
る
場
合
で
あ
る
三
八

。
前
者
に
つ
い
て
は
、
ペ
リ
ー
来
航
に
際
し
、
老
中
・
阿

部
正
弘
が
幕
藩
体
制
史
上
は
じ
め
て
全
国
の
大
名
に
意
見
を
問
う
た
こ
と
に
よ
っ
て

言
路
洞
開
に
つ
な
が
っ
た
画
期
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
「
こ
の
度
の
儀
は
国
家
の
一

大
事
に
こ
れ
あ
り
、
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
筋
に
候
間
、
【
中
略
】
銘
々
存
寄
の
品
も

こ
れ
あ
り
候
わ
ば
、
た
と
え
忌
憚
に
拘
わ
り
候
と
も
苦
し
か
ら
ず
候
間
、
い
さ
さ
か

も
心
底
に
相
残
さ
ず
申
し
聞
か
さ
る
べ
く
候
」
と
い
う
阿
部
の
達
は
、
「
徳
川
幕
府

が
、
天
下
の
大
小
名
を
し
て
口
を
政
治
上
に
開
か
し
め
た
る
第
一
着
な
り
」
と
か
つ

て
の
幕
臣
・
福
地
源
一
郎
に
よ
っ
て
評
さ
れ
る
。
福
地
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
多
く

の
大
名
は
「
政
治
を
是
非
す
る
権
力
」
を
徳
川
政
権
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
ペ
リ
ー
来
航
を
機
に
そ
の
方
針
に
大
転
換
が
迫
ら
れ
た
。
し
か
し
後
の
「
合
議

政
躰
」
へ
と
繋
が
る
徳
川
政
権
の
「
進
取
」
政
策
は
、
皮
肉
に
も
「
幕
府
衰
亡
の
一

大
原
因
」
と
な
っ
た
三
九

。
加
え
て
、
当
時
の
言
路
洞
開
は
「
広
く
下
々
の
意
見
を
吸

い
上
げ
る
と
い
う
点
で
、
た
し
か
に
公
開
性
を
一
歩
進
め
て
い
る
の
だ
が
、
ど
の
意

見
を
採
用
す
る
か
の
最
終
決
定
権
は
ど
こ
ま
で
も
主
君
で
あ
っ
た
」四
〇

。
要
す
る
に
、

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
公
論
」
は
各
大
名
と
公
儀
（
幕
府
）
に
よ
る
対
等
な
討
論

0

0

0

0

0

の
結

果
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
で
、
後
者
（
徹
底
的
に
討
議
を
重
ね
て
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
公
論
）

に
つ
い
て
は
、
古
く
は
中
世
に
お
い
て
そ
の
発
想
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
「
「
惣
」
の
中
で
事
を
決
め
る
場
合
に
、
一
同
の
討
論
の
結
果
得
ら
れ
た
見
解

に
従
う
と
い
う
慣
行
に
な
っ
て
い
た
」
こ
と
、
あ
る
い
は
蓮
如
教
団
に
お
け
る
「
講
」

の
成
員
が
信
仰
問
題
に
つ
い
て
徹
底
的
に
議
論
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
あ

る
四
一

。
そ
し
て
源
は
、
幕
末
に
お
い
て
討
論
を
前
提
と
し
た
「
公
論
」
を
模
索
し
た

思
想
家
の
代
表
例
と
し
て
横
井
小
楠
を
挙
げ
る
。
小
楠
の
目
的
は
「
公
共
の
政
」
を

達
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
「
講
学
・
講
習
・
討
論
」
、
あ
る
い
は
公

開
さ
れ
た
場
で
の
自
由
で
徹
底
的
な
「
討
論
」
が
必
要
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
後
述
す

る
よ
う
に
、
昨
今
の
研
究
は
こ
の
よ
う
な
小
楠
の
「
討
論
」
観
念
に
対
し
て
修
正
を

試
み
て
い
る
）
。
か
く
し
て
得
ら
れ
る
「
公
論
」
に
基
づ
い
た
「
公
共
の
政
」
を
何

よ
り
も
重
視
す
る
小
楠
に
と
っ
て
、
開
か
れ
た
場
で
の
討
論
の
結
果
を
そ
の
根
本
に

置
く
英
国
流
の
議
会
は
、
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
制
度
で
あ
っ
た
。
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な
お
、
小
楠
の
「
公
論
」
形
成
の
思
想
的
背
景
に
は
、
「
学
校
」
観
念
が
あ
っ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
四
二

。
「
学
校
」
と
は
「
貴
賤
老
少
を
分
た
ず
学
を
講
ず
る
所
」

で
あ
る
よ
う
に
、
門
地
を
問
わ
ず
誰
し
も
が
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
忌
憚

の
な
い
「
講
学
」
を
行
う
場
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
講
学
」
と
は
、
儒
学
を
単
に

講
ず
る
だ
け
で
は
な
く
、「
講
習
・
討
論
」
の
意
味
を
常
に
伴
う
四
三

。
そ
し
て
「
学
校
」

に
お
け
る
「
講
学
・
講
習
・
討
論
」
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
「
公
論
」
は
、
政
治
に

お
け
る
「
公
論
」
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
学
政
一
致
）
。
小
楠
は
、
学
政
一
致

を
求
め
る
に
あ
た
り
、
「
学
校
」
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

上
は
君
公
を
始
と
し
て
大
夫
・
士
の
子
弟
に
至
る
迄
、
暇
ま
あ
れ
ば
打
ま
じ
わ
り

て
学
を
講
じ
、
或
は
人
々
身
心
の
病
通
を
儆
戒(

け
い
か
い)

し
、
或
は
当
時
の
人

情
・
政
事
の
得
失
を
討
論
し
、
或
は
異
端
邪
説
詞
章
記
誦
の
非
を
弁
明
し
、
或
は

読
書
会
業
経
史
の
義
を
講
習
し
、
徳
義
を
養
ひ
知
識
を
明
に
す
る
を
本
意
と
い
た

し
、
朝
廷
の
講
学
と
元
よ
り
二
途
に
て
無
之
候
。
四
四

　

「
学
校
」
に
お
い
て
は
身
分
に
関
係
な
く
、
誰
も
が
平
等
に
「
講
学
」
を
通
し
て
「
政

事
の
得
失
」
に
つ
い
て
討
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
「
講
学
」
は
、「
朝
廷
」

（
政
府
機
関
）
の
「
講
学
」
に
も
通
じ
、
そ
れ
が
小
楠
の
い
う
学
政
一
致
を
意
味
し
た
。

「
講
学
」
は
「
公
論
」
の
形
成
に
通
じ
る
よ
う
に
、
「
儒
教
的
民
主
政

0

0

0

0

0

0

へ
と
展
開
す
る

母
体
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
」
と
評
さ
れ
る
四
五

。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
に
「
学

校
」
で
の
討
論
の
結
果
を
「
公
論
」
と
み
な
し
、
こ
れ
を
政
治
に
適
用
す
る
こ
と
を

理
想
と
す
る
儒
学
の
素
養
を
有
す
る
小
楠
に
よ
っ
て
議
会
は
、
そ
の
類
推
と
し
て
躊

躇
な
く
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
「
公
論
」
思
想
は
、
ひ
い
て
は
「
五
箇

条
の
御
誓
文
」
の
第
一
条
「
広
ク
会
議
ヲ
興
シ
万
機
公
論
ニ
決
ス
ヘ
シ
」
に
結
実
す

る
の
で
あ
っ
た
四
六

。

四
．
民
本
か
ら
民
主
へ
�
中
江
兆
民
と
ル
ソ
ー
�

　

儒
学
の
理
想
的
な
政
治
社
会
に
合
致
す
る
と
み
な
さ
れ
た
英
国
流
の
議
会
を
基
礎

と
し
た
「
公
論
」
形
成
の
思
想
は
、
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
を
経
て
自
由
民
権
運
動

に
も
引
き
継
が
れ
た
。
例
え
ば
、
五
日
市
憲
法
を
起
草
し
た
千
葉
卓
三
郎
は
、
「
王

道
論
」
（
一
八
八
二
年
）
に
お
い
て
「
此
レ
大
同
ハ
即
チ
国
会
ニ
シ
テ
、
正
ク
王
道

ノ
法
ハ
広
ク
会
議
ヲ
興
シ
、
万
機
公
論
ニ
決
ス
可
キ
ヲ
見し

メ
ス
者
」と
喝
破
し
た
。「
大

同
」
と
は
、
も
と
も
と
『
礼
記
』
（
礼
運
篇
）
に
由
来
す
る
語
で
、
「
天
下
が
公
共
全

体
の
物
と
み
な
さ
れ
、
人
類
が
大
き
く
合
同
し
て
一
世
界
を
な
し
て
い
る
状
態
」
が

実
現
し
て
い
た
治
世
の
こ
と
で
あ
る
四
七

。
こ
こ
で
の
人
び
と
は
利
己
的
（
「
私
」
）
で

な
く
公
正
、
さ
ら
に
は
道
義
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
四
八

。
た
だ
し
『
礼
記
』
に

お
け
る
「
大
同
」
は
、
「
す
で
に
現
在
と
は
断
絶
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

「
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
あ
っ
た
た
め
に
四
九

、
そ
こ
に
回
帰
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
千
葉
は
、
こ
う
し
た
過
去
の
理
想
世
界
を
手
掛
か
り

に
、
国
会
の
設
置
、す
な
わ
ち
今
後
向
か
う
べ
き
行
先
で
あ
る
「
立
憲
ノ
政
体
」
を
「
大

同
」
と
位
置
付
け
る
五
〇

。
し
た
が
っ
て
、
儒
学
が
理
想
と
す
る
「
王
道
」
政
治
を
行

う
た
め
に
も
「
大
同
ニ
従
フ
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
国
会
」
の
設
立
が
急
務
と
な
る
。

こ
れ
に
鑑
み
る
と
、
「
儒
学
の
理
想
か
ら
日
本
の
議
会
政
治
を
要
求
し
た
」
と
い
う

千
葉
の
思
想
へ
の
評
価
は
五
一

、
決
し
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　

千
葉
の
「
王
道
論
」
と
同
じ
明
治
一
五
年
に
、
自
由
民
権
運
動
の
理
論
的
指
導
者

で
あ
っ
た
中
江
兆
民
は
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
の
漢
訳
『
民
約
訳
解
』（
以
下
、『
訳
解
』

と
称
す
）
を
『
（
欧
米
）
政
理
叢
談
』
誌
上
で
発
表
し
た
。
た
だ
し
『
訳
解
』
は
単

な
る
原
著
の
忠
実
な
翻
訳
で
は
な
く
、
兆
民
の
意
向
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
彼
自
身

の
思
想
作
品
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
兆
民
も
ま
た
こ
こ
に
お
い
て
「
国
会
」

の
設
立
が
儒
学
の
理
念
に
合
致
す
る
と
信
じ
て
や
ま
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
五
二

。

　

『
訳
解
』
の
内
容
を
確
認
す
る
前
に
、
そ
れ
以
前
の
論
説
に
お
い
て
、
兆
民
が
ど

の
よ
う
な
「
国
会
」
を
構
想
し
て
い
た
の
か
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば

「
君
民
共
治
之
説
」
（
一
八
八
一
年
）
で
は
、
「
英
国
ノ
政
治
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
議
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会
設
置
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。
「
君
民
共
治
」
と
は
、
「
レ
ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」

(
r
e
s
 
p
u
b
l
i
c
a
)

に
あ
て
た
兆
民
独
自
の
訳
語
で
あ
り
、
「
全
国
人
民
ノ
公
有
物
ト
為

シ
一
二
有
司
」
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
な
い
政
治
体
制
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
主
張
の
背
景
に
は
、
「
レ
ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」
を
従
来
の
よ
う
に
「
共
和
政
治
」

と
訳
出
す
る
こ
と
に
対
す
る
兆
民
の
疑
念
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
「
共
和
政
治
」

で
は
「
米
国
若
ク
ハ
仏
国
ノ
如
ク
絶
テ
君
ヲ
置
ク
コ
ト
無
キ
ニ
至
ル
」
と
い
う
「
君
」

が
存
在
し
な
い
外
見
上
の
政
体
し
か
示
せ
な
い
「
皮
相
」
な
名
称
に
過
ぎ
な
い
た
め

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
共
和
」
は
、
幕
末
の
箕
作
省
吾
が
『
坤
與
図
識
』
で
抱
い
て

い
た
所
感
と
同
様
に
、
君
主
が
存
在
し
な
い
政
体
を
想
起
さ
せ
る
語
で
あ
り
、
兆
民

に
と
っ
て
「
レ
ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」
（r

e
s
 
p
u
b
l
i
c
a

）
の
「
名
ヲ
正
」
す
に
あ
た
っ

て
は
（
出
典
は
『
論
語
』
の
「
必
也
正
名
乎
」
）
、
適
切
な
訳
語
で
は
な
か
っ
た
。
「
レ

ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」
と
は
、
人
民
が
「
能
ク
政
権
ヲ
共
有
ス
ル
コ
ト
」
を
意
味
す

る
た
め
、
「
君
主
ノ
有
無
」
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
政
治
体
制
は
現
に
英

国
に
お
い
て
「
立
君
政
治
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
内
実
は
君
主
の
い

な
い
「
共
和
」
で
は
な
く
、
君
主
と
民
が
と
も
に
治
め
る
「
君
民
共
治
」
と
し
て
表

現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
君
民
共
治
」
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
も
、

議
会
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
兆
民
の
強
調
す
る
論
点
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
中
両
国
の
知
識
人
に
お
い
て
議
会
は
、

君
主
と
齟
齬
な
く
並
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
関
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
む
し
ろ
、

「
君
民
一
体
」
の
よ
う
に
儒
学
が
理
想
と
す
る
治
世
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
彼
ら
の
主
張
で
は
、
あ
く
ま
で
も
君
主
が
政

治
の
主
権
者
で
あ
り
、
被
治
者
と
し
て
の
民
と
い
う
立
場
は
揺
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方

で
、
兆
民
（
「
君
民
共
治
之
説
」
）
の
い
う
「
君
」
は
、
「
行
政
立
法
ノ
権
」
を
有
す

る
こ
と
な
く
、
「
人
民
ヲ
シ
テ
立
法
行
政
二
権
ノ
間
ニ
居
テ
之
レ
ガ
和
解
調
停
ヲ
為

サ
シ
ム
ル
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
行
政
立
法
」
の
権
能
を
有
す
る
の
は
、

あ
く
ま
で
も
「
民
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
レ
ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」
、
す
な
わ
ち
「
君

民
共
治
」
が
達
成
さ
れ
る
。
実
際
に
「
君
民
共
治
」
に
基
づ
き
政
治
が
行
わ
れ
る
英

国
に
お
い
て
は
、
「
宰
相
ハ
則
チ
国
王
ノ
指
名
ス
ル
所
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
然
レ
ド
モ
要

ス
ル
ニ
議
員
輿
望
ノ
属
ス
ル
所
ノ
外
ニ
取
ル
コ
ト
」は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、「
挙

国
人
民
ノ
公
選
ス
ル
所
」
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
人
民
が
大
統
領
を
選
ぶ

の
と
変
わ
ら
な
い
制
度
で
あ
っ
た
。
兆
民
は
、「
レ
ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」
に
お
け
る
「
挙

国
人
民
」
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

法
律
ハ
則
チ
挙
国
人
民
ノ
代
員
ノ
討
論
議
定
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
固
ヨ
リ
二
三
有
司

ノ
得
テ
出
入
ス
ル
所
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
是
ハ
則
チ
宰
相
ヲ
選
ス
ル
者
ハ
人
民
ナ
リ
、

其
法
律
ヲ
立
ツ
ル
者
亦
人
民
ナ
リ
、
夫
レ
人
民
段
々
自
ラ
法
律
ヲ
立
テ
ゝ
又
其
自

ラ
選
抜
ス
ル
所
ノ
宰
相
ヲ
シ
テ
之
ヲ
執
行
セ
シ
ム
レ
バ
、
則
チ
行
政
立
法
ノ
権
並

ニ
皆
人
民
ノ
共
有
物
ナ
リ
五
三

　

法
律
を
議
論
し
策
定
す
る
こ
と
は
、
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
「
代
員
」
に

よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
ご
く
一
部
の
人
間
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
「
代
員
」
が
法
律
を
策
定
す
る
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
人
民
自
身
が
法
律
を
作
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
兆
民
は
考
え
る
。
そ
し
て

人
民
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
律
を
、
自
ら
が
選
ん
だ
宰
相
に
執
行
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
行
政
立
法
ノ
権
」
は
人
民
の
共
有
物
と
な
り
、
「
レ
ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」

が
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
公
選
」
を
経
た
「
代
員
」
に
よ
る
忌
憚
の
な
い
「
討

論
議
定
」
は
、
兆
民
の
「
レ
ス
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ー
」
論
に
お
い
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な

い
契
機
で
あ
っ
た
五
四

。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
主
張
を
よ
り
深
化
さ
せ
た
の
が
、
そ
の
翌
年
か
ら
発
表
さ
れ
た 

『
訳
解
』
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、『
社
会
契
約
論
』
の
翻
訳
で
あ
る
は
ず
の
『
訳
解
』
が
、

議
会
を
語
る
の
は
、
や
は
り
奇
妙
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ル
ソ
ー
は
、
『
社
会
契
約
論
』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
英
国
の
議
会
制
度
を
批
判
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

人
民
の
代
議
士
は
、
一
般
意
志
の
代
表
者
で
は
な
い
し
、
ま
た
代
表
者
た
り
え
な
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い
。
彼
ら
は
、
人
民
の
使
用
人
で
し
か
な
い
。
【
中
略
】
イ
ギ
リ
ス
の
人
民
は
自

由
だ
と
自
分
で
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
あ
る
。
彼
ら

が
自
由
な
の
も
、
議
会
の
構
成
員
を
選
挙
す
る
期
間
中
だ
け
の
こ
と
で
、
議
員
が

選
ば
れ
る
や
い
な
や
、
イ
ギ
リ
ス
人
民
は
奴
隷
と
な
り
、
な
き
に
等
し
い
存
在
と

な
る
の
で
あ
る
。
五
五

　

兆
民
は
、
こ
の
箇
所
を
訳
出
の
範
囲
内
に
含
め
な
か
っ
た
（
そ
も
そ
も
『
訳
解
』

は
部
分
訳
）
。
そ
の
う
え
で
『
訳
解
』
は
、
ル
ソ
ー
が
あ
た
か
も
議
会
の
意
義
を
語
っ

て
い
た
か
の
よ
う
に
、
よ
り
積
極
的
に
議
論
を
展
開
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
訳

解
』
に
お
い
てS

o
u
v
e
r
a
i
n

（
主
権
者
）
と
い
う
語
は
、
し
ば
し
ば
「
君
」
や
「
君
主
」

と
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
「
議
院
」
の
謂
い
で
あ
る
と
解
説

0

0

さ
れ
て
い
た
五
六

。

し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
い
う
「
主
権
者
」(

S
o
u
v
e
r
a
i
n
)

は
、
「
社
会
契
約
を
む
す
ん
で

一
体
と
な
っ
た
人
民
全
体
の
こ
と
」
を
指
し
五
七

、
一
般
意
志(

v
o
l
o
n
t
é
 
g
é
n
é
r
a
l
e
)

を
形
成
す
る
主
体
で
あ
っ
た
（
か
く
し
て
、
一
般
意
志
に
よ
る
支
配
が
実
現
さ
れ

る
）
。
し
た
が
っ
て
、
兆
民
がS

o
u
v
e
r
a
i
n

を
「
議
院
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
は
、
代

議
制
に
よ
る
統
治
、
あ
る
い
は
党
派(

b
r
i
g
u
e
s
)

の
存
在
が
一
般
意
志
の
支
配
を
無

意
味
な
も
の
と
考
え
て
い
た
原
著
の
主
旨
に
明
ら
か
に
反
す
る
。
た
だ
し
、
兆
民
が

S
o
u
v
e
r
a
i
n

を
「
議
院
」
と
み
な
し
た
の
は
誤
読
で
は
な
く
、
彼
な
り
の
思
想
戦
略

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
議
院
」
を
重
視
す
る
兆
民
の
姿
勢
は
、
既
に
訳
者
ま
え

が
き
に
相
当
す
る
冒
頭
の
「
叙
」
に
お
い
て
高
ら
か
に
表
明
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
英
国
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
西
洋
列
強
が
、
各
々

政
体
を
異
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
文
物
の
豊
な
る
、
学
術
の
精
な
る
、
兵
馬
の

強
」
い
理
由
は
、
各
国
が
と
も
に
「
広
く
民
志
を
通
じ
」
る
こ
と
が
で
き
る
「
国
会
」

を
設
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
「
政
な
る
も
の
は
時
と
推
移
し
、

人
情
に
逆
」
わ
な
い
こ
と
を
「
美
」
と
み
な
す
兆
民
に
と
っ
て
、「
人
情
を
揆は

か

」
る
「
国

会
」
は
正
当
な
政
治
を
実
現
す
る
に
あ
た
り
最
も
合
理
的
な
手
段
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
日
本
に
お
い
て
「
民
志
を
通
じ
、
禍
乱
を
未
だ
萌
さ
ざ
る
に
防
ぐ
」
た
め
に
も
、「
国

会
」
の
開
設
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
、
代
議
制
を
否
定
す
る
『
社
会
契
約
論
』

の
翻
訳
書

0

0

0

の
冒
頭
で
喝
破
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
兆
民
に
と
っ
て
「
国
会
」
の
設
立
は
、
か
つ
て
小
楠
が
述
べ
て

い
た
堯
舜
三
代
の
よ
う
な
「
公
共
和
平
」
の
達
成
を
も
た
ら
す
ゆ
え
意
義
を
有
す
る
。

た
だ
し
兆
民
が
抱
く
「
国
会
」
の
理
念
に
は
、
従
来
の
儒
者
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い

た
、
君
主
が
民
の
意
向
を
汲
む
民
本
思
想
は
含
意
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
「
国
会
」
は
、

民
自
身
が
「
君
」
（
主
権
者
）
に
昇
華
す
る
、
民
主
を
達
成
す
る
た
め
に
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
装
置
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
五
八

。

　

そ
し
て
、
一
般
意
志
の
形
成
主
体
で
あ
っ
たS

o
u
v
e
r
a
i
n

が
「
議
院
」
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
一
般
意
志
は
「
議
院
」
に
由
来
す
る
と
考
え
る
兆
民
に
お
い
て
、
そ
の
際

に
欠
か
せ
な
か
っ
た
契
機
こ
そ
、
小
楠
も
言
及
し
て
い
た
討
論
で
あ
っ
た
。
た
だ
し

小
楠
が
想
定
す
る
「
議
論
」
は
、
互
い
の
異
論
を
認
め
合
っ
た
う
え
に
成
り
立
つ
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
内
実
は
、
「
異
論
を
唱
え
る
他
者
と
の
調
整
を
図
る
機
能
を
有

し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
対
立
他
者
を
一
方
的
に
「
俗
論
」
と
み
な
し
、
自
身
の
抱
く

「
正
論
」
に
相
手
を
服
従
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
」
五
九

。
小
楠
に
お
い
て
「
道

理
」
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
俗
論
」
を
こ
れ
に
一
致
さ
せ

る
に
あ
た
り
「
議
論
」
は
有
効
な
機
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
兆
民
の
場
合
は
、
他
者

の
意
見
を
自
身
の
「
正
論
」
「
道
理
」
に
向
か
わ
せ
る
小
楠
の
よ
う
な
態
度
を
、
む

し
ろ
戒
め
る
。
例
え
ば
「
平
民
の
目
さ
ま
し
」
（
明
治
二
〇
年
）
で
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
た
。

何
事
に
就
て
も
道
理
は
唯
一ひ

と

つ箇
な
れ
ど
も
夫
れ
が
中
々
急
に
見
出
し
難
き
が
故

に
、
甲
乙
丙
丁
と
種
々
の
党
派
が
競
ふ
て
張
り
合
ひ
言
ひ
合
ふ
て
互
に
穿せ

ん

鑿さ
く

す
る

と
き
は
、
其
中な

央か

か
ら
彼
の
道
理
が
追
々
と
頭
を
昂あ

げ
て
人
々
の
目
に
留
ま
る
様

に
成
る
事
も
有
る
可
し
、
左
は
無
く
し
て
、
一
人
の
智
慧
者
が
何
か
一
言
を
吐
く

度た

毎び

に
大
勢
の
人
が
皆
同
意
し
て
少
も
言
ひ
合
ふ
事
が
無
き
に
於
て
は
、
真ま

こ

と個
の

道
理
は
出
て
来
る
手
掛
が
無
き
な
り
、
此
等
の
筋
合
は
英
の
大
学
者
ミマ

マ
ー
ル
と
云

─　　─13



ふ
人
が
委く

わ

し
く
説
明
し
有
る
事
に
て
他
日
追
々
噺
し
申
べ
し
六
〇

　

兆
民
に
お
い
て
も
た
だ
一
つ
の
「
道
理
」
は
、
小
楠
の
見
解
と
同
様
に
、
確
か
に

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
見
つ
け
る
の
が
難
し
い
ゆ
え
、
自
由
な
意
見
表
明
と
討
論

が
要
さ
れ
る
。
こ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
小
楠
と
異
な
り
他
者
の
異
説
を
容
認
し
た
う

え
で
の
討
論
を
通
じ
る
こ
と
で
、
様
々
な
意
見
の
「
中な

央か

」
か
ら
「
真ま

こ

と個
の
道
理
」

が
獲
得
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
六
一

。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
『
訳
解
』

に
お
い
て
既
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

衆
あ
い
会
し
て
事
条
を
討
議
す
る
に
、
皆
な
予
め
時
務
の
需
む
る
と
こ
ろ
を
知
り
、

而
し
て
初
め
よ
り
私
に
相
い
約
す
る
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
議
を
発
す
る
、

必
ず
各
お
の
己
が
志
を
尽
す
。
各
お
の
己
が
志
を
尽
せ
ば
、
則
ち
其
の
見
る
と
こ

ろ
、
必
ず
小
異
同
な
き
こ
と
能
わ
ず
。
而
し
て
此
の
小
異
同
中
、
必
ず
協
賛
を
得

る
こ
と
最
も
多
き
も
の
有
り
て
、
以
て
公
志
の
存
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
に
足
る
。

此
の
如
く
な
れ
ば
、
議
は
常
に
中
正
を
得
て
、
失
錯
或あ

る
こ
と
無
し
、
是
を
之
れ

議
事
の
正
法
と
謂
う
な
り
。
六
二

　

他
者
の
意
見
の
尊
重
を
前
提
と
す
る
「
討
議
」
を
通
じ
て
「
協
賛
を
得
る
こ
と
最

も
多
き
も
の
」
が
、
様
々
な
意
見
の
中
か
ら
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
個
人
に
と
っ

て
担
わ
れ
た
「
私
」
の
最
大
限
の
多
様
性
は
議
論
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ

て
「
公
」
と
い
う
正
当
性
を
得
る
六
三

。
つ
ま
り
、「
討
議
」
を
通
じ
て
「
私
」
が
徐
々

に
浄
化
さ
れ
て
い
き
、
ひ
い
て
は
「
公
」
、
す
な
わ
ち
一
般
意
志
（
「
道
理
」
）
を
獲

得
す
る
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
る
空
間
こ
そ
、「
国
会
」
「
議
院
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
兆
民
の
「
国
会
」
は
君
主
が
民
意
を
汲
み
取
る
民
本

0

0

で
は
な
く
、

民
が
「
君
」
と
し
て
主
体
的
に
討
論
を
す
る
民
主

0

0

の
た
め
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
「
公
」

で
「
平
和
」
な
「
政
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
も
、
兆
民
は
儒
学
的
理
想
主
義
の
観

点
か
ら
「
国
会
」
を
設
立
す
る
こ
と
の
意
義
を
説
く
の
で
あ
っ
た
六
四

。

お
わ
り
に

　

近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
清
朝
中
国
が
「
西
洋
」
の
武
力
に
屈
し
た
ア
ヘ
ン
戦

争
は
、
「
中
華
」
の
存
在
意
義
を
相
対
化
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
画
期
的
な
事
件

で
あ
っ
た
。
漢
文
の
書
物
群
の
み
を
対
象
と
し
な
く
と
も
、「
西
洋
」
に
お
い
て
も
「
三

代
」
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
彼
ら
は
儒
学
を

蔑
ろ
に
し
た
う
え
で
「
西
洋
」
を
絶
対
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
三
代
」

の
普
遍
性
を
相
変
わ
ら
ず
信
じ
て
や
ま
な
い
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
「
西
洋
」
に

お
い
て
実
現
し
て
い
る
と
い
う
「
事
実
」
は
、
か
え
っ
て
儒
学
そ
の
も
の
を
再
構
成

す
る
契
機
と
な
っ
た
。
「
西
洋
」
は
決
し
て
得
体
の
知
れ
な
い
敬
遠
さ
れ
る
べ
き
対

象
で
は
な
く
、
「
三
代
」
の
理
念
に
合
致
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
正
当
な
存
在
と
な
る
。

日
本
と
中
国
に
お
い
て
儒
学
は
、「
西
洋
」
や
「
文
明
」
を
摂
取
す
る
に
あ
た
り
「
古

習
の
惑
溺
」（
福
沢
諭
吉
）
と
し
て
単
に
排
除
の
対
象
と
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、「
西

洋
」
の
有
様
を
吟
味
・
検
証
す
る
う
え
で
も
大
い
に
寄
与
し
た
思
想
で
あ
っ
た
。

註一 

関
口
順
『
儒
学
の
か
た
ち
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
頁
。

二 

同
前
、
一
一
七
頁
。

三 

趙
景
達
『
朝
鮮
の
近
代
思
想 

日
本
と
の
比
較
』
有
志
舎
、
二
〇
一
九
年
、

三
三
二
頁
、
お
よ
び
沖
田
行
司
『
横
井
小
楠
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
一
年
、

九
七
頁
。
な
お
、
横
井
小
楠
の
「
三
代
」
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
源
了
圓
『
横

井
小
楠
研
究
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
。

四 

湯
浅
邦
弘
（
編
）『
中
国
思
想
基
本
用
語
集
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、

四
頁
。

五 

宇
野
精
一
『
孟
子
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
二
九
三
頁
。

六 

本
稿
に
お
け
る
唐
虞
三
代
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
儒

学
で
は
、
「
唐
虞
」
と
「
三
代
」
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
特
に
そ
の
際
、
王
位
を
有
徳
者
に
譲
る
禅
譲
か
、
王
位
を
子
に
譲
る
世
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襲
か
に
よ
っ
て
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
（
鄧
建
鵬
「
唐
虞
之
道
的
民

本
思
想
」
（
『
武
漢
大
学
学
報
―
哲
学
社
会
科
学
版
―
』
一
九
九
九
年
）
、
四
五

頁
）
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
儒
者
（
知
識
人
）
は
両
者
を
峻
別
せ
ず
、

禅
譲
が
実
現
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
政
治
制
度
に
対
し
て
も
「
唐
虞
三
代
」

や
「
三
代
」
の
語
を
用
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
も
、
両
者
の
時
代
の

差
異
に
あ
え
て
拘
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
の
言
に
そ
の
都
度
従
い
「
唐
虞
（
堯
舜
）

三
代
」
や
「
三
代
」
の
よ
う
に
無
分
別
に
使
用
す
る
。

七 

土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
六
一
頁
。

八 

同
前
、
一
六
二-

一
六
三
頁
。

九 

丁
守
和
（
主
編
）
『
中
国
近
代
啓
蒙
思
潮 

上
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、

一
九
九
九
年
、
一
頁
。

一
〇 

同
前
、
二
二
頁
。
な
お
こ
の
一
節
は
、
後
に
幕
末
日
本
に
お
い
て
も
絶
大
な

影
響
を
与
え
た
、
世
界
各
国
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
記
述
し
た
魏
源
の
『
海

国
図
志
』
の
「
叙
」
に
由
来
す
る
。

一
一 

魏
源
「
海
国
図
志
」
（
魏
源
全
集
編
輯
委
員
会
（
編
）
『
魏
源
全
集 

第
六
冊
』

岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
二
三
頁
。

一
二 

同
前
、
一
六
四
七
頁
。

一
三 

同
前
、
一
六
三
九
頁
。

一
四 

前
掲
『
中
国
近
代
啓
蒙
思
潮 

上
』
、
五
三
頁
。

一
五 

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史 

十
七
〜
十
九
世
紀
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
、
三
五
八
頁
。

一
六 

佐
藤
昌
介
・
植
手
通
有
・
山
口
宗
之
（
校
注
）
『
渡
辺
崋
山 

高
野
長
英 

佐
久

間
象
山 

横
井
小
楠 

橋
本
左
内 

日
本
思
想
大
系
55
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一

年
、
二
一
頁
。
引
用
に
際
し
て
適
宜
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
〔
〕
は
引
用
者

に
よ
る
注
記
。

一
七 

箕
作
省
吾
『
坤
輿
図
識
』
（
巻
四 

下
）
、
一
八
四
七
年
、
三
丁
裏
。

一
八 

こ
の
逸
話
は
、
穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
君

主
の
無
い
政
体
」(
R
e
p
u
b
l
i
e
k
)

に
対
し
て
如
何
な
る
訳
語
を
用
い
る
べ
き
か

を
思
案
し
て
い
た
箕
作
は
、
大
槻
磐
渓
か
ら
『
史
記
』
や
『
十
八
史
略
』
に
「
二

宰
相
が
共
に
協
力
し
て
、
十
四
年
の
間
国
王
無
し
の
政
治
を
し
た
事
」
（
「
於

是
国
人
相
与
畔
。
王
出
奔
彘
。
二
相
周
召
共
理
国
事
、
曰
共
和
者
十
四
年
」
）

が
あ
る
と
の
教
示
を
受
け
、
そ
れ
に
従
いR

e
p
u
b
l
i
e
k

の
訳
語
に
「
共
和
」
を

採
用
し
た
（
穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
有
斐
閣
、
一
九
一
六
年
、
二
〇
一-

二
〇
二
頁
）
。

一
九 

源
、
前
掲
書
、
二
一
四
頁
。
同
書
二
五
一
頁
、
注
（
一
）
に
よ
る
と
、
小
楠
は
、

虞
三
代
時
代
と
夏
・
殷
・
周
を
一
括
し
て
「
三
代
」
と
称
し
つ
つ
も
、
そ
の

用
語
は
一
定
し
て
い
な
い
。

二
〇 

同
前
、
二
一
五
頁
。

二
一 

前
掲
『
日
本
思
想
大
系
55
』
、
四
四
八
頁
。

二
二 

小
楠
が
ワ
シ
ン
ト
ン
政
治
の
長
所
に
「
平
和
」
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
た
研
究
と
し
て
、
出
原
政
雄
「
平
和
」
（
米
原
謙
（
編
）
『
「
ま
つ
り
ご

と
」
か
ら
「
市
民
」
ま
で 

政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開 

第
10
巻
』
晃
洋
書
房
、

二
〇
一
七
年
）
、
四
七
頁
を
参
照
。

二
三 

山
崎
正
董
（
編
）『
横
井
小
楠 

遺
稿
篇
』
明
治
書
院
、
一
九
三
八
年
、
八
八
〇
頁
。

二
四 

苅
部
直
『
歴
史
と
い
う
皮
膚
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
五
頁
。

二
五 

魏
源
の
『
海
国
図
志
』
が
、
佐
久
間
象
山
や
吉
田
松
陰
を
は
じ
め
幕
末
日
本

に
お
け
る
多
く
の
知
識
人
の
間
で
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
同
書
は
、
和
文
に
も
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
漢
文
の

読
め
な
か
っ
た
人
び
と
に
対
し
て
も
「
世
界
」
に
関
す
る
知
識
を
提
供
す
る

に
資
し
た
。
「
中
華
」
に
限
る
の
で
は
な
く
、
世
界
情
勢
を
明
確
に
理
解
す
る

こ
と
へ
の
要
求
が
一
段
と
高
ま
っ
た
幕
末
に
お
い
て
、
同
書
に
対
す
る
需
要

は
相
当
な
も
の
が
あ
り
、
小
楠
も
愛
読
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
『
海
国
図
志
』

の
幕
末
日
本
に
お
け
る
受
容
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
源
了
圓
『
佐
久
間
象
山
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
、
一
五-

二
〇
頁
が
詳
し
い
。
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二
六 

前
掲
『
日
本
思
想
大
系
55
』
、
四
四
九
頁
。
な
お
、
小
楠
の
弟
子
で
盟
友
で
も

あ
っ
た
元
田
永な

が

孚ざ
ね

も
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
を
賞
賛
し
た
「
華
盛
頓
賛
」
と

「
贅
言
」
と
題
さ
れ
た
文
書
を
残
し
て
い
る
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

所
蔵
の
「
元
田
永
孚
関
係
文
書
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
拙
文
」
（
資
料
番
号 

115-

5
）
）
。
拙
稿
「
元
田
永
孚
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
�
横
井
小
楠
か
ら

の
影
響
と
乖
離
�
」
（
『
法
と
政
治
』
七
五
巻
一
号
、
二
〇
二
四
年
）
は
、
両

文
書
の
内
容
を
検
討
、
翻
刻
し
た
。

二
七 

源
、
前
掲
『
横
井
小
楠
研
究
』
、
九
八
頁
。

二
八 

小
楠
は
、
「
西
洋
人
の
著
書
の
反
訳
書
が
手
に
入
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
は
大

い
に
読
ん
で
海
外
の
新
智
識
を
摂
取
せ
よ
」
と
、
弟
子
た
ち
に
西
洋
の
思
想

を
学
ぶ
よ
う
勧
め
て
い
た
（
山
崎
正
董
（
著
編
）
『
横
井
小
楠 

伝
記
篇
』
明

治
書
院
、
一
九
三
八
年
、
一
三
四
頁
）
。

二
九 

前
掲
『
横
井
小
楠 

遺
稿
篇
』
、
七
二
六
頁
。

三
〇 

沖
田
、
前
掲
書
、
九
七
頁
。

三
一 

前
掲
『
横
井
小
楠 

遺
稿
篇
』
、
四
九
二
頁
。
沖
田
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁
も
参
照
。

三
二 

宇
野
、
前
掲
書
、
四
五
〇
頁
。

三
三 

魏
源
、
前
掲
「
海
国
図
志
」
、
一
三
六
〇
頁
。

三
四 

同
前
。

三
五 

こ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
中
国
初
代
駐
英
公
使
の
郭か

く

嵩す
う

燾と
う

は
、
「
い
か
な
る
目

的
で
あ
れ
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
は
、
時
と
し
て
秩
序
を
乱
し
、
し
ま
い
に

は
社
会
を
混
乱
に
お
と
し
い
れ
る
」
と
の
懸
念
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
背
景

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
政
党
政
治
を
中
国
よ
り
も
甚
だ
し
い
「
党
争
」
と
み

な
し
、
自
己
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
は
他
党
の
抹
殺
を
も
辞
さ
な
い
、

社
会
秩
序
の
破
壊
に
つ
な
が
る
と
い
う
郭
嵩
燾
の
危
惧
が
あ
っ
た
。
以
上
に

つ
い
て
は
、
小
野
泰
教
『
清
末
中
国
の
士
大
夫
像
の
形
成
�
郭
嵩
燾
の
模
索

と
実
践
�
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
九-

一
一
二
頁
を
参
照
。

三
六 

前
掲
『
日
本
思
想
大
系
55
』
、
四
四
八
頁
。

三
七 

「
公
論
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
歴
史
的
変
遷
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
前
田
勉

「
公
論
」
（
米
原
謙
（
編
）
『
「
天
皇
」
か
ら
「
民
主
主
義
」
ま
で
』
晃
洋
書
房
、

二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

三
八 

源
了
圓
「
横
井
小
楠
に
お
け
る
「
開
国
」
と
「
公
共
」
思
想
の
形
成
」
（
『
日

本
學
士
院
紀
要
』
五
七
巻
三
号
、
二
〇
〇
三
年
）
、
一
七
七
頁
。

三
九 

福
地
源
一
郎
（
著
）
石
塚
裕
道
（
校
注
）『
幕
府
衰
亡
論
』
平
凡
社
、
一
九
六
七
年
、

二
三-

二
五
頁
。

四
〇 

前
田
勉
『
江
戸
の
読
書
会 

会
読
の
思
想
史
』
平
凡
社
、
二
〇
一
八
年
、

三
三
六
頁
。

四
一 

源
、
前
掲
論
文
「
横
井
小
楠
に
お
け
る
「
開
国
」
と
「
公
共
」
思
想
の
形
成
」
、

一
七
七
頁
。

四
二 

苅
部
、
前
掲
書
、
一
八
九
頁
。

四
三 

源
、
前
掲
『
横
井
小
楠
研
究
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
七
八
頁
。

四
四 

前
掲
『
日
本
思
想
大
系
55
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
三
一
頁
。

四
五 

源
、
前
掲
『
横
井
小
楠
研
究
』
、
六
八
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

四
六 

源
、
前
掲
論
文
「
横
井
小
楠
に
お
け
る
「
開
国
」
と
「
公
共
」
思
想
の
形
成
」
、

一
七
七-

一
七
八
頁
、
お
よ
び
前
田
、
前
掲
『
江
戸
の
読
書
会
』
、
三
四
〇
頁
。

ま
た
渡
辺
浩
は
、こ
う
し
た
思
想
的
影
響
に
あ
る
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
を
「
遥

か
以
前
か
ら
徐
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
育
ま
れ
て
い
た
、
儒
学
的
眼
鏡
を
通

し
て
理
想
化
さ
れ
た
西
洋
象
を
、
今
や
、
日
本
の
模
範
と
し
て
正
式
に
採
用

す
る
こ
と
の
宣
言
」
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
（
渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権

と
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
九
頁
）
。

四
七 
下
見
隆
雄
（
訳
注
）
『
礼
記
』
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
一
一
八
頁
。

四
八 

溝
口
雄
三
『
公
私
（
一
語
の
辞
典
）
』
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
、
四
五
頁
。

四
九 

下
見
、
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

五
〇 

色
川
大
吉
（
編
）
『
三
多
摩
自
由
民
権
史
料
集 

上
』
大
和
書
房
、
一
九
七
九

年
、
二
四
六
頁
。
な
お
、
本
来
、
回
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
み
な
さ
れ
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て
い
た
『
礼
記
』
の
「
大
同
」
観
念
を
転
倒
さ
せ
て
、
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
期
待
す
る
千
葉
の
発
想
は
、
康
有
為
『
大
同
書
』
の
思
想
と
一
致
す

る
。
中
国
に
お
い
て
も
従
来
、
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
「
大
同
」
は
康
有
為
に

よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
改
め
て
定
置
さ
れ
る
概
念
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
康

有
為
の
「
大
同
」
観
念
を
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
は

こ
れ
を
「
至
平
な
り
、
至
公
な
り
、
至
仁
な
り
、
治
の
至
な
り
。
善
道
あ
り

と
雖
も
、
以
て
こ
れ
に
加
う
る
な
し
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
「
大
勢
の
趨
く

と
こ
ろ
、
将
来
の
至
る
所
は
、
必
ず
大
同
に
訖お

わ

り
て
而
る
後
已
む
も
の
あ
ら
ん
」

と
、
将
来
実
現
さ
れ
る
極
地
と
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
が

撤
廃
さ
れ
、
「
公
理
」
に
基
づ
い
た
「
自
由
平
等
」
が
実
現
す
る
「
天
下
為

公
」
の
世
界
で
あ
る
「
大
同
」
は
、
現
に
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
に
お
い
て

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
康
有
為
『
大
同
書
』
か
ら

の
引
用
は
、
坂
出
祥
伸
『
大
同
書
』
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
一
〇
九

-

一
一
〇
頁
、
お
よ
び
一
一
七
頁
。
康
有
為
の
「
大
同
」
観
念
に
つ
い
て
は
、

山
田
勝
芳
『
中
国
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
「
均
の
理
念
」
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
、

六
七
頁
、
お
よ
び
竹
内
弘
之
『
康
有
為
と
近
代
大
同
思
想
の
研
究
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
八
年
、
一
七
三
頁
を
参
照
。

五
一 

菊
池
理
夫
「
日
本
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
（
菊
池
理
夫
・
有
賀
誠
・
田
上
孝
一
（
編
）

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
�
政
治
的
想
像
力
の
復
権
�
』
晃
洋
書

房
、
二
〇
二
二
年
）
、
一
五
三
頁
。

五
二 

「
王
道
論
」
は
明
治
一
五
年
の
秋
頃
、
『
訳
解
』
は
同
年
の
三
月
一
〇
日
か
ら

中
断
を
は
さ
み
翌
年
の
九
月
五
日
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
。
時
系
列
的
に
考

え
る
と
、
千
葉
が
全
て
で
は
な
い
も
の
の
『
訳
解
』
を
読
み
感
化
さ
れ
た
可

能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
な
い
。

五
三 

『
中
江
兆
民
全
集 

第
14
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
一
一
頁
。
読
点
は

引
用
者
に
よ
る
。

五
四 

拙
稿
「
中
国
の
『
民
約
論
』
�
清
末
民
初
に
お
け
る
「
ル
ソ
ー
」
�
」（
『
法
と
政
治
』

七
四
巻
一
号
、
二
〇
二
三
年
）
、
一
八-

一
九
頁
を
参
照
。

五
五 

平
岡
昇
（
編
）
『
世
界
の
名
著
30 

ル
ソ
ー
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、

三
一
二
頁
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
表
記
を
適
宜
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。

五
六 

「
茲
の
君
主
は
、
亦
た
議
院
を
謂
う
。
尋
常
用
う
る
と
こ
ろ
の
語
と
混
視
す

る
こ
と
勿
れ
」
（
『
中
江
兆
民
全
集 

第
１
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、

一
九
二
頁
）
。

五
七 

桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
（
訳
）
『
社
会
契
約
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、

四
頁
。

五
八 

そ
の
際
に
兆
民
は
朱
子
学
に
依
拠
し
、
民
が
道
徳
的
に
完
成
し
た
聖
人
・
君

子
の
如
く
振
る
舞
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
つ
ま
り
兆
民
に
と
っ
て
の
政

治
と
は
道
徳
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
民
が

政
治
に
参
画
す
る
に
あ
た
っ
て
は
学
問
を
修
め
た
人
格
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
江
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』

を
漢
文
で
書
い
た
の
か
？
�
西
周
『
利
学
』
と
の
比
較
の
視
点
か
ら
�
」（
『
法

と
政
治
』
七
三
巻
二
号
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

五
九 

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
、
四
七
頁
。

六
〇 

『
中
江
兆
民
全
集 

第
10
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
三
〇-

三
一
頁
。

六
一 

兆
民
自
身
が
「
平
民
の
目
さ
ま
し
」
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ

う
し
た
発
想
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
兆
民
が
多
分

に
ミ
ル
、
と
り
わ
け
『
自
由
論
』
の
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
江
兆
民
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
�
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
に

お
け
る
『
自
由
論
』(O

n L
iberty )

の
思
想
的
意
義
�
」（
『
日
本
儒
教
学
会
報
』

七
号
、
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。

六
二 

前
掲
『
中
江
兆
民
全
集 

第
１
巻
』
、
一
七
九
頁
。

六
三 

宮
村
治
雄
『
開
国
経
験
の
思
想
史
�
兆
民
と
時
代
精
神
（
増
補
新
装
版
）
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
四
年
、
一
二
〇
頁
。
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六
四 
『
訳
解
』
を
介
し
て
「
ル
ー
ソ
ー
の
民
約
論
」
を
理
解
し
て
い
た
陸
羯
南
は
『
近

時
政
論
考
』
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
が
「
古
代
の
羅
馬
共
和
政
を
慕
ふ
」
の
は
、「
漢

儒
が
唐
虞
三
代
の
道
を
慕
ふ
」
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
（
『
陸
羯
南
全
集 

第
一
巻
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
、
四
八
頁
）
。
本
稿
で
の
議
論
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
羯
南
は
『
訳
解
』
の
注
意
深
い
読
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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