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は
じ
め
に

　

日
本
近
世
の
前
半
は
、
儒
学
簇
生
の
時
期
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
が
儒
学
（
朱
子
学
）
を
教

学
と
し
て
設
定
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
社
会
に
お
け
る
多
様
な
発
展
に
つ
な
が
っ

た
と
理
解
さ
れ
る1
。
朱
子
学
・
陽
明
学
・
古
学
ま
た
そ
の
中
で
も
い
く
つ
も
の
学
派
に
分
か

れ
、
陸
続
と
登
場
す
る
新
た
な
思
想
潮
流
、
鮮
や
か
な
学
派
論
争
史
が
描
か
れ
て
き
た2
。

　

し
か
し
、
思
想
潮
流
の
変
遷
の
背
景
で
儒
学
が
社
会
に
ど
の
よ
う
に
広
ま
り
、
人
々
に
受

け
止
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
は
、
思
想
の
特
質
だ
け
を
論
じ
る
だ
け
で
は
、
十
分
に
明
ら

か
に
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
儒
学
が
権
力
か
ら
規
制
も
保
護
も
受
け
な
い
形
で
発
展
す
る

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
発
展
は
社
会
の
支
持
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
儒
学
と
い
う

学
問
を
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
社
会
に
共
有
さ
れ
た
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
い
は
近
世
前
期
の
、
政
治
思
想
史
の
文
脈
で
多
く
語
ら
れ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
近
世
国
家
の
支
配
思
想
を
問
う
と
い
う
の
が
そ
の
中
心
の
テ
ー
マ
で
あ
っ

た3
。
そ
れ
は
、「
将
」・
領
主
の
思
想
を
考
究
す
る
中
で
す
す
め
ら
れ
た
。
大
名
を
中
心
と
す

要
旨
：　

本
稿
は
、
一
七
世
紀
後
半
〜
一
八
世
紀
前
半
の
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
受
容
の
諸
相
を
、
山
崎
闇
斎
学
派
の
異
姓
養
子
論
を
め
ぐ
る
評
価
か
ら
考
察
す
る
。

　

近
世
前
半
期
の
儒
学
の
各
流
派
の
展
開
・
発
展
は
、
思
想
史
の
中
で
も
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
議
論
で
は
、
各
思
想
の
特
質
や
潮
流
は
論
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
当
時
の

多
く
の
人
々
が
そ
れ
ら
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
内
在
化
し
た
か
（
し
な
か
っ
た
か
）
と
い
う
点
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
近
世
社
会
に
お
け
る
多
様
な
儒
学
思
想
の
存

在
と
受
容
し
た
人
々
と
の
接
面
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

闇
斎
学
派
の
儒
学
を
学
ん
だ
武
士
階
層
の
異
姓
養
子
論
を
、
儒
者
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
儒
学
受
容
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
幕
臣
・
跡
部
良
顕
（
一
六
五
八
〜
一
七
二
九
）
や
丸
亀
藩

士
・
三
田
義
勝
（
一
七
〇
一
〜
七
七
）
の
著
作
を
中
心
に
分
析
し
、
彼
ら
が
闇
斎
学
を
経
由
し
な
が
ら
、
儒
者
と
は
異
な
る
理
解
を
展
開
し
て
い
く
様
子
を
み
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
学
習
者
か
ら
教

導
者
へ
と
い
う
意
識
を
醸
成
さ
せ
て
い
く
背
景
に
あ
る
、
武
家
社
会
に
お
け
る
文
化
資
本
の
存
在
に
言
及
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
武
家
社
会
、
朱
子
学
、
異
姓
養
子
、
闇
斎
学
、
文
化
資
本

近
世
前
期
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家
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会
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け
る
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学
受
容
の
一
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―
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周
知
の
ご
と
く
近
世
は
「
家
」
と
い
う
単
位
が
重
き
を
な
す
社
会
で
あ
っ
た
。
身
分
の
上

下
に
拘
わ
ら
ず
、
個
々
の
人
々
は
「
家
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
把
握
さ
れ
、
と
り
わ
け
武
家

に
と
っ
て
は
そ
の
存
続
が
大
き
な
関
心
で
あ
り
つ
づ
け
た15
。
長
男
子
単
独
相
続
制
が
と
ら
れ
、

補
完
シ
ス
テ
ム
と
し
て
養
子
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た16
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
養
子
制

度
が
同
姓
か
異
姓
か
を
問
わ
ず
、
家
督
継
承
に
は
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
意
味
し
て
い
る
。

　

で
は
、
現
実
と
学
問
上
の
原
則
と
の
齟
齬
を
、
朱
子
学
を
学
ぶ
武
士
階
層
は
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
思
想
受
容
の
展
開
を
考
え

る
糸
口
と
し
た
い
。
個
人
の
思
想
形
成
だ
け
で
な
く
そ
の
個
人
が
属
す
る
社
会
的
階
層
と
そ

こ
で
の
受
容
に
敷
衍
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
思
想
の
広
が
り
を
支

え
る
人
的
な
環
境
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
存
在
に
も
十
分
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

　

以
下
、
闇
斎
学
を
受
容
し
た
武
士
階
層
の
養
子
論
を
取
り
上
げ
、
原
則
論
へ
の
対
応
と
展
開

を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
な
対
象
と
す
る
の
は
、
幕
臣
で
、
闇
斎
学
の
う
ち
儒
学

と
神
道
と
の
両
方
を
吸
収
し
た
跡
部
良
顕
（
一
六
五
八
〜
一
七
二
九
）
と
そ
の
門
人
で
丸
亀

藩
士
・
三
田
義
勝
（
一
七
〇
一
〜
七
七
）
の
場
合
を
取
り
上
げ
る
。
と
も
に
武
士
で
あ
る
彼

ら
の
受
容
の
背
景
に
あ
る
武
家
の
学
問
と
そ
の
環
境
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
い
。

一
、
闇
斎
学
に
お
け
る
養
子
を
め
ぐ
る
主
張

　

㈠　

異
姓
養
子
否
定

　

闇
斎
学
の
異
姓
養
子
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
内
田
周
平
が
学
派
内
の
儒
者
た
ち
の
異
姓

養
子
否
定
の
立
場
と
実
際
の
行
動
に
つ
い
て
紹
介
し
た
一
連
の
論
考
が
あ
る17
。
だ
が
、
内
田

は
異
姓
養
子
を
い
か
に
否
定
し
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
儒
者
ら
を
選
定
し
て
お
り
、
そ
れ
以

外
の
人
々
や
議
論
に
つ
い
て
は
十
分
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え

つ
つ
、
闇
斎
学
に
お
け
る
異
姓
養
子
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二
〜
一
七
一
二
）
に
は
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
成
立
の
『
養
子
辨

証18
』（
の
ち
に
『
氏
族
辨
証
』
と
改
題
）
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
本
書
は
、「
養
子
之
弊
」
に

つ
い
て
中
国
の
歴
史
書
や
朱
熹
の
語
録
な
ど
か
ら
記
事
を
抜
き
出
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
絅
斎
は
、
同
姓
で
な
い
外
孫
を
養
子
に
た
て
る
こ
と
や
、
養
子
の
た
め
に
姓
を
変
え
る

こ
と
な
ど
を
不
適
切
と
批
判
す
る19
。
一
方
で
、
幼
少
に
養
子
に
な
っ
た
人
物
が
、
出
自
を

知
っ
て
復
姓
す
る
こ
と
が
、
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
賞
さ
れ
て
い
る20
。
絅
斎
の
主
張
は

る
近
世
領
主
が
領
国
支
配
の
た
め
に
求
め
た
思
想
の
中
に
儒
学
も
含
ま
れ
て
い
た4
。
こ
の
時

期
の
い
わ
ゆ
る
好
学
大
名
と
は
、
儒
学
や
兵
学
と
い
っ
た
学
問
の
支
持
者
で
あ
り
、
為
政
者

と
し
て
政
治
理
念
を
求
め
た
人
々
で
あ
ろ
う5
。

　

一
方
で
、
一
般
武
士
階
層
の
人
々
の
学
問
受
容
の
様
子
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
将
」
に

対
し
て
「
士
卒
」「
侍
」
の
立
場
で
の
学
問
受
容
で
あ
る6
。
主
に
「
武
士
道
」
や
「
士
道
論
」

を
考
究
す
る
な
か
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、「
弓
馬
の
道
」
や
武
士
の
名
誉
観
と
い
っ
た
兵

学
由
来
の
要
素
や
武
的
な
振
る
舞
い
に
比
重
が
あ
る
。
武
士
の
「「
個
」
と
し
て
の
自
立
性7
」

の
確
立
に
、
儒
学
（
朱
子
学
）
の
本
格
的
受
容
の
有
無
は
論
じ
ら
れ
な
い8
。
し
か
し
近
世
社

会
へ
の
儒
学
の
広
ま
り
と
い
う
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
侍
」
層
の
武
士
の
学
び
に
あ
っ

た
朱
子
学
の
影
響
、
朱
子
学
の
何
が
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
具
体
的

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う9
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
大
名
で
は
な
く
、
一
般
武
士
階
層
、
具
体
的
に
は
幕
臣
や
藩
士
と
し
て

家
臣
団
を
構
成
す
る
人
々
に
焦
点
を
あ
て
る
。
一
七
世
紀
後
半
に
登
場
し
、
学
派
を
形
成
し

た
闇
斎
学
と
そ
れ
を
受
け
止
め
た
武
士
た
ち
の
主
体
的
な
学
問
の
様
子
を
窺
う
こ
と
に
す

る
。
彼
ら
の
問
題
意
識
を
焦
点
化
す
る
た
め
に
、
当
該
社
会
と
思
想
上
の
論
点
が
交
錯
す
る

具
体
的
な
課
題
と
し
て
養
子
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
。

　

近
年
、
儒
教
の
実
践
と
し
て
朱
熹
の
「
家
礼
」
が
、
日
本
の
近
世
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

て
い
た
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る10
。「
家
礼
」
は
家
の
礼
儀
作
法
の
総
称
で

あ
る
が
、
朱
子
学
で
は
と
り
わ
け
祖
先
祭
祀
の
儀
礼
が
問
題
に
さ
れ
る
。
祖
先
の
祭
祀
は
父

系
の
血
縁
で
繋
が
る
氏
族
共
同
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、「
孝
」
を
最
重
視
す
る
儒
教
に
お
い

て
は
極
め
て
重
要
な
儀
礼
で
も
あ
る
。
祖
先
の
霊
は
血
縁
に
よ
る
嗣
子
の
祭
祀
の
み
を
受
け

入
れ
る
と
さ
れ
、
非
血
縁
者
に
よ
る
祭
祀
は
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る11
。
そ
の
た
め
異
姓
不
養

あ
る
い
は
異
姓
養
子
否
定
と
、
家
督
を
相
続
す
る
者
は
実
子
も
し
く
は
同
姓
の
親
類
か
ら
立

て
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
き
た12
。
近
世
日
本
で
も
、
闇
斎
学
は
こ
の
異
姓
養
子
批
判
に
敏

感
に
反
応
し
た
集
団
で
あ
る
。

　

ま
た
近
世
の
法
制
度
の
観
点
か
ら
養
子
の
問
題
は
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
の
幕
府
法

令
「
諸
士
法
度
」
で
同
姓
優
先
が
明
示
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
諸
藩
の
法
令
も
ふ
く
め
一

応
、
同
姓
を
優
先
と
す
る
こ
と
で
共
通
し
て
い
る13
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
優
先
で
あ
っ
て
該

当
す
る
人
物
が
い
な
い
場
合
は
、
母
・
娘
の
系
統
を
含
む
異
姓
養
子
が
容
認
さ
れ
広
く
行
わ

れ
て
い
た
の
が
実
際
で
あ
る14
。
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の
継
承
を
認
め
、
父
子
や
兄
弟
と
い
っ
た
関
係
秩
序
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。「
一
気
」
を

共
有
す
る
集
団
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
一
族
の
祖
先
祭
祀
が
孝
の
実
践
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ

る
。
絅
斎
も
迂
斎
も
異
姓
養
子
に
対
し
て
は
否
定
の
論
陣
を
は
り
、
あ
く
ま
で
も
養
子
は
同

姓
に
限
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

次
に
佐
藤
直
方
（
一
六
五
〇
〜
一
七
一
九
）
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

養
子
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
講
究
議
論
已
ニ
ス
メ
リ
。
同
苗
養
子
ニ
ユ
キ
タ
ル
人
、

大
面
ヲ
シ
テ
本
意
ト
ス
ル
モ
可
笑
。
是
モ
シ証

拠

ヨ
ウ
コ
ト
ナ
シ
ト
云
フ
モ
ノ
ゾ
。
夫
レ
ト

モ
嫡
子
ハ
決
シ
テ
ユ
ク
べ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ゾ
。
次
男
ヨ
シ
、
同
苗
養
子
先
祖
ノ
祭
感
格
モ

ア
リ
ヨ
シ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
彼
ノ
一
ツ
ニ
ス
ベ
キ
本
ヲ
二
ツ
ニ
ス
ル
ノ
理
ヲ
マ
ヌ
カ
レ
ス25
。

　

直
方
は
、
嫡
子
で
な
け
れ
ば
同
姓
の
養
子
と
な
る
こ
と
を
可
と
し
つ
つ
も
、
結
局
は
祖
先

か
ら
の
血
脈
の
流
れ
を
二
つ
に
分
岐
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
と
し
、
同
姓
で
あ
る
か
ら
と
安

心
し
て
い
る
人
々
を
冷
笑
す
る
。
連
続
す
る
一
つ
の
流
れ
こ
そ
が
祖
先
祭
祀
の
要
件
と
す
る

意
味
で
は
、
よ
り
厳
密
と
も
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
は
闇
斎
学
派
の
養
子
論
の
中
で
一
つ
の
大
き
な
潮
流
を
な
し
て
い
る
。
当
の
闇
斎

自
身
も
専
論
と
し
て
養
子
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
は
な
い
が
、
異
姓
養
子
に
つ
い
て
は
否
定

的
で
あ
る26
。
絅
斎
や
迂
斎
、
そ
し
て
直
方
も
、
朱
子
学
の
原
理
原
則
を
踏
襲
し
よ
う
と
す
る

忠
実
な
も
の
で
あ
る
。

　

㈡　

異
姓
養
子
肯
定

　

と
こ
ろ
が
、
否
定
論
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
跡
部
良
顕
や
三
田
義
勝
の
場
合
で
あ

る
。
良
顕
は
、
絅
斎
の
説
を
、「
氏
族
辨
証
ノ
説
ノ
様
ニ
一
偏
ニ
同
姓
ノ
外
養
テ
モ
益
ニ
立

ズ
ト
云
フ
ハ
非
説
ナ
リ
」
と
一
辺
倒
に
養
子
を
認
め
な
い
の
を
批
判
す
る
。
こ
れ
は
享
保
七

（
一
七
二
二
）
年
に
成
っ
た
『
日
本
養
子
説27
』
の
一
部
で
あ
る
。

先
ヅ
神
代
御
掟
ノ
如
ク
、
一
脉
ヲ
尋
求
メ
テ
相
續
ス
ベ
シ
。
若
一
脉
相
傳
ナ
ケ
レ
バ
、

他
姓
ヲ
養
テ
其
家
ヲ
譲
ル
ベ
シ
、
タ
ト
ヘ
バ
草
木
ニ
接
木
ヲ
ス
ル
ガ
如
シ
、
小
梅
ノ
木

ヲ
臺
ニ
シ
テ
、
豊
後
梅
ヲ
ツ
グ
時
ハ
、
臺
ノ
気
ヲ
受
継
テ
生
長
シ
、
豊
後
梅
ト
ナ
ル

也
。
勿
論
臺
ノ
花
モ
咲
ズ
、
臺
ノ
実
モ
ナ
ラ
ネ

、
一
気
ノ
相
續
ス
ル
事
ハ
必
定
也
。

明
快
で
、
異
姓
養
子
は
断
じ
て
認
め
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
。
そ
し
て
世
間
に
流
通
す
る

養
子
の
理
屈
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

養
子
の
弊
尚
し
。
世
あ
る
い
は
天
地
一
気
の
説
を
唱
え
、
以
て
そ
の
汙
に
合
わ
せ
る

は
、
曽
て
天
地
一
気
の
中
に
即
し
て
す
で
に
父
子
の
形
、
兄
弟
の
体
有
る
を
知
ら
ず
。

則
ち
そ
の
上
下
前
後
、
截
然
と
し
て
乱
す
べ
か
ら
ず
。
人
倫
の
理
、
往
き
て
然
ら
ざ
る

な
し
。
其
の
異
族
を
も
っ
て
己
が
子
と
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
猶
以
て
子
の
父
に
変
す
べ

か
ら
ざ
る
、
弟
の
以
て
兄
に
易
う
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
若
し
異
を
混
じ
て
同
じ
と

為
す
は
、
則
ち
ま
た
同
を
離
し
て
異
と
為
す
。
悖
逆
聚

の
悪
と
い
え
ど
も
、
亦
ま
さ

に
忌
憚
な
さ
ん
と
す
。
豈
に
大
い
に
謬
ら
ざ
ら
ん
や21
。

　

絅
斎
は
、「
天
地
一
気
」
を
曲
解
し
て
異
姓
養
子
を
肯
定
す
る
者
が
あ
る
と
批
判
す
る
。

同
一
の
気
を
分
有
す
る
こ
と
で
父
と
子
や
、
兄
と
弟
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ

て
、
血
縁
を
超
え
て
の
「
天
地
一
気
」
な
ど
と
い
う
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る
と
す
る
。
祖
先

の
霊
は
非
血
縁
の
「
礼
」
は
受
け
な
い
と
い
う
儒
教
の
家
礼
の
基
本
的
考
え
方
を
堅
守
す

る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
絅
斎
の
み
で
は
な
い
。

　

絅
斎
よ
り
一
世
代
あ
と
の
稲
葉
迂
斎
（
一
六
八
四
〜
一
七
六
〇
）
の
主
張
も
、「
天
理
自

然
ノ
ニ
非
シ
テ
、
凡
人
利
害
ノ
上
ヨ
リ
作
為
シ
タ
ル

ユ
ヘ
ニ
天
理
ニ
ソ
ム
ク
モ
ノ
也
」

（『
養
子
弁22
』）
と
あ
る
。
人
間
の
都
合
で
繕
っ
た
制
度
が
養
子
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
天
理
」

に
照
ら
し
て
み
れ
ば
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

惣
タ
イ
父
子
骨
肉
ノ
親
ミ
血
脉
一
気
ノ
ツ
ヅ
キ
、
子
々
孫
々
千
万
年
ノ
久
キ
モ
カ
ワ
ラ

ヌ
ユ
ヘ
ニ
先
祖
ヲ
祭
ル
ト
云

モ
ア
リ
タ
モ
ノ
也23

ト
カ
ク
血
脈
一
気
ノ
ツ
ヾ
キ
ナ
ケ
レ
バ
決
シ
テ
感
通
ナ
キ

也24

　
「
血
脉
一
気
」
と
は
、
人
に
備
わ
る
血
脈
と
気
脈
の
両
方
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
連

続
性
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
祖
先
の
霊
と
の
「
感
通
」
と
い
う
祭
祀
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い

と
し
て
い
る
。
迂
斎
は
さ
ら
に
「
一
気
」
が
途
絶
え
て
家
が
滅
ぶ
の
も
仕
方
の
な
い
こ
と

と
、
異
姓
を
と
っ
て
ま
で
継
が
せ
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
。
血
脈
関
係
に
こ
そ
「
一
気
」
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的
空
間
に
も
拡
大
さ
れ
る
。

　

ま
た
西
川
如
見
『
日
本
水
土
考
』
の
一
節
を
引
く
。『
水
土
考
』
は
人
の
名
前
に
「
彦

（
日
子
）」
や
「
姫
（
日
女
）」
と
い
う
和
語
を
使
う
こ
と
を
も
っ
て
「
日
本
人
」
が
「
日
神

の
裔
」
で
あ
る
と
し
、「
日
神
を
以
て
女
體
と
な
す
の
儀
ま
た
所
以
あ
り
、
ま
ま
女
帝
を
立

つ
る
事
も
ま
た
水
土
自
然
の
理
に
従
う32
」
と
い
う
。
こ
れ
に
義
勝
は
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
れ
を
も
つ
て
思
へ
バ
、
養
子
婿
を
し
て
、
家
を
つ
が
し
む
る
は
、
女
子
に
つ
が
す
る

な
り
。
理
に
お
ゐ
て
害
な
し33
。

　

女
神
「
日
神
」
の
子
孫
で
あ
る
「
日
本
」
で
は
、
女
帝
を
立
て
、
帝
位
を
女
性
が
継
ぐ
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
一
般
の
家
に
お
い
て
も
「
婿
」
を
と
っ
て

継
が
せ
る
と
い
う
こ
と
は
道
理
に
お
い
て
問
題
が
な
い
と
い
う
。
入
り
婿
つ
ま
り
は
異
姓
養

子
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る34
。
良
顕
と
義
勝
の
場
合
で
は
、
同
姓
血
縁
は
も
ち
ろ
ん
、
外

孫
の
よ
う
な
異
姓
血
縁
や
、
婿
養
子
に
よ
る
異
姓
養
子
も
、
同
じ
「
日
本
」
の
人
の
範
疇
に

よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。

　

こ
う
し
た
異
姓
養
子
の
肯
定
論
の
背
景
に
は
、
二
つ
の
社
会
的
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一

つ
に
は
、
否
定
論
が
、
同
時
期
の
多
く
の
儒
者
や
兵
学
者
に
み
ら
れ
る
「
日
本
」
を
特
別
視

す
る
華
夷
観
念
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
の
安
定
に
と
も
な
い
、
日
本
型

華
夷
意
識
が
醸
成
さ
れ
た
社
会
的
雰
囲
気
で
あ
る35
。
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
続
く
「
神
孫
」、
そ
れ

を
「
日
本
人
」
と
す
る
神
の
系
統
の
解
釈
を
押
し
出
す
の
も
、
こ
の
華
夷
観
念
や
「
神
代
巻
」

な
ど
の
歴
史
解
釈
を
背
景
に
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
朱
子
学
の
み
で
理
論
完
結
し
よ
う
と

し
た
、
絅
斎
や
迂
斎
の
異
姓
養
子
の
拒
否
の
態
度
と
は
鮮
や
か
な
対
比
を
な
し
て
い
る36
。

　

二
つ
目
に
は
、
彼
ら
の
生
き
て
い
る
現
実
と
の
関
連
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

近
世
武
家
社
会
の
慣
習
と
し
て
は
、
養
子
を
厳
密
に
同
姓
に
限
定
す
る
と
い
う
の
は
現
実
的

で
は
な
か
っ
た37
。
こ
う
し
た
状
況
に
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
朱
子
学
の
原
則
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
動
き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
想
の
純
粋
性
か
ら
す
れ
ば
歪
曲
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
む
し
ろ
受
容
す
る
側
が
直
面
し
て
い
る
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

二
つ
の
背
景
そ
の
も
の
が
、
大
き
く
は
近
世
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
の
日
本
化
と
い
う
動

き
に
連
動
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
が
社
会
の
中
で
一
つ
の
認
識
の
勢
力
と
な
っ
て
い
く

点
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
思
想
の
受
容
面
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
彼
ら

他
姓
ノ
養
子
モ
亦
如
此
也28
。

　

ま
ず
は
「
一
脉
」
の
あ
る
同
姓
を
優
先
す
る
も
、
該
当
者
が
い
な
け
れ
ば
異
姓
を
迎
え
る

こ
と
を
勧
め
る
。
異
姓
養
子
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
が
「
接
木
」

の
理
論
で
あ
る
。
異
姓
養
子
は
「
小
梅
」
を
台
木
に
し
て
「
豊
後
梅
」
を
接
ぐ
こ
と
に
例
え

ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
接
が
れ
た
「
豊
後
梅
」
の
花
や
実
が
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
樹

木
に
は
「
小
梅
」
か
ら
の
「
一
気
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
梅
で
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
同
姓
・
異
姓
を
超
え
る
共
通
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
梅
」

と
い
う
範
疇
に
は
「
日
本
」
ま
た
は
「
日
本
ノ
人
」
を
想
定
す
る
。

日
本
ノ
陰
陽
五
行
ヲ
以
テ
、
日
本
ニ
生
レ
タ
人
ハ
、
梅
ノ
木
ニ
梅
ノ
木
ヲ
接
ガ
如
シ
、

異
国
ノ
人
ヲ
以
テ
接
バ
、
タ
ト
ヘ
バ
桃
ノ
木
ニ
柿
ノ
木
ヲ
接
ガ
如
シ
。
必
定
ツ
カ
ヌ
ハ

ズ
也
。
人
ト
ノ
内
ニ
モ
、
日
本
ノ
人
ハ
同
一
気
也29
。

　

同
じ
梅
で
あ
る
な
ら
ば
「
一
気
」
が
共
有
さ
れ
、
異
姓
養
子
も
問
題
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
養
子
の
範
囲
を
血
縁
の
あ
る
同
族
・
同
苗
に
限
定
す
る
絅
斎
ら
に
対
し
て
、「
日
本
」

の
地
理
的
空
間
に
拡
大
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
絅
斎
が
「
天
地
一
気
の

説
」
と
い
っ
て
、
人
倫
秩
序
の
本
末
を
転
倒
さ
せ
る
も
の
と
批
判
し
た
理
論
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。「
日
本
的
な
」
同
質
性
を
持
ち
出
し
、
血
縁
の
有
無
を
相
対
化
す
る
。
そ
れ
は
良
顕
の

門
人
で
丸
亀
藩
士
の
三
田
義
勝
の
『
養
子
訓30
』
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
異
姓
養
子
に
無
理

が
な
い
理
由
を
義
勝
も
「
日
本
」
の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
。

我
朝
と
も
ろ
こ
し
と
ハ
、
土
地
は
る
か
に
隔
り
。
風
俗
大
に
異
な
り
。
お
よ
そ
大
日
本

ハ
上
古
伊
弉
議
尊
伊
弉
並
尊
の
、
生
ま
し
給
ひ
し
国
に
し
て
、
天
照
神
の
裔
、
今
に
至

る
ま
で
天
祚
を
つ
た
へ
ま
せ
り
。
此
故
に
民
間
に
く
だ
れ
る
者
と
い
へ
ど
も
、
異
国
帰

化
の
者
の
外
は
、
神
孫
な
ら
ず
と
い
ふ
者
な
し31
。

　
「
日
本
」
の
人
々
は
今
に
至
る
ま
で
ア
マ
テ
ラ
ス
の
末
裔
で
「
神
孫
」
で
あ
る
と
い
う
。

「
神
孫
」
と
い
う
範
囲
が
、「
も
ろ
こ
し
」
と
は
異
な
る
特
徴
で
あ
り
、
出
自
を
共
有
す
る
た

め
に
、
養
子
を
立
て
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。「
日
本
」
の
範
疇
は
歴
史
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子
も
程
な
く
和
す
る
な
り
。
然
る
を
双
方
よ
り
う
は
べ
こ
そ
左
も
あ
れ
、
心
の
底
は
如

何
な
ど
思
ふ
に
よ
り
、
仮
初
の
事
に
も
、
う
た
が
ひ
出
来
て
、
は
て
ハ
大
事
に
及
ぶ
な

り
。
た
が
ひ
に
我
身
を
苦
し
む
る
も
、
お
ほ
く
は
其
こ
ゝ
ろ
な
り39
。（
養
育

－

⑨
）

　

何
事
も
、
隠
し
事
な
ど
せ
ず
に
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
あ
る
。
ま

た
実
の
親
子
で
あ
っ
て
も
「
心
に
か
な
は
ざ
る
の
ミ
な
り
、
い
は
ん
や
他
の
子
を
や
し
な
へ

る
を
や
」（
養
育

－

⑩
）
と
、
血
の
繋
が
ら
な
い
者
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
慮
る
必
要
が
あ
る
。

人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
よ
う
に
心
が
け
、
と
き
に
我
慢
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
い

う
。
さ
ら
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
「
篤
実
」
な
養
子
で
あ
っ
て
も
時
に
養
父
母
の
意
に
沿
わ
な
い

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
「
害
」
が
な
け
れ
ば
許
し
、
過
ち
が
あ
れ
ば
改
め
さ

せ
る
べ
き
だ
が
、
く
れ
ぐ
れ
も
「
し
づ
か
に
事
を
述
て
、
少
し
も
ゐ
か
り
罵
事
な
か
れ
」

（
養
育

－

⑲
）
と
い
う
。
か
な
り
、
養
子
に
対
し
て
気
を
遣
っ
た
対
応
の
仕
方
で
あ
る
。

　

次
に
養
子
と
な
る
身
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

養
子
た
る
者
は
、
養
父
母
の
恩
の
実
父
母
よ
り
お
も
き
を
さ
と
す
べ
し
。
実
父
母
ハ
お
の

づ
か
ら
の
愛
な
り
、
養
父
母
は
設
た
る
の
愛
な
り
。
実
子
の
孝
は
猶
及
ぶ
べ
し
。
養
子

の
孝
ハ
お
よ
び
が
た
し
。
萬
年
の
敦
厚
に
し
て
刻
薄
な
る
べ
か
ら
ず
。（
奉
仕
上

－

③
）

　

養
子
に
と
っ
て
も
、
実
父
母
と
異
な
っ
て
愛
情
は
作
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て

孝
行
も
実
父
母
に
比
し
て
伝
わ
り
に
く
い
。
養
父
母
か
ら
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
実
の

親
子
で
も
心
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
養
父
母
と
の
関
係
で
は
さ
ら
に
困
難
で
あ
る

と
い
う
。
そ
の
た
め
に
た
と
え
養
父
母
に
悪
事
が
あ
っ
て
も
、「
仮
に
も
恨
む
べ
か
ら
ず
、

い
く
た
び
も
己
を
せ
め
、
敬
を
起
し
孝
を
お
こ
す
べ
し
」（
奉
仕
上

－

⑪
）
と
、
兎
に
角
、

養
子
は
子
と
し
て
の
道
を
尽
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

　

養
子
を
と
る
と
い
う
状
況
に
不
可
避
的
に
生
ま
れ
る
、
新
し
い
親
子
関
係
と
そ
の
生
活
に

焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

己
が
同
僚
の
子
を
、
義
を
も
つ
て
や
し
な
ひ
ぬ
れ
ば
、
義
を
も
つ
て
育
む
べ
し
。
子
も

又
義
を
持
つ
て
来
り
ぬ
れ
バ
義
を
も
つ
て
つ
か
ふ
べ
し
。
世
上
そ
む
き
は
な
る
る
の
患

あ
る
は
、
皆
不
義
よ
り
お
こ
れ
り
。（
養
育

－

⑪
）

の
養
子
論
は
、
単
な
る
養
子
の
是
非
に
と
ど
ま
ら
ず
、
養
子
相
続
の
後
の
問
題
へ
と
展
開
さ

れ
て
い
く
。
と
り
わ
け
義
勝
の
『
養
子
訓
』
は
圧
倒
的
に
後
者
の
分
量
が
多
く
詳
細
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
『
養
子
訓
』
を
取
り
上
げ
、
養
子
を
肯
定
す
る
良
顕
や
義
勝
の
主
張

を
詳
し
く
み
て
い
こ
う
。

二
、『
養
子
訓
』
か
ら
み
る
養
子
の
心
得
と
背
景

　

㈠　
『
養
子
訓
』
の
構
成
と
内
容

　
『
養
子
訓
』
は
上
・
中
・
下
の
三
巻
か
ら
な
り
、
成
立
は
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
で

あ
る
。
上
巻
は
ま
ず
「
総
論
」
が
お
か
れ
、「
我
国
」
の
養
子
の
濫
觴
が
述
べ
ら
れ
る
。
後

半
で
は
「
養
育
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、
養
父
母
が
養
子
を
取
る
に
あ
た
っ
て
の
心
得
が
説

か
れ
て
い
る
。
上
巻
は
全
部
で
二
六
条
あ
る
。
中
巻
と
下
巻
は
「
奉
仕
上
」
と
「
奉
仕
下
」

に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
二
条
と
一
七
条
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
養
子
と
な
る
者
の
心
構
え
が

中
心
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
一
つ
書
き
で
、
経
書
や
「
記
紀
」、
和
歌
な
ど
を
引
き

な
が
ら
文
章
が
続
く
。
内
容
に
つ
い
て
は
【
表
】
に
ま
と
め
た
。
ま
た
中
巻
・
下
巻
に
お
い

て
は
、
長
文
の
逸
話
が
差
し
込
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
逸
話
は
い
わ
ゆ
る
「
孝
子
伝
」

の
類
で
、
本
文
に
関
連
す
る
内
容
が
付
加
さ
れ
て
い
る38
。

　

分
量
か
ら
い
っ
て
も
養
子
と
な
る
人
の
心
得
の
方
が
多
く
を
占
め
る
。
こ
れ
は
義
勝
自
身

が
、
幼
少
期
に
養
子
と
な
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
凡
例
の
部
分
で
、「
十

餘
年
が
際
、
養
父
に
つ
か
ゑ
て
、
謹
慎
を
も
つ
て
賞
ぜ
ら
る
ゝ
と
い
へ
ど
も
、
数
艱
難
に
處

し
て
過
を
な
せ
し
事
あ
り
」
と
い
い
、
そ
の
後
養
父
が
先
立
っ
た
こ
と
に
よ
り
後
悔
す
る
こ

と
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
。
自
身
の
後
悔
す
る
と
こ
ろ
を
重
ね
て
、
養
子
の
心
得
を
書
き
出

し
た
と
い
う
の
が
本
書
で
あ
る
。
以
下
に
、
養
父
母
と
な
る
人
、
養
子
と
な
る
人
の
双
方
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
を
見
て
い
く
。

　

ま
ず
、
養
子
を
迎
え
る
側
の
態
度
が
述
べ
ら
れ
る
。
養
父
母
と
な
る
人
は
迎
え
た
養
子
に

ど
の
よ
う
に
接
す
る
べ
き
か
、
そ
の
心
持
ち
に
つ
い
て
繰
り
返
し
説
か
れ
る
。
こ
こ
で
は

「
和
」
と
「
忍
」
と
い
う
相
手
と
の
関
係
性
の
形
成
が
重
要
と
さ
れ
る
。

ひ
と
た
び
や
し
な
ひ
て
、
我
子
と
な
し
ぬ
れ
ば
、
少
し
も
隔
つ
る
こ
ゝ
ろ
な
く
、
何
事

も
あ
ら
は
に
い
ひ
て
、
か
く
し
ひ
そ
む
る
躰
な
か
る
べ
し
。
養
父
母
か
く
あ
れ
ば
、
養
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【表】
巻 項目 条数 細目内容

巻之上

惣論

① 養子の起源について。
② 実子がない場合は養子を立てること。またその人品についてよく考慮すること。
③ 他姓よりは、親族の子弟を選ぶこと。
④ 実子が不肖ならばすぐに養子に継がせること。
⑤ 金銭を目的とする養子は厳禁のこと。
⑥ 父として所生の子を養子に出すべきではないこと。
⑦ 五十歳以降に養子をとること。

養育

⑧ 養子となった子を我が子と思い愛育せよ。
⑨ 養子と腹蔵なく話し打ち解けよ。
⑩ 思い通りにはいかない。「忍」の心得が重要であること。
⑪ 同僚の子を養子にとる場合、「義」を以て養い育むべきこと。また養子もまた「義」を以て仕えること。
⑫ 実父母が子を教えるのは「厳」であり、養父母が子を導くのは「実」であり対応方法が異なること。
⑬ 養父母は養子の日常の世話から学芸までしっかりと面倒をみること。
⑭ 養子を教えるにはまず自分を省みること。
⑮ 父は家内の「的」であること。
⑯ 親として子に対する教育について。
⑰ 子が父の過ちを諌めるということ。
⑱ 悋嗇も放肆も妥当ではないこと。
⑲ 養子の言動が心にかなわなくとも強く咎めないこと。
⑳ 養子の実家からの対応次第で養子を虐げてはならないこと。
㉑ 父母として我が子の友をよく選ぶこと。
㉒ 子どもの友人は「文武の友」に限ること。
㉓ 養母も「まことの心」で慈しむべきこと。ただし疑いを回避するため節度を守ること。
㉔ 養子との不和の原因は養母に問題があること。
㉕ 実子が生まれたために養子を解消するということはあってはならない。
㉖ 「奴婢」を養子に近づけてはならない。告げ口が養子・養父母関係を悪くすること。

巻之中 奉仕　上

① 「神国」に生まれた人の子として父母に心から仕えること。
② 「神代乃正直」の心でもって養父母に仕えること。
③ 養父母を実父母よりも大事に思うこと。
④ 多弁を戒めること。
⑤ 「愛敬」をもって養父母に尽くすべきこと。
⑥ 職と道との両方につくすこと。
⑦ 他出他行は養父母に伝えること。
⑧ 「家事」を率先して学ぶこと。
⑨ 養父母が病気のときはいつもにまして尽すこと。
⑩ 養父母の過ちは「のどやかに」道理をときしばしばいさめよ。
⑪ 養父母のよからぬ行いは、見ても恨むな、敬して孝行せよ。
⑫ 養父母の過ちを吹聴してはならない。
⑬ 心は思うままにならないと心得よ。
⑭ 養父母との関係が悪化しても、時をすぎると好転することもあること。
⑮ 養父母と折り合いが悪くとも、実家に帰ろうとしてはならない。
⑯ 養父母の悪事を実父母に訴えてはならない。
⑰ 養父母に実子が出生したときは、変わらず孝養を尽くして、いずれ実子に家を譲るべきこと。
⑱ 例え養父母が実子を可愛がっても恨まず孝敬を持つべきこと。
⑲ 天に仕えるように父につくすこと。
⑳ 不孝は天地の道理に背くことであること。
㉑ 学問をしっかりすること。
㉒ 不幸にして養父母からの讒にあったときは、養父母の悪名を出さないように意を汲んで対処せよ。

巻之下 奉仕　下

① 何事も煩わしいことをいとわず丁寧に対処すべきで、自暴自棄になってはいけない。
② 世渡りは、大海を一艘の舟でいくようなものである。
③ 物事に対処することは大変難しいと心得るべきである。
④ 養父母の暴怒は受け止めて和するように工夫すべきである。
⑤ 「孝」は妻子への「愛」に勝ること。
⑥ 「姓」と「氏」を別に考えるのは誤りで、養子は姓氏ともに養家のものを名乗るべきこと。
⑦ 実母と養母は同様に接するべきだが、時に養母に不貞がないか疑うべきこと。
⑧ 養父母が隠居した後はさらに手厚く養うべきこと。
⑨ 「勇」に過ぎる「麁暴」の人では「虎狼」と同じであること。
⑩ 藤原惺窩の説く「義」について。
⑪ 「士」が禄を食むことと、その矜持について。
⑫ 養父母の養生に努めるべきこと。
⑬ 夫婦関係は「五倫」に則るべきで愛に溺れてはならないこと。
⑭ 「婦女の為」に行動を過たないこと。
⑮ 養子として家禄を相続するまでは「妾」を持つべきではないこと。
⑯ 婿養子に娶す娘をわがままに育ててはならない。
⑰ 異姓養子に子が生まれなければ、次代の養子をとって「家」を絶やさないようにすること。
⑱ 義勝解説及び問答
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な
い
。「
姓
氏
」
よ
り
も
「
禄
」
の
価
値
が
勝
る
の
で
あ
る
。
職
分
と
し
て
の
家
臣
の
役
を

負
い
、「
孝
」
の
道
を
子
と
し
て
全
う
す
る
。
養
子
相
続
と
い
う
「
家
」
を
舞
台
に
す
る
人

間
関
係
で
あ
る
「
孝
」
の
問
題
が
、
自
ず
と
主
君
と
家
臣
君
臣
関
係
と
い
う
「
忠
」
の
問
題

と
直
結
す
る
の
で
あ
る
。

　

三
宅
正
彦
は
、
山
崎
闇
斎
の
朱
子
学
理
解
の
特
徴
と
し
て
、
君
臣
関
係
の
絶
対
化
を
指
摘

し
た
。
本
来
の
朱
子
学
に
お
け
る
先
天
的
で
絶
対
的
な
関
係
性
は
父
子
の
間
に
の
み
適
応

（
父
子
天
合
）
で
あ
る
が
、
闇
斎
は
君
臣
の
間
に
敷
衍
し
て
、
君
臣
関
係
の
絶
対
的
な
も
の

（
君
臣
天
合
）
と
し
た
の
で
あ
る41
。
近
世
前
期
の
家
臣
団
統
制
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
君

臣
の
関
係
意
識
を
理
論
的
に
強
化
す
る
に
は
都
合
が
い
い
。
こ
れ
は
、
個
々
の
家
臣
に
と
っ

て
は
、
父
に
対
す
る
「
孝
」
と
主
君
へ
の
「
忠
」
が
同
等
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
と

も
に
、
家
禄
の
継
承
と
い
う
点
で
実
利
的
に
も
説
得
力
を
持
つ
も
の
と
な
る
。『
養
子
訓
』

も
「
忠
」
と
「
孝
」
と
が
一
人
の
人
格
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
点
に
立
ち
、
そ

の
意
味
で
「
忠
」「
孝
」
は
一
体
的
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
養
子
訓
』
で
は
、
養
子
関
係
を
「
義
」
で
成
り

立
つ
と
し
て
い
た
。
擬
制
的
な
父
子
関
係
が
「
義
合
」
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
と
し
た
上

で
、
君
臣
関
係
と
の
関
わ
り
で
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。

君
臣
父
子
お
な
じ
く
是
レ
天
倫
な
り
。
臣
子
と
し
て
君
父
の
不
是
を
説
く
の
理
な
し
。

故
に
子
た
る
者
親
の
あ
し
き
事
を
見
ざ
る
は
、
父
ハ
父
た
る
の
道
に
そ
む
く
と
も
、
子

は
子
た
る
の
道
を
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
へ
り
。（
奉
仕
上

－

⑪
）

　

養
父
母
の
「
よ
か
ら
ぬ
事
」
を
見
た
際
の
対
応
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
君
臣
関
係
も
父
子
関

係
も
と
も
に
「
天
倫
」
つ
ま
り
絶
対
的
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
父
子
関
係
に
養
父
子
関
係
も

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
闇
斎
の
君
臣
天
合
の
前
提
で
あ
る
父
子
天
合
に

は
、
養
子
関
係
の
「
父
子
」
を
想
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
『
養
子
訓
』
が
、
君
臣
関
係
と

並
置
す
る
と
き
、「
父
子
」
は
実
父
子
、
養
父
子
の
両
方
を
含
め
て
天
合
を
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
異
姓
養
子
を
肯
定
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
二
重
基
準
で
あ
り
、
否
定
す
る
勢
力

か
ら
す
れ
ば
著
し
い
異
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
例
え
ば
、
三
宅
尚
斎
（
一
六

六
二
〜
一
七
四
一
）
は
、「
天
」
が
生
成
す
る
万
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
意
義
が
あ
る
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

養
子
縁
組
と
は
義
理
で
も
っ
て
結
ば
れ
た
関
係
で
あ
る
か
ら
、
何
の
努
力
も
な
し
に
そ
の

関
係
性
を
円
満
に
継
続
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
お
互
い
に
相
応
の
心
が
け
が
必
要
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
義
理
の
親
子
関
係
の
先
に
あ
る
の
は
、
非
血
縁
の
擬
制
的
家
族
か

ら
な
る
「
家
」
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
が
、
養
子
の
目
的
は
そ
の
「
家
」
を
継
ぐ
こ

と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
良
好
な
関
係
性
を
構
築
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
時
と
し
て
大
い

な
る
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う40
。
気
の
合
わ
な
い
者
を
養
父
母
に
持
っ
た
り
、
養
子
と

し
た
り
、
ど
ち
ら
の
立
場
か
ら
も
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
態
を
ど
う
に
か
回
避

す
る
た
め
の
、
具
体
的
な
打
開
策
と
し
て
『
養
子
訓
』
は
お
互
い
の
心
の
持
ち
よ
う
に
徹
底

し
て
こ
だ
わ
る
の
で
あ
る
。

　

㈡　

武
家
の
相
続
と
闇
斎
学
の
「
忠
孝
」

　

と
こ
ろ
で
、
養
子
を
迎
え
る
、
あ
る
い
は
養
子
と
な
る
こ
と
の
目
的
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の

「
家
」
を
継
ぐ
こ
と
に
あ
る
。
武
士
に
と
っ
て
の
「
家
」
は
、
家
禄
を
継
承
す
る
単
位
で

あ
っ
て
、
父
と
子
と
い
う
単
線
の
血
統
で
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
家
督
を
継
ぐ
当
主

と
そ
の
家
族
、
そ
し
て
そ
の
家
臣
（
家
僕
）
と
い
う
、
擬
制
的
な
「
家
」
を
意
味
す
る
。
そ

の
た
め
に
家
督
の
継
承
は
お
の
ず
と
、「
家
」
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
方

法
が
現
実
的
で
本
質
的
な
課
題
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
良
顕
や
義
勝
が
、
養
子
の
範
囲
を

広
く
設
定
す
る
の
も
、
心
を
尽
く
し
て
養
父
母
・
養
子
間
の
関
係
性
を
重
視
す
る
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。『
養
子
訓
』
の
中
に
も
そ
の
傾
向
は
強
く
表
れ
て
い
る
。

他
家
の
養
子
と
な
れ
る
よ
り
し
て
は
、
養
父
の
姓
氏
と
も
に
相
続
す
べ
し
。
一
た
び
約

し
て
父
と
頼
み
、
子
と
な
り
て
其
家
を
嗣
、
其
禄
を
受
な
が
ら
、
氏
は
養
父
を
用
ひ
、

姓
ハ
実
父
を
用
ひ
む
は
、
偽
り
欺
き
て
、
他
の
禄
を
む
さ
ぼ
る
に
似
た
り
。

（
奉
仕
下

－

⑥
）

主
君
よ
り
相
応
の
役
を
い
ひ
付
ら
れ
ぬ
れ
バ
、
其
役
を
大
切
に
こ
ゝ
ろ
が
け
、
随
分
と

勤
る
な
り
。
人
の
子
た
る
者
、
身
を
父
母
に
う
け
な
が
ら
、
其
道
を
つ
く
さ
ゞ
る
の
理

な
し
と
い
へ
り
。（
奉
仕
上

－

⑥
）

　

養
子
と
な
る
こ
と
は
、
養
家
を
継
ぎ
、
そ
の
家
産
を
ま
る
ご
と
継
承
す
る
こ
と
に
他
な
ら
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「
天
理
人
情
両
ナ
ガ
ラ
全
フ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
サ
レ
バ
人
情
ヲ
敗
ル
ト
モ
、
天
理
ヲ
全
フ
ス
ル

ニ
如
ク
ハ
ナ
シ
。47」
は
、
近
世
前
半
の
「
天
理
」
を
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
朱
子
学
者
の
不

遇
や
絶
望
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
良
顕
や
義
勝
の
主
張
か
ら
み
れ
ば
、
現
実
社
会

と
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
解
消
で
き
る
か
と
い
う
挑
戦
で
も
あ
る
。「
人
情
」
を
譲
れ
な
い

立
場
か
ら
の
斟
酌
は
、
完
全
な
る
「
天
理
」
の
放
擲
と
同
意
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
原
則

と
現
実
の
間
で
、
第
一
義
的
に
は
享
受
者
で
あ
る
良
顕
や
義
勝
が
ど
こ
を
目
指
す
か
と
い
う

点
が
、
朱
子
学
の
社
会
的
受
容
に
お
い
て
次
の
焦
点
に
な
ろ
う
。

三
、
武
士
の
家
の
教
育

　

㈠　

良
顕
と
義
勝
の
環
境

　

と
こ
ろ
で
、『
養
子
訓
』
作
者
の
義
勝
と
、
良
顕
に
は
、
い
く
つ
か
の
共
通
す
る
事
情
が

あ
る
。
良
顕
の
門
人
と
し
て
儒
学
や
神
道
を
義
勝
が
学
ん
だ
と
い
う
師
弟
関
係
以
上
に
、
出

自
と
育
ち
の
環
境
の
点
で
両
者
は
類
似
点
の
多
い
存
在
で
も
あ
る
。

　

良
顕
は
、
義
勝
の
母
・
井
上
通
（
一
六
五
九
〜
一
七
三
八
）
と
の
交
流
が
先
ん
じ
て
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る48
。
こ
の
井
上
通
は
、
丸
亀
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
、
同
藩
士
の
三
田
宗
寿
に
嫁

い
だ
。
義
勝
は
そ
の
三
男
で
あ
る
。
通
は
生
前
か
ら
文
才
に
優
れ
た
女
性
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
た
人
物
で
あ
る49
。
後
の
伴
蒿
蹊
『
近
世
畸
人
伝
』
に
は
、「
通
女
は
讃
岐
国
丸
亀
の

士
井
上
儀
右
衛
門
某
の
女
、
幼
よ
り
書
を
よ
み
、
詩
歌
と
も
に
成
人
に
ま
さ
れ
る
才
女
也50
」

と
あ
る
。

　

通
は
、
幼
少
か
ら
書
物
に
親
し
み
、
和
歌
を
は
じ
め
漢
詩
も
嗜
ん
だ
こ
と
を
買
わ
れ
、
先

代
藩
主
・
京
極
高
知
の
正
妻
で
、
当
時
の
藩
主
・
高
豊
の
母
に
あ
た
る
養
性
院
の
侍
女
と
し

て
出
府
す
る
こ
と
に
な
っ
た51
。
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
か
ら
九
年
間
の
江
戸
滞
在
の
間

に
、
幕
臣
の
跡
部
家
に
嫁
い
で
い
た
松
と
の
交
流
が
あ
っ
た52
。
柳
生
三
厳
の
娘
で
、
通
と
同

じ
よ
う
に
松
も
、
和
歌
に
か
け
て
は
相
当
に
学
習
し
て
お
り
、
堂
上
和
歌
の
江
戸
伝
播
に
尽

く
し
た
岡
本
宗
好
や
、
歌
学
の
名
門
飛
鳥
井
家
、
烏
丸
家
へ
も
添
削
を
通
じ
て
交
流
を
も
っ

て
い
た
。
人
吉
藩
主
・
相
良
頼
寛
な
ど
と
も
家
同
士
の
交
流
が
あ
っ
た
と
い
い
、
大
名
家
出

自
の
交
接
の
縁
が
、
と
も
に
堂
上
歌
人
ら
に
繋
が
る
横
の
関
係
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
想
像

さ
せ
る53
。

　

良
顕
と
義
勝
の
師
弟
関
係
も
、
両
者
の
母
の
代
か
ら
の
交
流
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ

手
足
共
一
身
に
具
わ
り
て
形
形
区
別
、
其
の
義
一
な
り
。
手
以
て
足
と
為
す
べ
か
ら

ず
、
足
以
て
手
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
則
ち
異
族
以
て
親
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
叔
父
以
て

父
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
姪
以
て
子
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
蓋
し
天
親
の
自
然
、
豈
に
人
為

を
も
っ
て
こ
れ
を
強
い
る
べ
き
か42
。

　

天
地
の
自
然
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
事
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
働
き
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
「
人
為
」
で
も
っ
て
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
嫌
悪
感
を
持
つ
。
父
で
あ
り
子

で
あ
る
と
い
う
関
係
性
は
、
天
の
差
配
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
は
絶
対
的
な
「
天
合
」

で
あ
る
。
尚
斎
は
自
ら
復
姓
経
験
者
で
あ
り
、
門
人
た
ち
に
対
し
て
も
復
姓
す
な
わ
ち
養
子

関
係
の
解
除
を
強
制
し
た
と
い
う43
。

　

ま
た
、
実
父
の
懇
願
に
よ
り
他
家
の
養
子
に
な
る
も
、
そ
れ
を
悔
い
て
自
殺
ま
で
考
え
た

留
守
希
斎（
一
七
〇
五
〜
一
七
六
五
）は44
、
異
姓
養
子
を
肯
定
す
る
「
或
人
」
に
対
し
て
い
う
。

父
子
の
親
は
天
性
な
り
と
云
ふ
こ
と
を
し
ら
ず
、
三
綱
と
い
へ
ど
も
、
就
中
自
然
に
一

体
分
身
と
云
ふ
も
の
は
父
子
な
り
、
今
請
、
試
に
其
大
綱
を
論
ぜ
ん
。
夫
天
地
の
間
は
、

微
塵
も
す
き
ま
な
き
一
気
な
れ
と
も
鉄
鉋
玉
の
こ
と
く
に
は
あ
ら
ず
、
そ
れ
〳
〵
の
気

脈
有
り
て
筋
々
別
る
、
そ
の
筋
の
分
れ
た
る
な
り
に
姓
あ
り
、
氏
あ
り
て
混
雑
せ
す45
。

　

こ
ち
ら
も
父
子
関
係
は
「
天
性
」
で
「
気
脈
」
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
姓
・
氏

が
存
在
す
る
と
す
る
。
姓
を
易
え
る
こ
と
が
容
易
に
肯
定
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
実
の
父
子

関
係
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
養
父
子
関
係
と
同
列
に
語
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
義
勝
の
主
張
に
よ
れ
ば
、「
家
」
を
家
禄
と
と
も
に
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
養
子

の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
忠
」
と
「
孝
」
は
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
孝
」

の
範
疇
は
養
子
も
含
め
た
「
父
子
」
関
係
な
の
で
あ
る
。
義
勝
は
、
養
子
先
で
子
に
恵
ま
れ

ず
老
境
に
入
っ
た
場
合
は
、
必
ず
養
子
を
と
る
よ
う
に
と
い
う
。
養
父
方
、
実
家
方
あ
る
い

は
他
家
か
ら
人
を
た
て
、
自
身
の
養
家
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
彼
に
と
っ
て
の
「
孝
」
の

実
践
な
の
だ
。

　

異
姓
養
子
を
め
ぐ
る
意
見
の
齟
齬
は
、
朱
子
学
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
、
近
世
社
会
へ
の
朱

子
学
の
不
適
合
を
具
体
的
に
語
る
も
の
で
あ
ろ
う46
。
尚
斎
が
希
斎
に
か
け
た
と
い
う
言
葉
、
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た
び
捕
え
ら
れ
て
爪
を
抜
か
れ
足
を
繋
が
れ
る
と
、
人
の
言
う
が
ま
ま
に
従
う
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
は
子
猫
や
子
犬
と
同
じ
で
あ
る
。

武
士
た
ら
ん
者
ハ
、
ま
づ
わ
が
身
を
か
へ
り
見
て
、
何
故
に
禄
を
食
と
い
ふ
こ
と
を
、

さ
と
し
し
る
べ
し
。
常
に
志
を
た
も
ち
、
気
を
や
し
な
ひ
、
大
変
に
の
そ
ミ
て
も
、
平

生
の
操
を
た
が
え
ず
、
命
を
か
ろ
く
し
義
に
い
さ
む
べ
し
。
克
文
武
を
講
じ
て
万
事
に

分
別
あ
ら
ん
事
を
欲
す
。
生
を
武
門
に
稟
る
者
、
こ
れ
を
ゆ
る
か
せ
に
す
べ
か
ら
ず
。

（
奉
仕
下

－

⑪
）

　

ま
ず
禄
を
喰
み
仕
え
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
強
い
自
己
規
定
の
も
と
に
、
平
時
も
変
事
も

「
義
」
に
殉
じ
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
判
断
、「
分
別
」
を
確
か
な
も
の
に
す
る
の
は
「
文

武
」
つ
ま
り
は
学
問
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
四
書
小
学
近
思
録
の
句
読
」
か
ら
始
ま
り
、

年
齢
の
段
階
に
し
た
が
っ
て
「
五
経
」
ま
で
読
み
習
わ
せ
、
講
釈
を
聞
か
せ
る
べ
き
だ
と
言

う
。
学
問
が
、
武
士
と
し
て
自
律
し
た
判
断
力
や
矜
持
を
持
ち
、
組
織
や
社
会
の
中
で
の
自

身
の
行
動
を
全
く
す
る
と
言
う
理
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
想
に
は
、
義
勝
ら
の

世
の
中
に
対
す
る
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。

世
は
海
な
り
、
我
ハ
舩
な
り
、
心
は
楫
な
り
。
た
と
ひ
日
和
よ
く
と
も
、
楫
の
取
や
う

あ
し
け
れ
ば
、
何
方
に
流
れ
む
も
量
り
が
た
し
。
養
子
の
養
父
母
に
つ
か
ふ
る
は
猶
更

な
り
。（
奉
仕
下

－

②
）

事
に
処
す
る
こ
と
き
は
め
て
難
し
。
子
曰
ク
義
以
テ
為
シ
質
レ
礼
以
テ
行
レ
之
遜
以
テ
出
シ
レ

之
ヲ
成
ス
レ
之
ヲ
君
子
哉
。
か
く
の
ご
と
く
こ
ゞ
ろ
ざ
し
を
た
て
た
し
。（
奉
仕
下

－

③
）

　

世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
は
、
船
と
「
楫
」
で
海
を
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ど
ん

な
に
世
情
が
穏
や
か
で
あ
っ
て
も
心
持
ち
の
あ
り
よ
う
で
は
無
事
で
は
い
ら
れ
な
い
。
物
事

に
円
満
な
処
断
を
な
す
に
は
、『
論
語
』
の
言
う
、
応
接
に
「
義
」
を
本
質
と
し
て
、
礼
儀

と
謙
遜
と
を
志
と
し
て
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
ま
ま
な
ら
な
い
武
士
と
し
て
の
日
常

は
、
義
勝
自
身
の
養
子
生
活
で
も
経
験
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し56
、
母
・
通
の
実
家
、
井

上
家
の
断
絶
と
い
う
事
態
も
影
を
落
と
し57
、
そ
の
実
感
に
深
み
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思

と
が
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
母
の
も
つ
和
歌
や
漢
詩
の
素
養
が
、
息
子
た
ち
の
思
想

形
成
に
少
な
く
な
い
存
在
感
を
示
し
て
い
た
。
良
顕
は
、「
母
松
子
の
諭
し
」
と
し
て
「
は

ら
ハ
す
は
五
つ
の
道
も
た
ゝ
ぬ
へ
し　

し
け
る
ま
ゝ
な
る
よ
も
き
む
く
ら
を54
」
と
い
う
、
母

の
歌
を
書
き
留
め
て
い
る
。
生
い
茂
る
雑
草
の
よ
う
な
心
の
曇
り
を
祓
い
去
ら
な
け
れ
ば
五

倫
五
常
の
道
も
立
ち
ゆ
か
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
人
と
し
て
の
あ
り
方
を
和
歌
に

よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
長
く
自
戒
と
し
て
心
に
刻
ん
で
き
た
と
回
想
す
る
。

　

義
勝
も
母
・
通
の
訓
戒
と
し
て
次
の
よ
う
な
一
文
を
記
し
て
い
る
あ
た
り
、
母
が
息
子
に

与
え
た
訓
示
の
大
き
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

汝
、
性
、
書
を
嗜
み
、
資
質
強
毅
、
す
べ
か
ら
く
経
世
の
才
を
熟
し
、
以
て
邦
家
の
干

城
と
な
ら
ん
こ
と
を
思
う
べ
し
。
然
る
に
工
夫
内
に
従
わ
ず
、
則
ち
徒
に
我
を
益
す
る

こ
と
無
く
、
す
べ
か
ら
く
身
を
修
め
る
こ
と
を
本
始
と
な
し
、
家
国
天
下
を
治
め
る
を

末
終
と
す
べ
し55
。

　

経
書
類
の
読
書
と
、
内
省
（
道
徳
的
な
涵
養
）
を
尽
く
し
て
、
主
家
・
京
極
家
と
丸
亀
藩

の
「
干
城
」
と
な
る
こ
と
が
、
藩
士
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
と
説
く
。
息
子
の
年
齢
が
ど
の

く
ら
い
の
時
の
こ
と
か
は
窺
い
え
な
い
が
、
藩
士
す
な
わ
ち
「
邦
家
」（
藩
国
家
）
の
構
成

員
で
あ
る
自
覚
を
促
す
母
の
存
在
は
、
義
勝
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
良
顕
と
義
勝
の
思
想
形
成
の
背
後
に
は
、
父
母
を
中
心
と
し
た
「
家
」
の

学
習
環
境
が
、
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
跡
部
家
と
三
田
家
の
間
で
は
、
武
家

の
「
家
」
と
し
て
の
共
有
す
る
価
値
観
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

㈡　

武
士
の
学
び
と
教
化

　

さ
て
、
義
勝
が
回
想
し
た
通
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
「
家
」
で
は
藩
や
幕
府
に

仕
え
る
武
士
の
「
家
」、
そ
の
子
ど
も
の
学
び
が
課
題
に
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
『
養
子
訓
』

に
も
「
士
人
の
子
は
義
気
を
内
に
逞
し
く
し
、
勇
敢
を
事
に
顕
は
す
べ
し
」（
奉
仕
下

－

⑨
）

と
あ
り
、「
義
」「
勇
」
の
徳
を
兼
ね
備
え
る
べ
き
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も

「
義
」
の
な
い
「
勇
」
は
「
血
気
」
に
類
す
る
も
の
で
、「
強
狠
」、
利
に
近
づ
き
害
を
避
け

恥
を
顧
み
な
い
、
人
と
し
て
非
常
に
劣
る
存
在
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
は
、
所

詮
「
虎
狼
」
で
あ
る
と
も
い
う
（
奉
仕
下

－

⑨
）。
虎
や
狼
は
勇
ま
し
く
力
も
強
い
が
、
一
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の
学
習
の
帰
着
点
に
教
化
と
い
う
形
の
「
治
人
」
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
連
続
的
な
想

定
は
、
朱
子
学
の
常
道
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
修
己
」
の
中
心
に
「
心
」
を
修
め
る
こ
と

が
意
識
さ
れ
、
武
士
と
し
て
の
職
分
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
は
、
朱
子
学
の
原
則
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
闇
斎
学
派
の
儒
者
を
相
対
化
す
る
よ
う

な
動
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
と
袂
を
別
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
の
日
本
は
、
徳
川
将
軍
家
を
政
治
権
力
の
頂
点
に
し

て
、
一
定
の
平
和
と
安
定
を
享
受
し
た
。
そ
れ
は
一
介
の
幕
臣
や
藩
士
の
実
感
と
し
て
も
到

来
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
平
和
と
安
定
は
新
た
な
秩
序
社
会
へ
の
順
応
を
彼
ら
に
要

求
し
た
の
で
あ
る
。
十
全
に
「
事
に
処
す
る
」
た
め
に
「
我
心
」
の
制
御
と
い
う
課
題
を
自

覚
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
日
々
の
現
実
と
向
き
合
い
な
が
ら
操
縦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

自
分
自
身
の
心
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
自
覚
を
持
つ
良
顕
や
義
勝
ら
に
と
っ
て
、
個
人
の
道
徳
的
修
養
を
根
幹
に
据

え
、
人
格
者
と
し
て
の
鍛
錬
を
説
く
朱
子
学
（
闇
斎
学
）
は
、
具
体
的
で
有
効
な
方
法
と
し

歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
安
定
の
中
で
生
き
る
主
体
が
自
己
の
心
を
律
し
、
そ
の
存
在

意
義
を
自
認
し
て
生
き
る
た
め
の
指
針
と
し
て
闇
斎
学
は
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ

れ
は
闇
斎
の
門
人
を
自
負
す
る
儒
者
た
ち
の
求
め
る
内
容
と
は
相
容
れ
な
い
、
武
士
身
分
と

し
て
の
存
在
に
関
わ
る
部
分
を
含
ん
で
い
た
。

　

そ
し
て
、
良
顕
や
義
勝
の
よ
う
に
儒
者
た
ち
に
依
存
せ
ず
、
自
ら
が
教
導
的
な
立
場
を

と
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
闇
斎
学
に
よ
っ
て
朱
子
学
を
体

得
し
、
そ
れ
を
人
に
及
ぼ
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
、
朱
子
学
の
理
想
で
も
あ
る
と
同
時

に
、
支
配
階
層
と
し
て
の
あ
る
種
の
責
任
意
識
の
表
れ
と
も
と
れ
る
。
武
士
階
層
の
学
び
の

深
化
の
結
果
と
も
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
ま
た
原
則
論
を
貫
こ
う
と
す
る
儒
者
と
の
間
の
摩

擦
を
大
き
く
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
養
子
論
の
相
違
は
こ
う
し
た
朱
子
学
が
武
家
社
会
に
受

容
さ
れ
る
過
程
に
現
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
闇
斎
学
の
儒
者
た
ち
の
養
子
を
め

ぐ
る
原
則
論
は
、
換
骨
奪
胎
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
運
用
論
へ
と
変
換
さ
れ
、
武
士
の
教
化
言

説
へ
と
横
滑
り
し
て
い
く
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
一
七
世
紀
の
後
半
か
ら
一
八
世
紀
の
前
半
に
か
け
て
、
武
士
階
層
の
一
部
が
本
格

う
。
そ
し
て
、
処
世
術
と
も
言
え
る
義
勝
の
言
葉
は
、
養
子
の
心
得
を
超
え
て
、
当
該
期
の

武
士
一
般
の
感
覚
に
共
感
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
武
士
で
組
織
さ
れ
る
「
御

家58
」
の
中
で
の
身
の
振
り
方
と
そ
れ
を
担
保
す
る
思
想
が
彼
ら
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
矜
持
へ
の
確
信
が
他
者
へ
の
発
信
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

　

例
え
ば
、「
或
人
」
が
、
学
才
を
誇
り
自
負
心
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
良
顕
に
対
し
て
批
判
的

に
そ
の
理
由
を
問
い
た
だ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

答
曰
予
カ
心
実
ニ
如
レ
此
雖
レ
不
ト
レ
及
二
孟
子
ニ
一
当
テ
二
今
之
世
ニ
一
舎
テ
レ
我
其
誰
ソ
ヤ
也
之

意
也
。
東
照
神
君
治
メ
玉
ヒ
二
乱
世
ヲ
一
天
下
一
統
而
万
民
蒙
ル
二
恩
沢
ヲ
一
、
故
神
儒
之
道

行
レ
レ
世
ニ
五
倫
之
道
明
也
然
ニ
国
主
領
主
幕
下
之
人
以
二
一
芸
一
術
ヲ
一
鳴
ル
レ
世
ニ
之
人

多
シ
、
未
レ
聞
二
以
レ
道
導
レ
人
ヲ
者
ヲ
一
矣
。
予
雖
二
不
敏
ト
一
幸
学
二
得
神
儒
之
道
ヲ
一
導
レ

人
故
遊
ト
レ
門
ニ
者
亦
多
焉
。
生
前
之
幸
ニ
乄
而
可
レ
喜
殊タ

ヘ
テ

非
二
自
負
之
心
ニ
一
今
有
ハ
二

勝
ル
ヽ
レ
予
ニ
者
一
則
乗
ネ
テ
レ
手
ヲ
以
学
ハ
ン
レ
之
ヲ
。59

　
「
乱
世
」
の
収
ま
っ
た
当
代
に
お
い
て
、「
国
主
領
主
幕
下
之
人
」
の
中
に
も
「
一
芸
一

術
」
を
も
っ
て
世
間
に
名
を
あ
げ
た
人
が
い
る
が
、「
道
を
以
て
人
を
導
く
者
」
は
い
ま
だ

い
な
い
。
幸
い
に
も
「
神
儒
之
道
」
に
通
じ
た
自
分
は
、
そ
の
「
人
を
導
く
者
」
と
し
て
多

く
の
門
人
を
抱
え
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
自
分
は
孟
子
に
及
ば
な
い
と
い
う

言
い
回
し
は
、
武
家
の
教
導
役
た
ら
ん
と
す
る
か
な
り
の
自
信
の
現
れ
と
い
え
る
。
義
勝
も

ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

若
夫
経
史
を
誦
、
古
道
を
歓
び
聖
教
を
ま
も
り
、
聖
行
を
ま
な
び
、
己
を
お
さ
め
て
、

他
に
お
よ
ぼ
さ
ば
、
人
た
る
の
楽
し
ミ
に
お
ゐ
て
、
何
を
以
て
こ
れ
に
比
せ
む
。

（
奉
仕
下

－

⑱
）

　

こ
ち
ら
は
控
え
め
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
自
身
の
学
問
修
養
で
得
た
知
見
（
修
己
）
を
他

人
に
も
及
ぼ
す
こ
と
（
治
人
）
が
で
き
る
こ
と
は
人
と
し
て
の
歓
び
で
あ
る
と
い
う
。
両
者

と
も
に
、「
人
を
導
く
」「
他
に
お
よ
ぼ
」
す
と
い
う
他
者
へ
の
教
化
を
、
己
を
修
め
た
先
の

目
的
と
し
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
「
人
を
」「
他
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
の

対
象
は
、
や
は
り
自
ら
の
立
場
と
同
様
に
武
士
階
層
で
あ
ろ
う
。
良
顕
と
義
勝
の
「
修
己
」

綱川 : 近世前期武家社会における儒学受容の一齣
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為
政
者
の
理
想
を
重
ね
た
例
（
若
尾
政
希
『「
太
平
記
読
み
」
の
時
代
』
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）
や
、

兵
営
国
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
幕
藩
体
制
の
な
か
で
支
配
的
で
あ
っ
た
の
は
兵
学
で
あ
っ
た
と
す

る
も
の
（
前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

4 

領
主
層
の
朱
子
学
に
よ
る
思
想
形
成
に
つ
い
て
は
、
蝦
名
裕
一
「
元
禄
期
に
お
け
る
大
名
の
儒
学
受

容
と
「
仁
政
」
政
策
：
盛
岡
藩
・
南
部
行
信
を
事
例
と
し
て
」（『
歴
史
』
一
〇
九
、
二
〇
〇
七
年
）

や
小
川
和
也
『
牧
民
の
思
想
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

5 

保
科
正
之
（
一
六
一
一
〜
七
三
）
や
井
上
正
利
（
一
六
〇
六
〜
七
五
）、
池
田
光
政
（
一
六
〇
九
〜

八
二
）
な
ど
は
一
七
世
紀
半
ば
の
主
要
な
儒
学
の
支
持
者
で
あ
る
し
、
統
治
の
大
問
に
対
し
て
そ
れ

の
利
用
を
企
図
し
た
人
物
で
も
あ
る
。

6 

深
谷
克
己
（「
士
農
工
商
と
近
世
身
分
制
」
大
橋
幸
泰
・
深
谷
克
己
編
『〈
江
戸
〉
の
人
と
身
分
6　

身
分
論
を
ひ
ろ
げ
る
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
は
、「
武
家
」
と
「
武
士
」
を
区
別
し
、
前

者
を
直
接
政
治
を
行
う
「
治
者
」、
後
者
を
近
世
「
公
民
」
の
上
位
に
あ
る
「
規
範
身
分
」
と
し
た
。

こ
こ
で
の
対
象
も
後
者
で
あ
る
。

7 

笠
谷
和
比
古
『
士
の
思
想
―
日
本
型
組
織
と
個
人
の
自
立
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
七
年
、八
七
頁
）。

8 

近
世
前
半
の
事
例
と
し
て
、
紀
州
藩
家
老
の
家
臣
石
橋
生
庵
の
日
記
『
家
乗
』
を
分
析
し
、
下
級
武

士
の
学
習
履
歴
を
示
し
た
も
の
に
柴
田
純
『
思
想
史
に
お
け
る
近
世
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一

年
）
が
あ
る
が
、
日
記
に
表
記
さ
れ
た
書
名
か
ら
の
分
析
で
、
儒
学
思
想
の
内
容
ま
で
は
踏
み
込
ま

れ
て
い
な
い
。

9 

中
嶋
英
介
（『
近
世
武
士
道
論
―
山
鹿
素
行
と
大
道
寺
友
山
の
「
武
士
」
育
成
―
』
東
北
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
九
年
）
は
、
山
鹿
素
行
や
熊
沢
蕃
山
と
い
っ
た
「
士
道
論
」
を
提
示
す
る
思
想
家
で
は

な
く
、
受
け
手
と
な
る
「
武
士
」
に
即
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

10 

田
世
民
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）
や
松
川
雅
信

『
儒
教
儀
礼
と
近
世
日
本
社
会
―
闇
斎
学
派
の『
家
礼
』実
践
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

11 

滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
創
文
社
、
一
九
六
七
年
、
三
一
四
頁
。
そ
の
た
め
異
姓
養
子
が

退
け
ら
れ
る
が
、
例
外
的
に
三
歳
未
満
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
異
姓
養
子

を
不
可
と
い
う
滋
賀
の
定
説
も
近
年
、
佐
々
木
愛
（「
伝
統
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
朱
子
学
」
小
浜

正
子
他
編
『
中
国
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
研
究
入
門
』
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
宋

代
以
前
に
は
そ
こ
ま
で
厳
密
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

12 

前
掲
、
注
一
一
。
同
姓
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
昭
穆
相
当
と
い
う
嗣
子
の
代
は
嗣
父
の
子
の
世
代
で

あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
。
な
お
、
中
国
社
会
で
は
「
嗣
子
」
あ
る
い
は
「
継
子
」
と
「
養
子
」
を
区

的
に
儒
学
に
向
き
合
い
、
儒
者
の
領
分
と
競
合
す
る
よ
う
な
環
境
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
名
の
国
元
や
江
戸
藩
邸
、
武
士
の
屋
敷
地
の
中
で
の

学
び
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
文
化
資
本
の
蓄
積
の
上
に
儒
学
を
内
在
化
し
て
主
体
形
成
を
遂
げ

よ
う
と
す
る
場
で
あ
り
、
女
性
も
含
ん
だ
武
士
の
「
家
」
の
存
在
で
あ
る60
。
そ
こ
か
ら
一
方

的
に
教
え
を
受
け
る
側
だ
け
で
は
な
く
、
発
信
す
る
側
へ
と
立
場
を
変
え
、
文
教
の
主
導
権

を
も
手
に
し
よ
う
と
す
る
武
士
階
層
の
登
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
朱
子
学
や
歌
学
な
ど

の
学
問
的
素
養
を
培
う
場
に
、「
家
」
の
母
や
娘
な
ど
の
女
性
た
ち
の
存
在
に
注
視
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
う
し
た
武
士
階
層
が
主
張
を
始
め
る
流
れ
に
過
敏
に
反
応
す
る
儒
者
た
ち
の
動

向
も
合
わ
せ
て
、
近
世
儒
学
受
容
史
の
一
齣
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

付
記

　

本
稿
は
、
総
合
女
性
史
学
会
二
〇
二
二
年
度
近
世
例
会
の
報
告
を
も
と
に
発
展
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
当
日
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
い
た
諸
氏
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
東

京
学
芸
大
学
の
設
け
る
、
令
和
五
年
度
「
若
手
教
員
等
研
究
支
援
費
」
を
受
け
て
の
成
果
の

一
部
で
も
あ
る
。

注

1 

黒
住
眞
『
複
数
性
の
日
本
思
想
史
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
。

2 

儒
学
思
想
発
展
の
中
に
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九
〜
八
二
）
の
朱
子
学
と
、
そ
れ
に
連
な
る
闇
斎
学
派

も
存
在
す
る
。
こ
の
山
崎
闇
斎
と
そ
の
門
人
と
い
う
強
い
個
性
は
、
同
時
代
的
に
も
、
研
究
史
上
で

も
、
学
派
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
（
丸
山
眞
男
「
闇
斎
学
と
闇
斎

学
派
」
西
順
蔵
・
阿
部
隆
一
・
丸
山
眞
男
校
注
『
日
本
思
想
大
系　

山
崎
闇
斎
学
派
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
年
）。
闇
斎
学
の
個
性
に
対
し
て
そ
れ
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
登
場
す
る
の
が
荻
生
徂
徠

（
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）
を
初
め
と
し
た
反
・
朱
子
学
派
の
古
学
の
一
派
の
登
場
を
「
反
・
闇
斎

学
の
思
想
」
と
徂
徠
学
の
出
現
と
い
う
切
り
口
で
論
じ
た
の
は
小
島
康
敬
（『
徂
徠
学
と
反
徂
徠　

増
補
版
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
年
）
で
あ
る
。
こ
の
切
り
口
は
、
ま
さ
に
近
世
前
半
の
華
や
か

な
学
派
論
争
史
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

3 

治
世
の
諸
問
題
を
抱
え
る
な
か
で
近
世
大
名
た
ち
が
軍
記
物
か
ら
生
成
さ
れ
た
「
太
平
記
読
み
」
に
、
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22 

『
稲
葉
迂
斎
全
集
』（
新
発
田
市
立
歴
史
図
書
館
所
蔵
）

23 

同
前
。

24 

同
前
。

25 

内
田
周
平
「
崎
門
三
派
の
要
旨
否
認
論
並
に
其
の
実
行
」（
第
五
回
）（『
大
東
文
化
』
一
二
、
一
九

三
六
年
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
内
田
は
出
典
を
直
方
の
門
人
が
ま
と
め
た
『
韞
藏
録
』
と
し
て
い

る
が
、
現
存
す
る
も
の
か
ら
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
異
本
か
ら
の
引
用
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
ひ
と

ま
ず
内
田
の
論
文
に
よ
る
。

26 

異
姓
養
子
を
「
武
俗
」
と
し
て
朱
子
学
の
本
来
の
も
の
と
区
別
し
、
そ
の
「
俗
」
に
同
調
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
（
朴
鴻
圭
『
山
崎
闇
斎
の
政
治
理
念
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
三
四
頁
）

と
さ
れ
る
。
異
姓
養
子
を
め
ぐ
る
賛
否
は
、
闇
斎
の
次
世
代
か
ら
活
発
化
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
あ
る
種
朱
子
学
の
広
が
り
の
産
物
と
し
て
論
点
化
し
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

27 

『
日
本
養
子
之
説
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

28 

同
前
。

29 

同
前
。

30 

享
保
一
七
（
一
七
三
三
）
年
刊
。
小
泉
吉
永
編
・
解
題
『
近
世
育
児
書
集
成
』
第
四
巻
、（
ク
レ
ス

出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
の
小
泉
氏
架
蔵
本
を
参
照
。
上
・
中
・
下
巻
の
三
巻
三
冊
本
。
版
元
は

大
坂
河
内
屋
宇
兵
衛
（
菅
生
堂
）。

31 

前
掲
、
注
三
〇
、
下
巻
。

32 

西
川
如
見
『
日
本
水
土
考
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
四
四
年
）。

33 

前
掲
、
注
三
〇
、
下
巻
。

34 

た
だ
し
、
娘
と
聟
と
の
間
が
「
不
和
」
に
な
り
が
ち
で
、
そ
の
理
由
を
娘
の
「
気
随
」（
わ
が
ま
ま
）

に
原
因
を
定
め
、
そ
の
よ
う
に
娘
を
育
て
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
注
意
が
併

せ
て
示
さ
れ
る
。

35 

高
埜
利
彦
編
『
日
本
の
時
代
史
一
五　

元
禄
の
社
会
と
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

36 
た
だ
し
、
朱
子
学
の
原
則
を
貫
く
こ
と
が
必
ず
し
も
異
姓
養
子
否
定
と
は
分
類
で
き
な
い
。
谷
秦
山

（『
俗
説
贅
弁
』
巻
二
）
は
異
姓
養
子
否
定
派
で
あ
る
が
、
姓
の
由
来
に
「
神
孫
」
の
系
統
の
違
い
を

挙
げ
、
系
統
の
純
粋
性
を
保
つ
た
め
に
異
姓
養
子
を
認
め
な
い
。
異
姓
養
子
否
定
が
日
本
の
皇
統
言

説
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
義
勝
は
ど
の
姓
も
同
じ
「
神
孫
」
と
す
る
理
解
が
敷
か
れ
、

「
神
孫
」
の
範
囲
は
広
い
。
よ
っ
て
単
純
に
中
国
と
特
殊
日
本
と
い
う
問
題
の
立
て
方
（
区
別
）
が
、

そ
の
ま
ま
異
姓
養
子
の
賛
否
を
分
け
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
事
が
分
か
る
。

別
す
る
と
い
う
。「
養
子
」
に
は
承
継
を
必
ず
し
も
目
的
と
し
な
い
恩
義
的
な
「
義
子
」
が
含
ま
れ

て
お
り
、
時
代
を
降
る
に
従
っ
て
こ
ち
ら
の
意
味
合
い
の
ほ
う
が
強
く
な
る
と
い
う
。
近
世
日
本
の

中
で
は
、「
嗣
子
」
に
な
る
人
物
を
養
子
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ

と
に
す
る
。

13 

大
口
勇
次
郎
「
近
世
武
家
相
続
に
お
け
る
異
姓
養
子
」（
同
編
『
女
の
社
会
史
：
17

－

20
世
紀
：

「
家
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
考
え
る
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）。
例
外
的
に
一
八
世
紀
後
半
に
お

い
て
も
異
姓
養
子
を
藩
士
へ
の
条
目
で
禁
止
し
た
の
は
新
発
田
藩
の
安
永
九
年
『
新
令
』（
新
発
田

市
立
歴
史
図
書
館
蔵
）
で
あ
る
。
新
発
田
藩
は
闇
斎
学
派
の
儒
者
を
継
続
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
藩

で
も
あ
る
。

14 

血
縁
親
疎
が
重
視
さ
れ
同
姓
養
子
が
優
先
さ
れ
る
と
し
て
も
、
大
森
映
子
（「
近
世
中
期
に
お
け
る

急
養
子
相
続
」『
湘
南
国
際
女
子
短
大
学
紀
要
』
一
四
、
二
〇
〇
六
年
、
同
「
近
世
中
期
に
お
け
る

仮
養
子
制
度
」『
湘
南
国
際
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
五
、
二
〇
〇
七
年
）
が
示
す
よ
う
に
、
と
り

わ
け
大
名
の
場
合
は
地
域
権
力
の
安
定
性
の
問
題
と
絡
ま
っ
て
容
易
で
は
な
く
異
姓
養
子
を
含
め
て

選
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

15 

鎌
田
浩
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』（
成
文
堂
、
一
九
七
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
近
世
の
武

士
の
相
続
行
為
は
公
的
性
格
を
強
め
て
い
く
と
い
う
。「
知
行
は
封
建
契
約
に
お
け
る
家
臣
の
忠
誠

義
務
に
対
す
る
反
対
給
付
で
あ
っ
て
、
本
来
、
一
身
専
属
的
な
性
格
の
も
の
」（
一
〇
五
頁
）
が
、

幕
府
や
藩
権
力
の
強
化
・
維
持
の
た
め
に
、
次
世
代
へ
の
知
行
の
再
恩
給
と
い
う
性
格
を
持
つ
た
め

で
あ
る
。
異
姓
養
子
の
問
題
が
武
士
た
ち
の
間
で
問
題
化
す
る
背
景
に
、
近
世
武
士
の
構
造
的
編
成

の
問
題
が
あ
る
。

16 

磯
田
道
史
「
藩
士
社
会
の
養
子
と
階
層
移
動
」（『
日
本
研
究
』
一
九
、
一
九
九
九
年
）。

17 

内
田
周
平
「
崎
門
三
派
の
養
子
否
定
論
並
其
實
行
」（
一
）
〜
（
一
二
）（『
大
東
文
化
』（
八
）
〜

（
二
〇
）、
一
九
三
四
〜
三
九
年
）
に
闇
斎
学
派
の
思
想
家
た
ち
の
見
解
と
実
際
の
行
動
に
つ
い
て
ま

と
め
て
あ
る
。

18 

関
儀
一
郎
編
『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
四
冊
（
東
洋
図
書
刊
行
会
、
一
九
二
九
年
）
に
収
載
。

19 

『
春
秋
』
襄
公
六
年
の
「
莒
人
、

を
滅
す
」
に
対
す
る
批
判
的
な
解
釈
を
列
挙
し
、
異
姓
養
子
に

よ
る
祭
祀
の
継
続
が
困
難
な
こ
と
を
示
す
。

20 

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
後
周
の
柴
栄
の
復
姓
を
評
価
す
る
胡
寅
の
説
や
、
徐
衡
仲
の
復
姓
を
賞

賛
す
る
張
南
軒
の
説
で
あ
る
。

21 

前
掲
、
注
一
八
参
照
。
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遊
学
し
た
際
に
、
自
分
の
身
の
振
り
方
に
つ
い
て
の
判
断
を
仰
い
だ
際
に
得
た
回
答
で
あ
る
ら
し
い
。

そ
の
後
「
天
理
」
を
と
っ
た
希
斎
は
養
父
（
遊
佐
木
斎
）
に
書
き
置
き
を
残
し
て
去
っ
た
と
い
う
。

48 

総
合
女
性
史
学
会
二
〇
二
二
年
度
近
世
例
会
報
告
に
て
、
良
顕
の
叔
母
（
竹
）
の
孫
が
通
で
あ
り
、

両
者
は
遠
縁
に
あ
た
る
と
い
う
趣
旨
の
報
告
を
し
た
。
そ
の
後
詳
細
に
調
べ
る
中
で
、
両
者
を
つ
な

ぐ
竹
の
嫁
ぎ
先
が
同
姓
同
名
の
別
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
よ
っ
て
、
姻
戚
関
係
は
な
い
こ
と

を
こ
こ
に
訂
正
し
た
い
。

49 

井
上
通
女
全
集
修
訂
委
員
会
編
『
井
上
通
女
全
集　

修
訂
版
』（
香
川
県
立
丸
亀
高
等
学
校
同
窓
会
、

一
九
七
二
年
）
解
説
参
照
。

50 

伴
蒿
蹊
『
近
世
畸
人
伝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）。

51 

丸
亀
か
ら
江
戸
、
そ
し
て
江
戸
藩
邸
で
の
様
子
は
、『
東
海
紀
行
』『
江
戸
日
記
』（
前
掲
、
注
五
三

所
収
）
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

52 

前
掲
、
注
四
九
参
照
。

53 

良
顕
と
そ
の
父
・
良
隆
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
和
歌
集
に
『
近
代
一
人
一
首
』
が
あ
る
。
こ
れ

は
同
時
期
の
大
名
家
や
そ
の
家
臣
、
ま
た
幕
臣
ら
と
そ
れ
ぞ
れ
の
子
女
を
含
む
「
家
族
」
の
和
歌
を

収
載
し
た
歌
集
で
あ
る
。
上
野
洋
三
は
『
近
世
和
歌
撰
集
集
成
第
一
巻
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
九

年
）
に
こ
の
歌
集
を
収
載
し
、
そ
の
解
説
で
、
朝
廷
の
堂
上
歌
壇
の
影
響
を
う
け
た
、
地
下
歌
壇
の

隆
盛
を
表
す
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

54 

『
和
歌
心
乃
留
草
』（
宮
城
県
立
図
書
館
書
蔵
）。

55 

「
先
妣
井
上
孺
人
行
状
」（
元
文
三
年
成
）
前
掲
、
注
四
九
収
載
。

56 

『
養
子
訓
』
の
序
文
に
は
、
自
身
が
養
家
で
過
ご
し
た
期
間
に
養
父
と
の
摩
擦
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
お
り
、
そ
れ
後
悔
し
て
い
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。

57 

義
勝
の
母
方
の
実
家
井
上
家
は
、
通
の
弟
・
益
本
が
切
腹
を
命
じ
ら
れ
断
絶
し
て
い
る
。
三
田
宗
禄

「
元
禄
昔
物
語
」（『
丸
亀
市
史
』
丸
亀
市
史
刊
行
頒
布
会
、
一
九
五
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
益
本
と
下

女
の
恋
愛
関
係
の
縺
れ
が
背
景
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

58 
前
掲
、
注
七
。

59 
『
光
海
筆
録
』（
享
保
九
年
成
）（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）。

60 

文
化
資
本
の
概
念
は
、
Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
著
・
石
井
洋
二
郎
訳
『〈
普
及
版
〉
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ

ン
』
Ⅰ
・
Ⅱ
（
藤
原
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
に
発
想
を
得
て
い
る
。

37 

田
原
昇
（「
近
世
大
名
に
お
け
る
養
子
相
続
と
幕
藩
制
社
会
」
：
「
他
家
」
養
子
を
中
心
と
し
て
）

『
史
学
』
六
七
（
二
））、
一
九
九
八
年
）
に
よ
れ
ば
他
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
る

の
は
元
文
期
以
降
で
あ
る
が
、
享
保
期
以
前
で
も
血
縁
の
親
疎
よ
り
も
実
社
会
に
お
け
る
関
係
性
が

重
視
さ
れ
、
そ
の
中
で
外
孫
を
含
め
当
家
に
有
利
な
養
子
選
定
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

38 

「
孝
子
伝
」
は
、
延
宝
年
間
か
ら
享
保
二
年
ま
で
の
内
容
で
、「
孝
子
」
の
在
所
や
名
前
な
ど
具
体
的

な
部
分
は
記
さ
な
い
と
本
書
の
冒
頭
で
義
勝
が
述
べ
て
い
る
。
判
明
す
る
の
は
讃
岐
国
と
摂
津
国
の

事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
含
め
て
特
定
す
る
作
業
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

39 

前
掲
、
注
三
〇
、
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
表
の
項
目
と
条
数
を
示
す
。

40 

例
え
ば
戸
田
茂
睡
の
『
御
当
代
記
』（
東
洋
文
庫
六
四
三
、
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
）
で
も
、
実
の

親
子
関
係
に
も
不
和
は
あ
り
、
長
男
よ
り
も
次
男
を
嗣
子
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
家
綱
政
権
下
の
寛
文
三
年
に
出
さ
れ
た
「
諸
士
法
度
」
が
同
姓
優
先
、
血

縁
の
近
さ
に
準
拠
す
べ
し
と
い
う
、
内
容
へ
の
不
満
が
表
れ
て
い
よ
う
。
ま
し
て
や
養
子
に
よ
っ
て

他
人
と
親
子
に
な
る
と
い
う
と
き
の
困
難
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

41 

三
宅
正
彦
「
幕
藩
主
従
制
の
思
想
的
原
理
―
公
私
分
離
の
発
展
」（『
日
本
史
研
究
』
一
二
七
、
一
九

七
二
年
）。

42 

『
同
姓
為
後
称
呼
説
』（
正
徳
二
年
成
）
前
掲
『
関
儀
一
郎
編
『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
四
冊
に
収
載
。

43 

前
掲
、
注
一
七
、
内
田
の
う
ち
「
崎
門
三
派
の
養
子
否
認
論
並
に
其
の
實
行
（
第
三
回
）」（『
大
東

文
化
』
一
〇
、
一
九
三
五
年
）。

44 

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
注
一
七
内
田
論
文
の
う
ち
、
留
守
希
斎
の
場
合
を
扱
っ
た
第
四
回

（『
大
東
文
化
』
一
一
、
一
九
三
五
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
希
斎
の
思
想
や
人
物
に
つ
い
て
は
平
重
道

『
近
世
日
本
思
想
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
に
詳
し
い
。

45 

『
書
置
之
一
巻
』（
宮
城
県
立
図
書
館
蔵
）。

46 

斎
藤
公
太
『「
神
国
」
の
正
統
論
―『
神
皇
正
統
記
』
受
容
の
近
世
・
近
代
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇

一
九
年
）
は
朱
子
学
と
近
世
日
本
社
会
の
齟
齬
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
日
本
の
本
来
性
」
の
回
復
こ
そ

が
、「
道
」
の
実
現
、
朱
子
学
の
普
遍
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
「
転
倒
」
の
論
理
を
、
闇
斎
学
派
の

『
神
皇
正
統
記
』
解
釈
か
ら
導
き
出
し
た
。
適
合
的
で
は
な
い
外
来
思
想
が
受
容
さ
れ
る
段
階
で
起

こ
る
現
象
の
一
つ
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
視
点
は
重
要
で
あ
る
。
不
適

合
は
思
想
家
の
絶
望
だ
け
で
は
な
い
。

47 

前
掲
、
注
四
三
に
希
斎
の
「
自
撰
の
年
譜
」
を
出
典
と
す
る
が
、
そ
の
典
拠
と
な
る
史
料
を
現
段
階

で
見
い
だ
せ
ず
。
本
論
文
の
記
載
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
一
文
は
希
斎
が
、
京
都
の
尚
斎
を
訪
ね
て
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Abstract

 This paper examines various aspects of the reception of Neo-Confucianism（朱子学） in Japan from the latter half of 

the 17th century to the first half of the 18th century, based on an evaluation of the Ansai school's theory of  “Non-agnatic” 

Adoption.

 The purpose of this study is to clarify the existence of various Confucian schools of thought in early modern society 

and their contact with the people who accepted them.

 Clarifies the difference between the theories on “Non-agnatic” adoption by samurai who studied Ansai studies and 

those who specialize in Confucianism. Specifically, I will analyze the writings of two samurais （跡部良顕，三田義勝） 
and confirm the characteristics of the theory of “Non-agnatic” adoption. I will also refer to the process by which these two 

men grew from students to instructors, and the cultural capital of the samurai society that they possessed.

Keywords: the samurai society, “Non-agnatic” Adoption,  Neo-Confucianism, Ansai studies, the cultural capital
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