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一

概

観

ω

自

然
科

学

に
お

い
て
も
人
間

科
学

に

お

い
て
も

、
日
本

人

の
独

創
性

が
歴

史

上
あ

ま
り
豊

か
な
も

の
で
な

か

っ
た

こ
と
は

、
否
定

で
き
な

い
。

し
か

し
そ

れ
は

、
も

ち

ろ
ん
日
本

民
族

そ

の
も

の

の
遺

伝
的

素
質

の
貧

し
さ
な

ど

に
よ

る

の
で
は

な
く

て
、
祉
会

的

発
展

の

お
く

れ
に
主

因

が
あ

っ
た

の
で
あ
り

、
結
局

、
日
本

の
社

会

が
長

い
.歴
史

の
中

で
外
国

の
社
会

か
ら

比
較

的
孤

立

し

て

い
て
、
文
化

的

に
も
社
会

的

に
も

急
速

な
発

展

へ
の
刺

激

(
多
様

で
異

質
的

な
文

化
要

素

の
不

断

の
相
互

刺

激

・
切
瑳

琢
磨

)

が
少

な

か

っ
た
と

い
う
地

理
的

・
歴
史

的

な
、
原
因
が
霊

だ

っ
た
と

思

わ
れ

る
。

わ
た

し
は

こ

の
こ
と
を

前

に
、

日
本

の
白

然

科
学
史

・
技
術
史

・
歴

史

学
史

・
経

済
学
史

な
ど

に

つ
い
て
、
す

こ
し
詳

し

く
調

べ
た

②

こ
と
が
あ

る

が
、
道
徳

思

想

に

つ
い

て
も
同

じ
よ

う

に
、

ま

た
は

一
暦

朋
瞭

に
、
同

じ
事

情

が
見

ら
れ

る
と
思

う
。

単
・な

る
理
想

論

や

ユ
ー
ト
ピ

ア
思

想

で
は

な

い
実
践

道
徳
思
想

に
お

け

る
科

学
的

創
意

と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
社

会
全

体

の
科

学
精

神

…
ー
-

む

し
ろ
科

学
的

思
考

の
習

性

∴
風
潮
　

の
発
展

水
準

に
よ

っ
て
決
定

さ

れ

る
と
同

時

に
、
祉
会

機
構

・
経

済
…機
構
全

体

の
発

展
段

階

や
変
革

が

、

そ
れ

に
重

大

な
関
係

を
持

つ
。
実

践
道

徳

は
単

な

る
理
論

や
理

想

で

は
な

い
が

、
し

か
し
ま

た

、
道

徳

感
情

・
道
徳

的
情

操

あ

る

い
は
さ

ら

に
道
徳

的
意
欲

な

ど

に
関
す

る
哲
学

的
本

質
論

と
も

違

っ
て
、
実
践

的

授
術

を
主

題
と

す

る
。

し
か
も

一
方

で
そ
れ

は
、

一
つ
の
定
常

的
社

会
生

道
徳
思
想
史

に
見
る
日
本
人

の
科
学
的
創
意

吉

岡

修

一

郎



活

の
秩
序

を
保

持

す
る

と

い
う
保
守

的

な
役
割

を

、
本
来

の
目

的

に
す

る

の
が
普

通
だ

。

し
た

が

っ
て
、
実

践
道
徳

の
技
術

体
系

あ

る

い
は
法

的

体
系

は

一
般

に
規
範

的

・
保
守

的

な
性
格

を
持

ち

や
す

く
、
進

歩
発

展

と
か
創

意

と

か

い
う

も

の
か
ら

は
縁

ど

お
く

な
り

や
す

い
、

と

い
う
点

が

他

の
文

化
領

域

よ

り
も
特

に
日

だ

っ
て

い
る
。

い
わ

ん

や
科
学

的

な
研
究

と

洞
察

と

に
も
と

ず
く
道

徳

理
論

が
社

会
進

化

に
先
行

す

る

と

い
う
よ

う
な

科
学

的
独

創
性

は

、
西
洋

で
も

ご
く

新

し

い
近

代

に
し

か
現

わ
れ

て

い
な

い
。

長

七

、
八
世

紀

の
イ
ギ

リ

ス
や

フ
ラ

ン
ス
の
ブ

ル

ジ

ュ
ワ
勃

興
期

の
よ
う

な
、

ま

た

ア
メ
リ

カ
独

立

や

フ
ラ

ン
ス
大

革
命

に
お
け

る

よ
う
な

、

さ

ら

に
よ
り

以
上

は

る
か

に
科

学
的

(人

間
科

学
的

)

な
洞
察

に
も

と
ず

く
道

徳

体
系

を
社
会

革
命

自

体

よ
り
も

先
行

さ

せ

て

い
る

ロ
シ

ア
、
中

国

の
社
会

主
義

革
命

の
場

合

の
よ

う
な
大

き

い
創
意

は

、
日
本

の
社
会

に
は
見

ら
れ
な
か

っ
た

の
が

、
至
極

当
然

の
こ
と

で
は
な

い
か

。

二
千
年

間

、

革
命

ら

し

い
革

命

が
な

く

(未

成
熟

で
不

完
全

だ

っ
た

明
治
維

新

を
例
外

と

し

て
)、
人

民

の
解

放

・
独

立

や
基
本

的
人

権

な
ど

と

い
う
も

の
が

ロ

ク

ロ
ク
考

え
ら
れ
た
こ
と
も

な
か

っ
た

日
本

の
社
会

で
、
実

践
道

徳

の
領
域

に
独

創

性

が
現

わ
れ

る
と

い
う

こ
と

は
、
、不
可
能

に
近

い
と
言

う

べ
き

だ

ろ
う

。

日
本

の
科
学

文
化

は
、

二
千
年

間

ほ
と
ん

ど
常

に
外

国
模
倣

と

そ

の
反
動

と
国

内
停

滞

と
を
繰

り
返

し

て
来

た
が

、
そ

れ

で
も
江

戸
時

代

に
は

、

天
文

・
暦

学

、
そ

の

ほ
か

に
数

学

の
領
域

で
、
す

ば
ら

し

い
独

創

的
発
展

が

見
ら

れ

た
し

、
幕
末

に
近

づ
く

に
し
た

が

っ
て
、
歴

史

学

の
方

法

に

お
け

る
科
学

的
創
意

も
現

わ

れ

る
に
至

っ
た
。
科
学

的
独

創
性

が

自
然
科

学

や
実

用
技
術

に
お
い
て
ま

っ
さ
き

に
現

わ

れ

る
の
は

、
世

界

の
科
学

史

に
共

通

な
現
象

な

の

で
、

こ
の
点

か
ら
考

え

て
も

、

日
本

人

の
科

学
的
素

質

の
豊

か

さ

の
例

証

が
江
戸

時
代

に
目

だ

っ
て
現

わ

れ

た
と
見

る

こ
と

が

で
き

る
だ

ろ
う

。
も

ち

ろ
ん

そ
れ

に
は
、

江
戸
封

建
社

会

の
中

に
近

代
的

市
民

社
会

の
発

展

が
大

き
く
芽

ば

え

て

い
た

こ
と

が
、
条

件

に
な

っ

て

い
た
。
し

か
し

、
道
徳

の
よ
う

な
本
来

秩
序

保
持

の
保
守
性

に
傾

き

が
ち

な
領

域

で
は

、

こ
の
素

質

を
表

面

に
あ

ら
わ

す

に
至

る
条

件

は

、
ま

だ

不
十

分
だ

っ
た

よ
う

だ
。

道
徳

思
想

に
お

い
て
は
、

中
世
封

建
制

の
成
立

(
鎌
倉

幕
府

の
成
立
)

に
よ

っ
て
、
新

し

い
武

家
道
徳

が
発
生

し

た
以
外

は

、
お

お
む

ね
外

国

模

倣
が

目
だ

っ
て
、
日
本

歴
史

上

い
ち
じ
る
し
い
独
創

性

は

な
か

っ
た

よ
う

に
思

わ
れ

る
。
鎌

倉
武

家

の
実
践

道
徳

の
基

礎

に
な

っ
た

"
家
"

の
思



想

は
、
原
始

時

代

の
母
系

思
想

と
男

女
同

権
思

想

と
を
根
底

に
お

い

て
い
た

が
、

そ
れ

が
江
戸

時
代

の
家

思
想

と

は
大

い
に
異

り

、

さ
ら

に
、

そ

の
江
戸
時

代

の
家
思

想
を

国
家

権
力

の
中

央
集
権

化

に
利

川

す
る
目

的

で
、

一
層
強

化

さ
れ
法

制
化

さ

れ

て
、
日
本

資
本

主

義

の

(
つ
い
に
は

国

ゆ

家
独

占
資

本

へ
の
)

発
展

に
貢

献

し
た

明
治
時

代

の
家

思
想

と
は

、
ま

っ
た

く
異

る
も

の
が
あ

っ
た
。

江
戸

中
期

・
後
期

の
商

人
道

徳
と
し
て
の
石
門

心
学

や
、
明
治

初

期

の
福

沢
諭

吉

な
ど
の
啓

蒙
思

想

の
よ

う

に
、
多
少
独

創

ら

し
く

見

え
る
例

も

な

い
で
は

な

い
が

、

そ
れ
ら

も

じ

つ
は
道

徳

思
想

と

し
て

の
独

創

性

が
き
わ

め

て
少

な
く

、
旧
来

蓄
積

し

て
来

た

い
ろ

い
ろ
な

外
来

思
想

の
折

衷

調

合

に
す

ぎ
な

い
か

、
あ

る

い
は
直
輸

人
的

な
反
応

に
終

わ

っ
て

い
る
。
決

し

て
科
学

的

な
批
判

と
反

省

と
洞
察

と

を
含

む
科

学
的

創
意

.
科

学

的
順
応

(時

代

へ
の
順

応
)

で
は
な

か

っ
た
。

二

原

始

社

会

の

標

本

沖
縄

の
宮

古
郡

池
間

島

や
石
垣

島

、
重
山

島

、
宮
古
島

な
ど

の
風
習

と
.一面
離

と

に
、
原
始

時
代

の
結

婚
形

態

や
母
系

制

や
男
女

対
等

の
利
会

生

る

　
り

活

を
物

語

る
も

の
が
多

い
。

記
紀

万
葉

そ

の
他

の
あ

ら

ゆ
る
文
書

に
も

断
片

的
資

料

が
多

い
だ

ろ
ケ

。

そ
れ
ら

の

さ
ま
ざ

ま

な
資

料

か
ら

推
測

さ

れ
る
綜

合
的

成
果

と

、
大
正

時
代

ま

で

の
飛

騨

(
岐
阜

県
)

自

川
村
中

切
地

区

の
実
生

活

の
遺
風

の
記
録

と

の
問

に
は
、

よ
く
合

致

す

る
所

が
多

く

て
、

こ
の
白

川
村

の
大
家

族
社

会

は
、

日
本

の
原
始

社
会

を
博

物
館

的

に
保
存

し

て
来

た

か

の
よ

う

な
観

が

あ

る
。

白

川
村

に
関

し

て
は

マ
ス

コ
ミ
流

の
ゴ

シ

ッ
プ

や
粗

漏

な
調

査

・
臆

測

が
多

く

て
、
極

端

な
例

で
は

、
白
川

村
全

部

に
大
家

族
制

度

が
現

代
ま

で

(
少

な
く

と
も
第

二
次

大
戦
直

前

ご
ろ
ま

で
)

残

っ
て

い
る
よ

う

に
考

え

た
り

、
白

川
ド
流

の
五
箇
山

ま

で
も

そ

の
地

域

に
含

め
た

り

し

て
い

る
の
が
多

い
。

大
家

族

の
生
活

形
態

の
実

態

に

つ
い
て
も

、
事

実

に
全

く
反

す

る
報

告

さ
え

も
非
常

に
多

か

っ
た
毛

い
。

お

そ
れ

ら

に
比

べ
て

、
も

っ
と
も
精

密

で
念

い
り

で
信
頼

す

べ
き
研

究

と
し

て

、
江
馬

三
枝

子

の

「
白

川
村

の
大
家

族
」
を
取

り
上

げ

て
お

き
た

い
。

こ
の
研
究

は

、
中
切

地
区

の
中

で
も

一
番

典
型

的
な

大
家

族
制

の
長

く
残

っ
て

い
た
木
谷

部
落

を

、
特

に
対
象

に
し

て

い
る
。
す

で
に
明
治

以



来

、
主

と
し

て
外
的

な
原

因

か
ら

、

こ
の
木
谷

部
落

で
も

大
家

族
制

は
急

速

に
崩
壊

の
方

向

を

た
ど

っ
て
来

た

が
、
大

正
時

代
ま

で
は

か
な
り

の

程
度

保
存

さ

れ

て

い
る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、

日
本

の
原
始

時
代

の
道

徳

形
態

を

た
ど

っ
て
み
る
。

ま
ず
注

意

す

べ
き

こ
と
は

、
白

川
村

の
平
家

落
人

伝
説

が
木

谷

に
は
全

然

な

い
と

い
う

こ
と
だ

。
ど

ん

な

に
念

入

り

に
調

べ
て
も

、
見

あ

た
ら

な

い
。

こ
の
伝

説

は
他
国

者

が
作

っ
た
も

の
に
違

い
な

い
と

い
う

。

つ
ま
り

、

こ

こ
の
大
家

族
制

は
平
家

以

後

の
新

し

い
も

の
で
は

な

い
わ

け
だ
。

一
方

、
東
北

地
方

の
大

家
族

や
越

中

五
箇
山

に
以
前

に
あ

っ
た
大

家
族

が
奴

脾

(下

男
下

女
)

の
夫
婦

・
子
ど

も
ま

で
含

む

の

に
対

し

て
、

中

切
木

谷
部

落

の

は
純

粋

に
血
縁

関
係

だ

け

の
大

家
族

だ

。
平
氏

は
す

で
に
関

西

の
、

し
か
も
.平
安
朝

貴

族

の
生
活

形
態

に
完

全

に
染

ま

っ
て
い
た

ω

の

で
、
そ
れ

は
上

代
ま

た

は
精

々
古

代

の
家
族

形
態

を
持

っ
て

い
た
わ

け

で
あ
り

、
典

型
的

な
原

始
時

代

の
も

の
か

ら
は

、
千
年

ほ
ど

の
隔

り
が

あ
る
。
木

谷
部

落

の
大

家
族
制

は
原

始

時
代

か
ら

始
ま

る
も

の
と
推
定

さ

れ

る
。

さ

て
、

こ

の
部
落

の
大
家

族

で
は

、
家
長

は

、
家

族

の
統
御

、
財
産

の
管

理

、
会
計

事
務

、
神

仏

へ
の
奉

仕

、
家

の
代
表

者

と
し

て

の
村

つ
き

合

い
な
ど

の
仕

事

を

一
さ

い
処

理

す

る
責

任

と
義
務

と
が
あ

り

、
家
族

を
扶
養

す

る
義

務
も

あ

る
が

、

し

か

し

"
家

長

は
-
…
…
尊

制

君

主

の

如

し
"

と
か

、
家
族
員

は
家
長

に
対

し

て

"
奴

隷

の
如

し
"

と
か

(本

庄

栄

治

郎

"
飛

騨

自

川

村

の
大

家

族

制
)

い

っ
た

よ
う

な
事

実

は
全

く
な

い
。

そ
れ
ど

こ
ろ
か

、
家
族

内

は
き
わ

め

て
民
益

的

で
、
家

長

に
は
独

裁
性

が
全

然

な

い
。
昔

の
家
長

は

ち

っ
と
も
威

張

ら
な

か

っ
た

が
、
今

の

若

い
家

長

ほ
ど
威

張

る
、

と
部
落

の
古

老

た
ち

が
言

っ
て
る
よ

う

に
、
家
長

が
独

裁
的

な

の
は

明
治

以
後

に
な

っ
て
外

部

か
ら

は

い

っ
て
来

た
風

習

で
あ
る
ら

し

い
。
財
産

は
家

じ

ゅ
う

み
ん
な

の
も

の
だ
と

考

え
ら

れ
、

す

こ
し
大

き

い
買

い
物

を

す

る
の
も

、
必
ず

家
族

全
員

の
会

議

に
か
け

て
決
定

さ

れ
た
。

夫
婦

関
係

は

、

ツ

マ
ド

イ

(原

始
時

代

の

ヨ
バ
イ
)

が
原

則

で
、
同

棲

は
し

な

い
。
原

則
的

に
は

ヨ
メ
イ

リ
も

ム

コ
イ
リ
も

な

い
。
女

は
家

に

つ
い
た
も

の
。
子

供

は
完
全

に
母

の
も

の
で
、
母

の
家

で
育

て
ら
れ

る
。
家

長

や
長

男
だ

け
が

ヨ
メ
ト

リ
を

し
て
大
家

族
内

に
夫

婦

同
棲

す

る
場

合

が

あ

る
が
、

こ

の
風

習

は
江
戸

時
代

に
な

っ
て
初

め

て
、
外
部

か

ら
は

い

っ
た
も

の
ら

し

い
。
実
際

に
は
、

明
治
時

代

に
な

っ
て
も

そ

の

ヨ
メ

ト

リ
が
非
常

に
困

難
だ

っ
た

の
は
、

う
ち

の
女

を
他
家

へ
や

る
こ
と

を
極
度

に
き
ら

う

(
原
始
的

風

習
)

か
ら

だ

っ
た
。



男
尊
女

卑

の
思
想

は
全

然

な

い
。

部

落

に
は
地

主

と

い
う
も

の
が

な

い
。
山
も

畠
も

田
も

す

べ
て
が
部
落

の
も

の
。
特

別

に
各

家

で
桧

や
杉

を
植
林

し
た
場

所

で
は

、
勝
手

に
だ

れ

で
も

切

っ
て

は

い
け

な

い
が
、

し
か

し

、
す

こ
し
ぐ

ら

い
の
木

は

い

つ
で
も

も

ら
う

こ
と
が

で
き

た
。

出
生

に

つ
い
て
は
、

私
生

児
な

ど
と

い
う
概

念

も
言
葉

も

な

い
し

、
そ
れ

を

い
や

し
む
思

想

は
全
然

な

い
。

田
畑

の
仕

事

か

ら
家

へ
帰

っ
て
来

た
女

た
ち

は
、
だ

れ

の
子

供

だ

ろ
う

と
、

ひ
ど
く
泣

い

て
る
子
供

に
さ
き

に
乳
を
飲

ま

す
。

葬
式

な
ど

の
方

式
も

、
家

長

の
死

と
他

の
家
族
員

の
死
と
変

わ

り
が

な

い
。
父

親

は
普
通

は
自
分

の
子

と
は
別

な
家

族

に

い
る

の
で

、
子
供

の

死
ん

だ
場
合

、
そ

の
葬

式

に

つ
い

て
実

父

は
全
然

責

任

が
な

い
。
参

列

は
す

る
。

ツ

マ
ド

イ
の
和

手

の
女

(実

質
上

の
妻

)

が
死

ん
だ
場

合
も

同

様

だ

し

、
そ

の
遺
骨

も
他

家

に

い
る
父

や
夫

の
所

へ
は

や
ら

な

い
で
、
女
自

身

の
母

方

の
墓

に
入

れ
る

。

労
働

の
形

式

は
す

べ
て
完

全

な
協
同

労
働

。
田

ん

ぼ

の
少

な

い
家

で
は
仕

事

が
早

く
す

む

の

で
、

田
ん

ぼ

の
多

い
家

へ
手
伝

い
に
行

く

の
が
き

ま
り

だ
が

、
無
論

そ

の
場
合

賃
金

な

ど
は
も

ら

わ
な

い
。
家

を
建

て
屋

根

を

ふ
く
労
働

も

、
全
部

モ
ヤ

イ

(
協

同
労
働

)

で
あ
り

、
同
時

に

ユ
ー

(
交
換

労
働

)

で
も

あ

る
。

そ
れ
ら

の
労

働
を
村

の
百

姓

た
ち

は

お
祭

り

の
よ

う

に
楽

し
ん

で

い
て
、
兵
役

や
徴

用

や
勤

労
奉
仕

の
よ

う
な
性

格

と
全

く
違

う
。

(
木

谷
部
落

の
戸
数

は
戦
前

七
戸

で
、

一
.月
の
人

数

が

二
〇

～
三

〇
人
程

度

の
大
家

族
だ

っ
た
。)

こ

の
よ
う
な

家
族

形
態

は

、
原

始
共

産

的
な
共

同

体

で
あ

っ
て
、
同
時

に
、
徹

底

し

た
民
主

主
義

的
社

会

で
あ

り
、
家

族
生

活

が
そ

の
ま

ま
社

会
生

活

に
も

な

っ
て

い
る
。

そ
れ

は
明
治

以
来

の
戸
籍

制
度

化

さ

れ
た

"
家
族

主
義

"

と
は
何

の
関

係
も

な

い
し

、
国
家

全
体

を

一
つ
の
大

家
族

と
考

え

る
比
喩

的

か

つ
観
念

的

イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
な
ど

と
も

も

ち
ろ
ん
無

関

係
だ

。

以
上

の
よ

う
な
木

谷
部

落

の
大
家

族
制

が

、
日
本

の
原

始
時

代

の
大
家

族
制

の

一
つ
の
標
本

に
近

い
も

の
と
考

え

る
こ
と

が

で
き

る

が
、

そ
の

成
立

に
は
、
原

始
時

代

の
住

民

の
長

年
月

に
わ
た

る
創
意

の
蓄

積

を
読

み
と

る

こ
と
が

で
き

る
。



原

始

時
代

の
家

族
制

お

よ

び
家
族

思
想

は

、
占
代

・
上
代

を
通

じ

て
次
第

に
崩

壊

し

て
、
奴

隷
制

の
.要
素

を
加

え

て
行

く
が

、
そ

の
過

渡

の
家

族

形
態

が

い
わ

ゆ

る
氏

族
制

に
あ

た
る
。

そ

し

て
、
平
安

末

期

の
貴
族

の
道

徳

・
風

習

は
、
外

来

の
儒
教

的

・
仏
教

的

思
想

の
影

響

と
、

.不
在

地

主
と
し

て
の
非
生

産

生
活
と

に
規
定
さ
れ
て
、
末

期
的

デ

カ
ダ

ン

ス
の
性

格

を
濃

く

し

て
来

た
。

父
権

の
強

大
化

や
男
尊

女
卑

の
傾

向
も

そ

の
現

わ

れ

に
す
ぎ

な

い
。

し
か
も

そ

こ

に
既

に
、
忠

・
孝

・
貞

の
基

本
観

念
も

で
き

て

い
た
。

し

か

し
、

こ
の
よ

う
な

経
過

は

近
畿

を
中

心

と
し

て
お

こ

っ
た
も

の

で
、
他

の
地

方

と
く

に
東

日
本

で
は

、
上

代

の
末

期

に
な

っ
て
も

、
原

始

時
代

の
家

族
制

の
慣

習

・
道
徳

が
濃

厚

に
残

っ
て

い
た
。

そ

の
家

族

思
想

が
.平

安
貴

族
的

な
も

の

へ
輸
血

さ

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

一
時

的

に

せ

よ

若
返

っ
た

の
が
、
鎌

倉

の
武
家

道
徳

思

想
だ

っ
た
。

も

ち

ろ
ん
平

安
貴

族

と
鎌
倉

武
士

と

の
相
違

は
不

在
地

主

と
在

地
地
主

と
の
相

違

に
す

ぎ
ず

、
後
者

は
前

者

の
単

な

る
後

継

者

で
あ

っ
て
、
非

生
産

階
級

で
あ

る
点

に
は
変

わ
り

が
な

い
。

し

か
し
、

こ

の
関
東

武
士

の
精

神

に
は
原

始
的

な
健

康

さ
が
残

っ
て

い
て

、
そ

こ
が
西

日
本

(関

西
)

の
.平
氏

一
族

と
は
違

っ
て

い
た
。
.平
氏

は
結
局

藤
.原
氏

の
単

な

る
後
継
者

に
終

わ

っ
た

の
だ

が

、
鎌
倉

の
源
氏

は
た

だ

の
後

継

者

で
は

な
く

、
平

氏

と

は
異
質

異
風

の
北

条
氏

を
背

景

に
し

て
そ

の
力

に
芝

え
ら

れ

て
起

こ

っ
た

。

頼

朝

は
源
氏

の
嫡

流

、
政
子

は
北
条

氏

の
娘

だ
が

、
彼
女

は
結

婚

後
も

源
氏

を
名

の
ら
な

い
で
、

一
生

頼
朝

と
対

等

の
位

置
を

保

っ
た
の

は
、

当

時

の
武
家

と

し

て
当

然

の

こ
と
だ

っ
た

。
当
時

の
関

東

で
は
ま
だ

、

一
般
人

民
ば

か

り

で
な
く

、
武
士

階

級

で
も

ヨ
メ
イ

リ
の
形
態

が

で
き

て

い
な

か

っ
た
。
政

子

が
最
後

ま

で

"家

つ
き
"
娘

の
性

格

と
男

女
対

等

の
態
度

と

を
捨

て
な

か

っ
た
よ

う

に
、
源
氏

そ

の
も

の
が

北
条

氏

に
対

し

て
母
系

家
族
制

の
関
係

に
あ

っ
た

こ
と
は

、

こ
こ

で
注

目

に
値

す

る
。

こ

の
観

点

か
ら

、
源
氏

の
勃

興

か
ら
滅

亡

ま

で
の
全
歴

史

、

お
よ

び

そ
の

後

の
権

力

の
北
条

氏

へ
の
き

わ

め

て
自

然

な
移

行
を
見

る
と

、
そ

の
過
程

が
矛
盾

な
く
理

解

さ
れ

る
。

鎌
倉

武
士

の
道
徳

に
含

ま

れ

た
忠

・
孝

・
貞

の
思
想

は

、
前

時
代

か
ら

あ

っ
た

し

、
も

っ
と
早

く
外
来

の
儒

・
仏

教

に
も

あ

っ
た
。

し

か
し

、

三

鎌
倉
武
家
道
徳
の
創
意
性
と
そ
の
限
界



母

系
尊

重

・
男
女

対
等

の
思

想

は
外
来

で
も

既
成

で
も

な
く

、

そ
れ

ら
と

は
逆

に
、
原

始

的
な

日
本

の
風

習

に
依

存

し
由
来

す

る
。

異
種

の
二
者

を

綜
合

し

た
と

こ
ろ

に
、
鎌
倉

武

家
道
徳

の
創
意

・
創

造
性

が
集

中

す

る
。

こ
の
観
点

か

ら
北
条
政
子

の

一
生

を
詳

し
く
眺

め
描

く

こ
と

は
、
鎌

倉
武

家

の
性
格

を

理
解

す

る

の
に
有
益

な

こ
と
だ

が

、

こ
こ

で
は

そ

の
余

　

裕

が

な
"

。
政
子

が

、
出

し

ゃ
ば
り

で
、

あ
ば
ず

れ

で
、

ヤ

キ

モ
チ
や
き
だ

っ
た
な

ど

と

い
う

通
俗

的
批

評

は
、
江

戸
時

代

・
明
治

時

代

の
極

端

な
男
尊

女
卑

や
三
従

の
婦
徳

を
尺

度

に
し

た
解
釈

に
す
ぎ
ず

、

こ

の
尺

度

は
少

な
く

と
も
鎌

倉

前
期

の
女

性
観

・
母

性
観

・
女

性
道

徳

と

は
正
反

対

の
も

の
だ

っ
た
。
政

子

が
、
父

の
時

政

か
ら

あ

て
が
わ

れ
た
結

婚
相

手

(代
官

の
山
木
判

官
)

を

、
結

婚
式

の
席

上

か
ら
ま

い
て

(撤

い

て
)

し
ま

っ
て
、
弟

の
義
時

に
付

き

添
わ

れ

て
豪

雨

の
中

を
頼
朝

の
も

と

へ
逃

げ
込

ん
だ

事
件

な
ど

も

、
関
東

の
女

性

の
原
始

的

な
人
間

性

の
卒
直

な

現
わ

れ

で
あ

っ
て
、

ふ

し
だ
ら

や
我

が
ま

ま

で
は
な

か

っ
た
。

ま

た
、
京

風

に
浮
気

な
頼
朝

に
対

す
る
嫉

妬

と
見

え
る
所

も

、
じ

つ
は

一
夫

一
妻

の
男
女

平

等

の
道

徳
感

情

を
、

や

は
り
関

東
風

に
原
始

的

な
卒
直

な

直
情

で
主

張

し
た
だ

け

で
あ

っ
て
、
彼
女

自
身

嫉
妬

ぶ
か
か

っ
た
と

い
う
証

拠

は
ど

こ
に
も

な

い
。

関
東

武
士

の

こ
の
原

始

的
人

間
性

の
底

力

が
、
源

氏

の
予
を

か
り

て
、
平
氏

の
ひ
よ

わ

い
平

安
貴

族
性

を

亡

ぼ
す

に
至

る
に
は

、
源

氏

の
祖

先

が
関

東

に
地
盤

を
築

い
て

い
た
幸
運

が

、
大
き

く
役

だ

っ
た
。

政

子

が
終
始

一
貫

、
源

氏

の
永
続

安
泰

を
願

っ
て
努
力

し

た
事
実

は

明
白
だ

し

、
子
供

の
教

育

に

つ
い

て
も

、

い
か

に
も
鎌

倉

武
士

に
ふ
さ

わ

し

い
教
育

方
針

を
常

に
と

っ
て

い
た
。

そ

の
点

で
も

頼
朝

よ

り
政
子

の
方

が
上

だ

っ
た

。

承

久

の
乱
後

、
鎌
倉

幕

府

の
基
礎

が

か
た
ま

っ
た
時
期

に
あ
た

っ
て
、
執
権

泰
時

は

い
わ

ゆ

る
貞

永

式
目

を
制
定

し

た
。

こ
れ

こ
そ
鎌
倉

武
家

の
道
徳

思

想

を
法
制

化

し
た
も

の
で
あ

り

、
そ

の
精

髄

を
示

す
も

の
と
言

っ
て

い

い
。

"
あ
ま
ね

く
人

に
心

え

や
す

か
ら
ん

た

め

に
"

と
泰

時
自

身

の
手
紙

に
も
あ

る
よ

う

に
、
ま

た
後

に
庶

民
教
育

の
教

科
書

に
も
使

わ
れ

た
よ

う

に
、

こ
れ

は
当
時

の
武

家
を

中

心
と

し
た
国

民
道
徳

の
定

式

化

だ

っ
た
。

こ

の
法
律

は

、
財

産
権

の
体

系

を
主

と

し

て
規
定

し

て
い
る

が
、
精

神

は

"家

"
思

想

で

つ
ら

ぬ
か
れ

て

い
る
。

こ

の

イ

エ
思

想

を

実

践

道



徳

思
想

と

し

て
確

立

し
た

の
が

、
そ
も

そ
も

鎌
倉
武

家

の
独

創
だ

っ
た
。

(
の
ち

に
江
./1
封

建
時

代

へ
は

い
る
と
、

そ
れ

が
根
本

的

に
儒

教
風

に

転

じ

て
、
変

質

し

て

く

る

」

武

士

道

と

い

う

の

も

、
鎌
倉

時
代

に
始

ま

っ
た
も

の
で
、
鎌

倉
武

家
特

有

の

イ

エ
思

想
を
根

底

に

し

て
作

り
だ

さ

れ

た
。
だ

か
ら
当

初

は
、
道
徳

思

想

と
し

て
原
始

的

な
健
康

さ

と
根
強

さ

と
独
創

性

と
を
持

っ
て

い
た
。

そ

の

こ
と

が
貞

永
式

目

に
も
現

わ

れ

て

い
る
。

　

　

の

ロ

明
治

維
新

後

、

こ
と

に
大

正

・
昭
和

時
代

に
は
、
武

士
道

は
全

く
観

念
的

に
美

化

さ
れ

、
第

、
一次
大

戦

中

な
ど

は
、
絶
対

の
忠
誠

心

や
侵
略

的

帝

国

軍
人
精

神

と
観
念

的

に
結

び

つ
け
ら

れ

て
利

用

さ
れ

た
。

し
か

し
、
本

来

の
武
七

道

と

は
、
武
家

が

農
民

を
農
奴

的
状

態

で
支

配

し

て
行

く

国
家

的
経
済

機
構

の
た

め
に
作

り
だ

さ
れ

た
実
践

道
徳

だ

っ
た

の
だ

。

そ

こ
に
、
価
値

的
批

判

論

と
し

て

の
善
悪

問

題

と
は
別

に
、

一
つ
の
独

創

性

が
あ

っ
た
。

武
家

の
上
層

は
形

式
k

は
地

頭

・
守

護

の
名

目

で
公
家

・
朝

廷

に
従
属

し

た
が

、
実
質

h

は
武
士

階
級

が
国

全
体

を

経
済

的

・
政
治

的

に
支
配

す

る
権

力

階
級

を
作

り

、
そ

の
階
級

が
組
織

的

な
結
束

を

固

め
る

た
め

の
、
実

践
的

か

つ
思
想

的

な

イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
が

、
す

な
わ

ち
武

七
道

と

い

う
も

の
だ

っ
た
。
だ

か
ら

、
忠

の
対

象

た
る

"
君
"

は
将

軍

が
第

一
で
、
以
下

つ
ぎ

つ
ぎ
と
主

従
関

係

の
階

制

に
よ

っ
て
忠
誠

の
対
象

が
規

定

さ

れ

る
。
承
久

の
乱

で
、
源
氏

の
家

来

の
う
ち
で
朝

廷

に
味
方

し
た
者
を

、
北
条

義
時

は

"
武
士

道

に
も

と

る
も

の
"
と

し

て
京

都

の
市

中

で
斬

っ
た
。

武
士

道

の
標
語

的
中

心

は

"名

"

に
あ

る
が

、
名

と
は
家

の
面

目

、
祖
先

の
名

誉

の

こ
と
だ

。
恩
義

も
忠

誠

も
そ

こ
か

ら
出

る
。

し

か
も

、
そ

れむ

ら

の
感
情

も
情
操

も

、
客

観
的

に
見

れ
ば

、

そ

の
根

拠

は
経
済

的

な
支
配

・
被

支
配

の
関

係

で
あ

っ
て
、

"家

"

は
結
局

、
主

家

と
家

臣

と

の
経

む

む

済

的

主
従

関
係

(経

済
的

な
保

証

と
被
保

証

と

の
関

係
)

に
よ

っ
て
成
立

す

る
。

貞

永
式

目

で
は

、
財
産

権

が
男
女

ほ

と
ん

ど
対
等

に
な

っ
て

い
る
。
鎌
倉

武

家

の
妻

は
男

子
と

同
様

に
動
産

・
不

動

産

の
所

有

を

認

め

ら

れ

る
。
之

の
不
動

産

と

い
う

の
が
根
本

的

に
重
要

な
も

の

で
、

そ
れ

は
所
領

を
意

味

す

る
。

つ
ま
り

、
土
地

お
よ

び
そ
れ

に

つ
い
て

い
る
勤
労

人

民

の
全

部

を
意
味

す

る
。

そ

し

て
、
女

が

、
結
婚

ま

で

に
親

か

ら
も

ら

っ
て

い

て
結
婚

の
と
き

も
持

参

す
る
財
産

(
い
わ

ゆ

る
化
粧

田
)

と

、
結
婚

生

活
中

に
夫

か
ら

も
ら

っ
た
財

産

と

の
す

べ
て
が

、

そ
の
妻

の
個
人

の
財
産

に
な

る
。

そ

の
財
産

を
子

に
ど

ん
な

し

か
た

で
譲

る
か

は
、
全

く
妻



い
ち

ニ

自
身

の
自

由
意

志

に
よ

る

こ
と

で
、
夫

の
意
志

に
は
関
係

な

い
。

た
だ

し
化

粧
田

は

、
ま
れ

に

は
永
領

で
あ
る

こ
と
も

あ

っ
た

が
、
大

抵

は

一
期

ふ

伽

で
、
そ

の
妻

の
死
後

は
実

家

の
相
続
人

に
返

さ
れ
た

と

い
引

。
夫

が

罪
を

犯

し

て
財
産

を

没
収

さ

れ
る

こ
と

が
あ

っ
て
も

、

そ

の
さ

い
妻

の
財

産

も
没

収

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

は
な

い
。

た
だ

、
夫

が
謀

叛

・
殺

人

・
山
賊

・
海

賊

・
夜
討

・
強

盗

な
ど
特

別

の
大
罪

を
犯

し

た
場
合

だ

け

、
夫

妻

と
も

財
産

を
没

収

さ
れ

る

(貞

永

式
目

、
第

f

一
条

f

が

親

か

ら

も

ら

っ
た
則

産

は

、
そ

の
子

が
親

の
命

令

に
背

く
場
合

に
は

、
親

が
取

り

も

ど

す

こ
と

が

で

き

る

(
同
、

第
十

八
条

)。
じ

つ
は

こ

の
条

文

に
よ

っ
て
、

た
と

え
ば
妻

が
親

に
背

い
て
夫

に
従

っ
た

た
め

に
親
譲

り

の
財

産

が
夫

の
家

に
移

る
よ

う
な
危
険

が

、
防

げ

る
わ

け
だ

っ
た
。

つ
ま

り

、
鎌

倉

武
家

の
道
徳

で
は

、
男
女

対
等

も
純

個
人

主
義

的

な
も

の

で
は
な

く

て
、
原

始
的

母
系

家
族

観
念

を
根
底

に
し

た
イ

エ
の
思

想
を

背
景

に
し
た
も

の
だ

っ
た
。

男

が
他

人

の
妻

と
姦
通

し
た
場
合

、

そ

の
男

の
所

領

の
半
分

が
没

収

さ

れ
、
出

仕
を
止

め
ら
れ

、
相
手

の
女

は
所

領
全

部

を
没
収

さ
れ

る

(第

.三

十

四
条

)。
ま

た
、
夫

は
自

分

の
死
後

の
未

亡
人

に
後
家
分

と

い
う
財
産

を
残

す
約

束

を

し

て
お
く
習
慣

だ

っ
た
が
、

後
家

分

は
未

亡

人

の
死
後

は
夫

の
相
続

人

へ
譲

る
。
妻

が
結
婚

中

に
夫

か
ら

も
ら

っ
た
財
産

は
、

そ

の
妻

が
重

罪

で
離
婚

さ
れ

た
場
合

に
は
夫

に
返

し

(
.
一
十

一
条

)、
夫

の

死

後

に
.再
婚

し

た
場
合

に
は
夫

の
相

続
人

に
返

す

(
一
.
十
四
条

)
が

、
そ
れ

以
外

の
場
合

は
返

す

必
要

が
な

い
。
夫

が
奏

を
離

婚

す

る
こ

と
は
自
由

だ
が

、

し
か
し
妻

に
過

失

の
な

い
離
婚

で
は
、

そ

の
妻

の
も

と
も

と
所
有

し
た
財

産

だ
け

で
な

く
、

さ
ら

に
妻

の
要

求

す

る
だ

け

の

財
産

を
夫

は
与

え

な
く

て
は

な
ら

な

い
。
そ

の
場
合

の
要

求
財

産

を
結
婚

当
初

か

ら
協
約

し

て
お

く

こ
と
も

、
認

め
ら

れ

た
。
な

お

、
離
婚

の
際

、
児

の
r

は
夫

に

つ
け

、
女

の
f

は
妻

に

つ
け

る
、
と

い
う
規

定
も

式

〔

に
出

て

い
て
、

こ
れ
も

当
時

の

一
般
通
念

だ

っ
た
ら

し

い
。

こ

の
よ
う

に
、
鎌
倉

武

家

の
新

し

い
実

践
道
徳

は
、
独

特

の
男
女
。平
等

の
理
念

と
合
理

性

と

に
お

い
て
、
大

き

い
科
学

的
創

意
性

を
持

っ
て
い

た
。そ

の
独

自
性

と

健
康

さ

と
が

、
時

代

を
下

る

に
し
た

が

っ
て
崩

れ

て
行

っ
て
、
室

町
時

代

に
は
ほ
と

ん

ど
近
世

封
建

(
江

戸
時

代
)

的

な
家
族

制

と
男
尊

女

卑

と

の
儒
教

的

道
徳

に
変

わ

る
。
鎌
倉

幕

府

の
崩

壊

は
道
徳

史

的

に
は
武

家
道
徳

の
崩

壊

を
意

味

す
る

。
武
士

道

の
本
質

は

鎌
倉

時

代

に
始

ま

っ
て
鎌

倉
時

代

に
終

わ

っ
た

の
で
あ

っ
て
、
以
後

は
再

び
起

こ
ら
な

い
。
建

武

の
中

興

は
旧
秩
序

の
崩

壊

を
促
進

し
た

が
、
決

し

て
新



し

い
社
会
秩

序
も

新

し

い
道
徳

も
創

造

し
な

か

っ
た
。
室

町
幕

府

の
成
立

も

そ

の
よ
う

な
創

造
を

見

せ
な

か

っ
た
。
戦

国
時

代

に
も

武
七

は

あ

っ

た

し
、

江

月
時

代
を

も
武
士

階

級
が

支
配

し

た
が

、
し

か
し

江
戸
時

代

の
武
士

の
道

徳

は
絶
対

に
本
来

の

"
武
七

道
"

で
は
な

か

っ
た

。

い
わ
ば

官

僚

道

に
す

ぎ
な

か

っ
た
。
鎌
倉

の
武
家

道
徳

は
在

地
地

毛

と
し

て

の
新

興
階

級

が
創

造

し
た
道
徳

だ

っ
た

の
に
対

し

て
、
江
戸

の
武

家

道
徳

は

サ

ラ
リ

ー

マ
ン
的

官
僚

と
軍
閥

と

の
道

徳

に
ほ
か

な
ら
な

い
。

そ

こ

に
は
、
家

康

の
生

活
体
験

か
ら
出

た
有
名

な
家

訓

の
精

神

や
、
儒

教

か

ら
借

り
受

け

た
道
徳
論

以

上

に
、
独

創
性

と

い
う
も

の
は
な

か

っ
た
。

江
戸
時

代

の
実
践

道
徳

に
わ
ず

か

で
も
創

意
性

が

あ
る

と
す

れ
ば

、

そ
れ

は
武

家
道
徳

で
は

な
く

て
、

町
人
道
徳

だ

ろ

う
。

四

江

戸

町

人

の

実

践

道

徳

心

学

"
心

学

"

と
言

わ

れ

る
も

の

も

、

中
江
藤

樹

な
ど

の
も

の

は
武

上

的
色
彩

の
濃

い
も

の
、
明

ら

か

に
儒

教
系

統

の
も

の

で
あ

っ
て

、
石
門

心

学

に
比

べ
て
も
特
異

性

が
少

な

い
。

"
心
学

は
凡
夫

よ

り
聖
人

に
至

る
道

"

だ
と

か

"
真
儒

は
-
…
…
貴

賎
貧

富

を
択
ば

ず
"

と
か
言

っ
て

(「
翁

問

答

」
、
「
藤

樹
先

生
精

言
」
)、
一
応

は
庶
民

百
姓

を
導

く

つ
も

り

で
は
あ

っ
て
も

、
実

際

に
人

民
階
級

へ
は

い

っ
て
行

け
る

ほ
ど

の
実
践

的

内
容

を
持

た
ず

、
人

民

の
創
意

を

入
れ

る
性
格

で
は
な

か

っ
た
。
忠

で
は

な
く
孝

を
倫

理

の
根
底

・
中

心

に
す

え
た
点

で
は
、

マ
歩

民
主

的
方
向

へ
前
進

し

た

と
も
言

え

る
が

、
全
体

の
教

説

そ

の
も

の
は
あ

く
ま

で
観
念

論

・
抽
象

論

で
、
儒
教

的
主

観
主

義

を
出

て

い
な

い
。

考

え

か
た
が
非

実

践
的

で
、

特
権

階
級

的

で
、
創

意
性

を
持

た

な

い
。

学
問

と
は

つ
ま

る
所

、

"身

を
立

て
道

を
行

ふ
に
あ

り
。

身
を
立

て
道

を

行

ふ
本

は
明

徳

に

あ

り
。
"

で
、

そ

の
明
徳

の
内
容

が

"
孝

"

の
徳

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

そ
し

て
、
明
徳

を

明
ら

か

に
す

る
ほ
ん

と

う

の
学

問

は
、

"
心

に

て
心
を
読

み
"

"
心
を

た
だ

し
く

す

る
"
所

の

"
心
学
"

な

の
だ

と

い
う
。

し
か

も

"
聖
人

は
も

ろ

こ
し
な

ら

で
は
生

ま

れ
た
ま

は
ず

"

で
は

、
庶

民
百
姓

の
道
徳

ど

こ
ろ

か
、
儒
教

の
祖
述

以

上

に

一
歩

も
出

る

こ
と
は

で
き

な

い
。



熊

沢
蕃

山

の
説

く
所
も

同
様

で
、
結
局

"儒

者
"

の
も

の
に
す

ぎ
な

か

っ
た

こ
と
が

、

ほ
ん

と
う

の
実

践

性

と
創

意

性

と
を
欠

く
原

因

に
な

っ

て

い
る
。

だ
が

、

一
方

、
全

く

の
町
人

の
実

践
道

徳
説

と
縛

わ

れ
た
石

門

心
学

が
、

は

た
し

て
ど

の
程
度

の
創
意

性

を
持

っ
た
だ

ろ
う

か
。

"
石
門

"

と

は
石
田

門
流

の
意
味

で
、
将

軍
占
宗

の
享
保

↑
四

年

(
一
七

.
一九
)

に
京

都

で
講
座

を

開

い
た
石

田
梅
巌

の
流

れ
だ

が
、
初

め
は

"性

学

"
と

呼

ば

れ

た
。
人

間

の
本

性

を
知

る

"知

性

"

の
学

と

い
う
意

味

だ

っ
た
。

そ
れ

が
弟

子

の
手
島

堵
庵

に
至

っ
て

"本

心

の
学
"

と
呼

ぶ
よ
う

に

な
り

、

さ
ら

に
堵
庵

の
高
弟

申

沢
道

二
の
時

に
な

っ
て

"
心
学

"

の
名

称

が
出

た
。

あ

る
と

き
中

沢
が
自

河
楽
翁

(
松
平

定
信

)

に

こ
の
道

の
講

釈

を
し

た
と

こ
ろ

、
楽
翁

が

"
其

は
取
か

も
な

ほ

さ
ず
心

学

と
云

ふ
も

の

に
非

ず

や
"

と
書

っ
た

の

で
、
そ

れ
か

ら
心
学

の
名

を
用

い
る
よ

う

に
な

っ
た

⑩

と

い
う

(
「
参
前

会
記

録
」)。

石

田
梅
巌

の
学

風

は

一
応

実
学

的
だ

っ
た
が

、
し

か
し

そ

の
実

証
性

と

い
う

の
が

す

べ
て
、
書

物

の
所
説

を
自

分

の
心

に
尋

ね
自

分

の
行

な

い

で
た

め

し

て
み
る
と

い
う
程

度

の

"知

性
"

に
す
ぎ

な
か

っ
た

。
自
分

の
心

で
納

得

で
き

な

い
も

の
は
肯
定

し
な

い
し

、
読

書

は
自

分

の
体
験

を

吟

味

す

る
た
め

の
手
段

に
ほ
か

な
ら

な

い
と
は
、・口
う
も

の
の
、

そ

の
自

分

の
心

と

い
う

の
が
科
学

的
実

羅

の
心

で

は
な
か

っ
た
。
思

想
内

容

は
、

皇

室

中
心
主

義

や
神

国
思

想
を
基

礎

に

し
た
神
道

・
儒

教

・
仏
教

・
老

チ

・
荘

子

の
諸

思

想

の
観

念

的

・
新

興
宗

教

的
綜
合

に
す

ぎ
な

か

っ
た
。

彼

の
日
常
生

活

は

、
侮

朝
未

明

に
ま
ず

天

照
皇
大

神
宮

を
拝

し

、
孔

f
と
釈

迦

と
を
拝

し
、
師

を
拝

し

、
先
祖
父

母

な
ど

を
拝

す

る

こ
と
か

ら
始

ま

る

の
だ

っ
た

(
「
石
田

先
生

事
蹟

」
)。
こ

の
石
門

心

学

の
わ
ず

か
ば

か
り

の
独
創

姓

は

、
そ

れ
が
全

く

町
人

の
日
常

実
践

の
道
徳

で
あ

り
、
商

人

の
立

場
を

大
胆

に
積
極

的

に
説

張

し
た
点

に
あ
る
だ

ろ
う

。
す

べ
て

の
教

育
も
文

化

も
武

家
中

心
だ

っ
た
当
時

に
、
初

め

て
町
人

の
道
徳

を

唱
道

し

た

一
点

に
あ
る
。

無
論

、
鎌
倉

武

家

の
道
徳

の
よ
う

な
独

創

的

な
体
系

を
持

た

な
か

っ
た

。

"我

教

ユ
ル
所

ハ
商

人

ノ
道

・…
-
。
全

ク
七

農

⊥

ノ

澱
ト

ヲ
教

ユ
ル

轟
ア
ラ

ズ

。
"

し
か
も

"
商

人

ノ
遵

ト
云

フ
ト

モ
、
何

ゾ
上

農

£

ノ
道

ト
替

ル

灘
ト

ア
ラ

ン
ヤ
。
…
…
・天

二
ニ

ツ
ノ
道

ア

ラ
ン

ヤ
。
"
"商

人

ハ
直

二
利

ヲ
取

ル

ニ
由

テ
立

ツ
。
直

二
利

ヲ
取

ハ
商
人

ノ
正

直

ナ

リ
。
利

ヲ
取

ラ
ザ

ル

ハ
商

人

ノ
道

ニ
ア
ラ
ズ

。
"
"我

禄

ハ
売

買

ノ

利

。

上

ノ
道

モ
君

欝
り
禄

ヲ
受

ケ
ズ

シ
テ

ハ
勉

マ
ラ
ズ
。
…

…
然

ル
ヲ

…
…

商
人

ノ
禄

ヲ
受

ル

ヲ
欲

心

ト
云

ヒ
、
道

ヲ
知

ル

ニ
及

バ
ザ

ル



者

ト

云

フ

ハ
如

何

ナ

ル

事

ゾ

ヤ

。
"

と

い

う

よ

う

な
批

判

と

主

張

を

堂

々

と

述

べ
る

。

と

こ

ろ

が

、

"
…

…

四

民

ヲ
治

メ
匡

フ

ハ
君

ノ
職

ナ

リ

。

君

ヲ

相

ル

ハ
四

民

ノ
職

分

ナ

リ

。

ヒ

ハ
.兀
来

位

ア

ル
臣

ナ

リ

。

農

人

ハ
草

芥

ノ
臣

ナ

リ

。

商

L

ハ
市

井

ノ
臣

ナ

リ

。

臣

ト

シ

テ
君

ヲ
相

ル

ハ
臣

ノ

タ
ス
ケ

サ

ク

ア
ヒ

道

ナ
リ
。
商

人

ノ
売

買

ス
ル

ハ
天

.ト

ノ
相

ナ
リ
。
細

r
人

二
作

料

ヲ
給

ハ
ル

ハ
[

ノ
禄

ナ
リ
。
農
人

ノ
作

間

ヲ
ド

サ

ル

ル

コ
ト

ハ
是

モ
士

ノ
禄

二
同

ジ
。
…
…

商
人

の
買

利

モ
天

下
御
免

シ

ノ
禄

ナ

リ
。
"

(
「
都
鄙

問

答

「
巻

↓
一)

と

い
う

の
が
根

本
的

な
立

場

で
、

そ

の
理

論
的

根
拠

は

、
心

と

い
う
も

の
が

形

に
よ

っ
て
現

わ
れ

る

こ
と
だ

と

い
う
。
形

と

は
環

境

・
身

分

・
職
業

・
形

態

な
ど

の
す

べ
て
を

」、口
う
。

ボ
ウ

フ
ラ
は
蚊

の
形

に
変

じ

て
初

め

て
人

を
さ

す
よ

う

に
、
武
七

は

武
士

、
百
姓

は
百

姓

、
町
人

は

町
人

、
E

人

は
ド
人

、
召

使

は
召
使

、
男

は
男

、
女

は
女

、
親

は
親

、
～

は
～

、
夫

は
夫

、
妻

は
妻

、
と

い
う
そ

れ

ぞ
れ

の

"
形
"

に
よ

っ
て
心

と

い
う
も

の
が

現
わ

れ

る
。

こ

こ
か
ら

し

て
、
心
学

の
実

践
道

徳

に

二
大

規
範

が
出

て
く

る
。
第

一
は
分
限

に
安

ん

じ
る

こ
と

、
第

.

.
は
倹
約

。

石

田
は
封

建
制

度

や
階
級

制

度

や
職
業

の
世

襲
制
度

を
批

判

し
た

り
非
難

し

た
り

す

る

こ
と
な
く

、

そ
れ
を

認
容

し

た
ヒ

で
、

そ

の

"
形
"

に
よ

っ
て
現

わ
れ

る

"
心
"

を

解

釈

し
た

に
す
ぎ

な

い
。
"
形

に
由

る
心
"
は
分

限

に
よ

る

"本

性
"

の
現
わ

れ
、

と

い
う
梅
巌

の
分
限

思
想

が
堵
庵

の

"
本

心

"
、
道

二

の

"道

"

に
も
出

て
く

る
。

"
主
君

へ
臣

と

し

て
不
忠

あ
れ

ば
其
本

心
安

か
ら
ず

、
こ
れ
心
徳

を
欺

く
ゆ

へ
な

り
。
父

母

へ
子

と

し

て
不

孝

あ
れ
ば

其
本

心
安

か
ら
ず

、

こ
れ
心
徳

を
欺

く

ゆ

へ
な
り

。
夫
婦

の
間

、
夫

は
義

和

を
失

ひ
婦

は
貞

順

に
背

け
ば
其

本

心
安

か
ら
ず

、

こ
れ
…
…

。

朋
友

に
信

実

を

う
し
な

へ
ば
本

心
安
か
ら
ず

、
…

。
家
業

は
農

工
商
と
も
我

が
物
好

に
て
其
家

へ
生
れ
し
に
あ
ら
ず
、
不

思
議

に
し

て
う
け
得
た
る
家

業

な
れ
ば

こ
そ
…
…

を

の
れ
家

業
う
と
け
れ
ば
其
本

心
安
か
ら
ず

、
こ
れ
心
徳

を
欺
く

ゆ

へ
な
り
。
"
(
堵
庵

「会

友

大
旨
講

義

旨
趣
」
。)
"
道
と
は
何
ぞ
。
盆

は

チ
ウ
く

、
鳥

は
カ
ア
く

。
鳶

は
鳶

の
道

、
鳩
は
鳩

の
道
。
…

…
柿

の
木

に
柿

の
出

来

る
も

ア
イ
く

ア
イ
。
栗

の
木
に
栗

の
出
来

る

の
も

ア
イ
く

ア
イ
。
…
…

た
だ
素
直

に
和

合

の
道

、
此
外

に
道

は

な

い
。

そ

れ
が
神

道

、
夫

が
儒
道

、
夫

が
仏

道

じ

ゃ
。
其

外

に
道

と

い

ふ

は

な

い
。
"

(
「
道

二
翁
道

話
」

初
篇

巻
上

。)

"
犬

は
犬

の
道

、
猫

は
猫

の
道

、
鮒

は
鮒

の
道

、
鯉

は
鯉

の
道
"

(
同
上

、

二
篇

巻

上
。)

"
人

ヨ
リ
禽

獣
草

木

マ
デ
、
天

二
受

ケ
得

テ
以

テ
生

ズ

ル
理

ナ

リ
。
…
…

松

ハ
緑

二
桜

ハ
花

、
羽

ア
ル
物

ハ
空

ヲ
飛

、
鱗

ア
ル
物

ハ
水

ヲ
泳

、

日
月

ノ
天

二
懸

モ
皆

一
理

ナ
リ
。
…

…

"
(梅

巌

「
都

鄙
問
答

」
巻

一
。)



"
倹
約

と

い
ふ
は
他

の
儀

に
あ

ら
ず

、
生

れ
な

が
ら

の
.肥
直

に
か

へ
し
度
為

な

り
。
…

…

慮
直

行

は
る
れ

ば

、
撹

問

一
岡

に
和

合

し
、

霞
海

の

中

皆

兄

弟

の

ご
と

し

。
"

(
「
斎

家
論
」

下

。)
物

の
倹
約

と

一
し

ょ
に
心

の
正
偵

・
真

実
を

主
張

し

、
そ

れ
を
上

下
通

じ

て
、
む

し

ろ
上

の
方

へ

要
求

し
た

い
の
が

、
主

旨
だ

っ
た

ら
し

い
。

こ
れ

は
、
商

売
上

の
浮

沈

、
武
士

階
級

か
ら

の
搾
取

、
借
金

の
ふ
み
倒

し
、
…
…
・な
ど

に
対
処

す

る

商

人

が
わ

の
適

切

な
要

求
だ

っ
た
。

商

人

の
道

と

い
う
も

の
が

あ

る
こ

と
を

、
堂

々
と
主
張

し

た

と

い
う

こ
と
自

体

は

、
当
蒋

の
町

人
階

級

勃
興

の
客
観

的
事

情

か
ら
規

定

。
促
進

さ
れ

た

こ
と
だ

が
、

し
か
も

、

こ

の
新

興
階

級

は
決

し

て
自

分

の
手

で
自
分

を
解

放

す

る
こ
と

が

で
き
な

か

っ
た
。
だ

か

ら
、

心
学

と

い
う
実

践

道
徳

思

想
も

、

既
成

の
枠
内

で
め

機
械

的

な
順
応

と

、
そ
れ

を
理
論

づ
け

よ
う

と
す

る
観
念

論

と

に
終

始

し
、

し
か
も

既
存

の
神

・
儒

・
仏

・
老

・
荘

の
諸
思

想

の
単

な

る
折

衷

混
合
物

し

か
作

り
だ

す

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た

。
論

理
的

な
弁

証
法

や
実

証
的

社
会

科
学

の
基
礎

研

究

な
ど

は
、

憲

い
も
よ

ら
な

い
こ
と
だ

っ
た
。

そ

し

て
ま

た
、

そ
の
程
度

の
も

の
だ

っ
た
か

ら

こ
そ
、

そ
れ

が
町
人

以

外

の
農

民

階
級

へ
も

ヒ

か
ら
持

ち
込

ま

れ
、
地

主

や
大
名

か

ら
利
用

さ

れ

て
、
被
搾

取

人
民

の
教
化

懐
柔

に
使
わ

れ

た
わ
け

だ

っ
た
。

こ

の
場

合

、
教
化

と

い
う

こ
と
は

じ

つ
は
蒙

昧

化

に
ほ

か
な

ら
な

か

っ
た
。
宮

僚

統
制

の
本
尊

だ

っ
た
松
平

定
信

か
ら

、

こ

の
石
門

心

学
が
強

く

支
持

さ

れ
た

の
も

、
そ

の
よ

う
な
意

味

か
ら
だ

っ
た
。

む

む

要

す

る

に
、
石
門

心
学

に
は
、
江

戸

町
人
興
隆

期

の
実
践
道
徳

の
解

釈
学

と
し

て
わ
ず

か
ば

か

り

の
餅

意
性

が

あ

っ
た

に
と
ど

ま
り

、
そ

の
道

徳

そ

の
も

の
あ
る

い
は
道
徳

思

想

の
構
築

に
科

学
的

創
意

を
発

揮

し
た
所

は

な
か

っ
た

、
と
結

論

し

て

い
い
だ

ろ

う
。

石

田

よ
り
先

輩

の
井
原

顛
鶴

の

「
世
閥

胸
算

用
し

や

「
日
本

永
代

蔵
」

に
猛

ら

れ
る

よ
う

な
商
業

資
本

哲
学

の
方

が

、
な

ま

じ

っ
か

な
道
徳

思

想

を
問
憩

に
も

し

て
な

い
だ

け

に
、
そ

れ
は

そ
れ

な
り

に
、

か
え

っ
て
大

き

い
創
意

姓

に
あ

ふ
れ

て

い
た

と
言

え

る
。

な
お

、
手
鳥

堵
庵

の
思

想

は
単

な

る
解
釈

学
や
順

応
的

道
徳

理
論

に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
意
識

と

い
う

も

の

の
自

主
的

な
流

れ
を

つ
か
み

、
そ

の

い
わ

ゆ
る

"無

善
無

.悪

心
之
体

"

は

ジ

ェ
イ

ム
ズ

の
プ

ラ
グ

マ
テ

ィ
ズ

ム
の
基

本
思
想

に
似

た
も

の
を

持

つ
と
も

言
わ

れ

て

い
る
が

、
し

か
し

、

こ
れ
は

実
践
道

徳

思
想

と
は
直

接

の
関
係

が

な

い
し
、

そ
も

そ
も

堵
庵

の
思
想

そ

の
も
の
が

ア
イ

マ
イ
で
、
ジ

ニ
イ

ム
ズ

の
よ
う

な
本
格

的

な
形
而



上
学

の
問
題
意

識

に
達

し
た
も

の
で
は
決

し

て
な

か

っ
た
。

貞

永
式

目

は
、
関

東
武

十
社

会

の

ジ

ッ
テ

(
　

Φ
)

を
法
体

系

と

し

て
組

織
し
た
所

に
、
実
践

道
徳

思
想

に

一
時
代
を
画
す
る
創

意
を
示
し
た
わ
け

だ

が
、

そ
れ

に
反

し

て
、
石
門

心
学

は
新

興
商

人
社

会

の
生
活

実
践

を
意

識

的

に
と

ら
え
自
t

的

に
主

張

し
な

が
ら

、
道
徳

思

想

と
し

て
は
意

外

に
創

意

の
乏

し

い
、
低
俗

な
論

理
操

作

に
終

わ

っ
て
し

ま

っ
た
。

五

縦

の

道

徳

と

横

の

道

徳

主

・
従
関

係

、
支
配

・
被

支
配

関
係

は

い
わ

ゆ
る
縦

の
関

係

で
あ

っ
て
、
そ

こ
に
は
真

に
民

主
的

な
道
徳

は
な

い
。
横

の
関

係

に

よ

っ
て
成

り

立

つ
民
主
道
徳

は
原
始

時
代

に
存

在

し
た

が
、

日
本

の
国
家

の
成

立
過

程

に
従

っ
て
次
第

に
消

え

て
行

く
。

そ

の
遺

習

が
東

日
本

に

は
比
較

的

な

が
く
続

い
た

し
、
例
外

的

に
は

、
上

俗
学

的
孤
島

と
も

言

う

べ
き
自

川
村

の

一
局
部

で
現

代
近

く

ま

で
続

い
た

こ
と
は

、
前
述

の
通

り
だ

。
そ

れ

以
外

一
般

の

日
本

史

で

は
、
縦

の
関
係

が
経
済

・
政
治

の
機
構

に
規
定

さ
れ

て
、

一
貫

し

て
続

い
た
。

古

代
が
始

ま

っ
た
と

い
う

こ
と

は
、

す

で
に
支
配

・
被

支
配

の
階

級

が
成
立

し

た

こ
と
を
意

味

す

る
。
大

化
改
新

な

ど

は
、
人

民
百

姓

を

一
さ

い
平

等

に
オ

ホ

ミ
タ
カ

ラ
と

し

て
扱

っ
た
と

い
う

が
、

そ
れ

は
、
中

間
的

・
段

階

的
支
配

を

と
り

の

け

て
、
人
民

を
皇

室

の
直
接

支
配

下

に
置

く

意
味

で
の

一
視

同
仁

に
過

ぎ

な
か

っ
た
。

し

か
も

、
男
女

に
よ

っ
て
[
分

田

の
配
給

に
も
不
等

平

が
あ

っ
た
ば

か
り

で
な
く

、
中

間
的

支
配

者

を

完
全

に
は
排
除

す

る

こ
と
が

で
き
ず

、
班

田
制

に
階

級
的
差

別

を
設

け

た
所

に
、

重
大

な
弱

点

と
内
部

矛
盾

と

が
残

っ
て
い
た
。

従
前

の
貴

族

・

豪
族

が
大

化
改
新

に
よ

っ
て
官

僚

と
し

て
組
織

さ

れ

(
そ
も

そ
も
大

化
改

新

は
官
僚

統
制

的

な

"新

体
制

"

の

一
つ
の
典
型

だ

っ
た
)
、
彼

ら

に
位

階

が
与

え
ら

れ
た

が
、

そ
れ

ら

の
新

官
僚

の
う
ち

で
六
位

以

下

の
も

の
は
、

い
わ

ば
世

襲
的

な
俸

給

と
り

で

(
た
だ

し
現
物

支
給

に
よ

る
)、
五
位

以

上

は
土
地

と
人

民
と

を
支
配

す

る

こ
と
を
許

さ

れ
た

。
ま

た
神
社

と

芋
院

も

そ

の
中

へ
加

え

ら
れ

た
。

こ
れ

ら

の
中

間
支

配
者

の
所

領

か
ら

荘

園

が
生

じ
、

や
が

て
武
十

が
発
生

す

る

こ
と

に
な

る
。



こ
の
よ

う

に
大

化

の
新

体

制

は
あ

く
ま

で
縦

の
組

織

で
あ
り

、
当
然

そ

の
道
徳

思
想

も
縦

の
道
徳

観

だ

っ
た
。
曇.口
葉

の
上

で
平

等

を
唱

え

て
も

、

横

の
道
徳

は
出

て

こ
な

い
。

す

で

に
体

制

多

の
も

の
が
唐

の
模
倣

を
主

体

と
し

た

に
す
ぎ

な
か

っ
た
か
ら

、
道
徳

思

想

に
創

意

の
あ
り

え
よ

う

は

ず

も

な
か

っ
た

。

無
論

、

鎌
倉
時

代

の
横

の
道
徳

も

特
権

階
級

と

し

て
の
武

家

の
内

部
だ

け

の

こ
と

で
、
し

か
も

そ

の
初

期

に
お

い
て
だ

け
東

日
本

の
原
始

的
遺

習

の
注
入

に
よ

っ
て
民
主

的

な
概
道
徳

の
色
彩

を
帯

び

た
も

の

の
、
そ

れ
も
間

も

な
く
消

え

て
行

く
運
命

に
あ

っ
た
。
し
か
も
、
最
初

か
ら
忠

.
孝

・
貞

の
よ
う

な
継
道
徳

の
萌
芽

を
根

底

に
お

い
て
い
た

が
、
貞

だ

け
は

、
前
時

代

や
後
時

代

の
よ

う
な
絶

対

的
な
上

下
観

念

で
は
な
く

て
、

"
長

幼
"

に
近

い
穏

和

な
観
念

で
あ
ゲ

、
実
質

的

に
男
女

、
夫

婦

の
対
等

.

.平
等

が
認

め
ら

れ

て

い
た
。

江
戸
時

代

の

町
人

道
徳

と
し

て
の
心

学
も

、
階
級

制
度

(
　

)

や
世

襲

制
度

を

あ
く
ま

で
肯

定

し
た
枠

内

で

の
観

念
的

.
奇

弁

的
合

理

価

思
想

に
す
ぎ
ず

、

町
人

の
実
生

活
自

体

が
ギ

ル
ド
的

な
制

度

に
支

配

さ

れ
、
ま

た
生

活
慣

習

の
全
体

が
武

家

の
場
合

に
類

似

し

た
縦

の
秩
序

に

支

配

さ
れ

て

い
た
。

し

た
が

っ
て
、
社
会

科

学
と
縁

の
淡

い
数

学

や
天
文
暦

学

が
豊

か

な
創
意

性

を
持

っ
た

の

と
違

っ
て
、
社
会

科
学

一
般

の
発

達
を

基
礎

に
す

べ

き
道
徳

学

や
道
徳

思
想

が

、
心
学

の
よ
う

な
科
学

的
創

意

の
乏

し

い
未

熟

児

に
終

わ

っ
た

の
は
、
当

然
だ

と
、、.口
え

る
。

六

明

治

維

新

後

明
治

に
な

っ
て
、
自
然

科

学

や
に
業

技
術
学

が
海

外
文

化

の
刺
激

に
よ

っ
て
急
激

に
発
達

し

た

に
か
か
わ
ら
ず

、
人
間

科
学

.
社

会

科
学
を
基
礎

に
し

た
道
徳

思
想

・
道
徳

哲

学

が
ほ
と

ん
ど

発
展

し
な

か

っ
た

の
も

、
上
記

の
場

合

と
同
様

な
事

情

に
よ

る
。
明

治

.
、
卜

三
年

に
発
布

さ

れ

た
教

育

勅
語

の

一
部

に
、
堵
庵

の
所
説

を
敷

き
写

し

し
た

か
と
思

わ

れ
る

よ
う

な
類
似

思
想

が
現

わ

れ

る
の
も

、

こ
の
観
点

か

ら
見

て
興
味

が

あ

る
。

明
治

時
代

の
偉

大

な
教
育

家
編

沢
諭

占

の
道
徳

思
想

に

つ
い

て
、
詳

し

く
検

討
す

る

つ
も
り

だ

っ
た
が

、
も

う

ス
ベ
イ

ス
の
余
裕

が

な
く

な

っ



⑰

た
の

で
、

ご
く
簡
単

に
ふ
れ

て
お

く

こ
と

に
す

る
。

封

建
制

度

・
世
襲
制

度

の
た

め
に
人

そ
れ

ぞ
れ

の
自
由

活
動

が

で
き

な

か

っ
た
恨

み
を

、

"親

の
仇

で
ご
ざ

る
"

と
言

い
放

ち

、
ま

た

"
天

は

人

の
ヒ

に
人

を
造

ら
ず
人

の
下

に
人

を
造

ら
ず

…
…

万
人

皆

同

じ
位

に
し

て
生

れ
な

が
ら
貴

賎
上

下

の
差

別

な

し
-
…
…
"

(
「
学

問

の
す

す

め
」

の
冒

頭
)

と
言

っ
て
、
天

賦

人
権

説
と
啓

蒙

的
主
知

主
義

と
に
立

っ
て

い
た
彼

は
、
実

践
道
徳

思

想

に
お

い
て
も

啓
蒙

主
義

的

か

つ
功
利

主
義

的

で
あ

る
と
同
時

に
、
人
間

の
持

つ
道
徳
観

念

そ

の
も

の

に

つ
い
て
も
儒
教

的

抽
象

論

を
排

し

て
、
道
徳

観
念

は
具

体

的
な
人

間

関
係

か

ら
お

こ

る

べ
き
も

の
だ

と
す

る
経
験

論

・
相

対
論

を
主

張

し
た
。

時
勢

が
変

わ

れ
ば
道
徳

は
変

わ

る

べ
き

も

の

で
あ

り

、
智

が
徳

を
支

配

す

べ
き
も

の

で
あ

っ
て
、
徳

が
智
を

支
配

す

る

の
で
は

な

い
。

文

明
を
進

歩

さ

せ
る
も

の
は
徳

で
は
な

く

て
、
智

だ

と

い
う
。

"物

あ

り

て
然

る
後

に
倫

あ

る
な
り

倫

あ

り

て
然

る
後

に
物

生
ず

る
に
非
ず

…
…

"

"
元
来

孔
孟

の
本

説

は
修

心
倫
常

の
道
…
…

無

形

の
仁
義

道
徳

を
論

ず

る
も

の

に
し

て
之

を

心

の

学

と
云

ふ
も

可

な
り
…
…
・人

文

の
開

か

る
る

に
従

て
次

第

に
其
力

を
失

は

ざ

る
を
得

ず

"

へ
「
文

明

論

之

概

説

」
)。

ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス
の
経
済

学

を

"
智
慧

の
最
も

至

れ

る
も

の
"
と

も
言

う
。

し
か

し
、
彼

の

こ
う

し
た
経
験

論

・
功

利
主
義

・
実

学

主
義

・
啓
蒙

主
義

に
は

た
し

て
ど

れ
だ

け

の
独

創

が
あ

っ
た

だ
ろ

う
か

。
封

建
道
徳

の

排
撃

と
文

明
開
化

の
謳
歌

と

は
表
面

上

は
徹

底

し

て
見
え

る

し
、
封

建
思

想

の
分
析

も

一
応
精

密

そ
う

に
見

え

る
。
し

か

し
結

局

そ
れ

は

、
西
洋

む

　

　

か

ら
も
ら

い
受

け

た
民
主

思
想

を
尺

度

と
し

た
解
釈

学

に
終

わ

っ
て

い
る
。

"
内

に
政
府

の
力

あ

り
外

に
人
民

の
力

あ

り
内
外
応

じ

て
…
…

政

府

は
猶
生

力

の
如

く
人

民
は
猶

外
物

の
刺

衝

の
如

し
"

(「
学

問

の

す

す

め

」

四
編

)

と

い
う
官
主

民
従

思
想

は

、
上

記

「
都

鄙
問
答

」

の
そ
れ

と
本
質

的

に
変

わ

る
所
が

な

い
。
ど

ん
な

に
人

民

に
不
利

な
法
律

で
も

一
た

ん

き

ま

っ
た
以
上

は

"
小

心
翼

々
謹

で
守

ら
ざ

る
可

ら
ず
"

(同

上

、

二
編

)

と
も
言

う

。

さ
ら

に
、

こ

こ
で
は
詳

説
を

省
く

が

、
彼

の

「
帝

室
論

」

に
お
け

る
帝
室

至
上

論

と
立
憲

君
主

主
義

の
主

張

は
、

イ
ギ

リ

ス
型
そ

の
ま

ま

の
敷

き

写

し
ら

し
く

、
や

は
り
創
意

が

あ

る
と

は
思

え
な

い
。

福

沢
自

身

は
も

と
も

と
下
級

武
士

の
出

身

で
、
自

分

の
身

分

の
低

い
こ

と

に
若

い
時

か
ら

困

り
抜

き
、
恨

み
を

重
ね

て
来

た

た
め

に
、
人

間
平

等

・
天

賦
人
権

の
思
想

に

は
容
易

に
組

す

る

こ
と

が

で
き
た

し

、
封

建

的

な
徳

を

捨

て

て
何

よ

り
も
智

を
尊

重

し
、

イ
ギ

リ

ス
流

の
経

験
論

・
功



利
論

・
実

証
主

義

・
客
観

主
義

を

一
応

の

み
込

む

こ
と
が

で
き

た
。

し

か
し

、
た

と
え

ば

「
圧

制
も

亦
愉

快

な

る
裁

偏

の

一
文

を

草

す

る

と
き

(
明
治

十
五
年

三
月

)、
彼

の
人

間
平

等
観

は

た
ち
ま

ち
吹

っ
飛

ん

で
し

ま

っ
て
、
彼

は
典

型

的
な
超

国
家

主

義
者

に
変
身

す

る
。

そ

し

て
、
彼

の

思
想

の
最

大

の
自
己

矛
肩

と
道
徳

論

的
無

創
意

と
を

暴
露

す

る

"

"圧

制

を
悪

む

は
人

の
性

な
り

と
云

ふ
と
錐

も
人

の
己

れ

を
圧
制

す

る
を
悪

む

の

み
己
れ
自

か

ら
圧
制

を

行

ふ
は
人

間
最

大

の
愉
快

と

云

ふ
て

可

な
り
…

…
今

日
我

輩

が
外
燭

人

に
対

し

て
不

.平

な
る

は
尚

ほ
未

だ

彼

の
圧

制

を
免

か

れ
ざ

れ
ば

な
り
我

輩

の
志
願

は
此

圧
麟

を
圧

制

し

て
独

り

圧
制

を
世

界
中

に
專

ら

に

せ
ん
と

す

る
の

一
事

に
在

る

の

み
"

註ω

人
文
科
学
と

い
う
観
本
語
は
、
歴
史

的
に
も
多
義
だ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
現
姦

で
も
意
味

が
き
わ
め
て

ア
イ

マ
イ
で
非
科
学
的

.
非
論
理
的
な
の

で
、
わ
た
し
は
こ
の
用
語
を
避
け
て
、
人
間

科
学

と
い
う
用
語
を
使
う
。
わ
た
し
は
す

べ
て
の
科
学
を
自
然
科
学
と
人
間
科
学
と
に
大
劉
し
、
人
間

科
学
を

個
人
科
学
と
社
会
科
学
と
に
わ
け
る
。
精
神
科
学

は
身
体
科
学

と
な
ら
ん
で
欄
人
科
学
に
は
い
る
部
分
が
多

い
が
、
も
ち
ろ
ん
社
会
科
学

に
ま
た
が
る
部
分

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
方
式
の
根
拠

に
つ
い
て
は
、
占
岡
修

一
郎

H
現
代

の
た
め
の
哲
学
、

一
九
六
九
年

(改
訂
版

一
九
七
四
年

)、
第
-
章

13

.
お
よ

び
第
璽

皐
11
.
参
照
。
従
来

の
哲
学
者

の
科
学
分
類
法

に
は
、
翻
別
科
学
各
分
野

の
業
績
内
容
お
よ
び
研
究
方
法
を
知
ら
な

い
こ
と
か
ら
く
る
不
備

・
欠
陥

が
多
か

っ
た
。

ω

吉

岡

"
日
本
人
の
科
学
思
想
の
発
展
、

一
九
醗
九
年
、
の
ち
に
改
題

"
日
本
科
学
思
想
史
概
説
、

一
九
五

二
年
。

㈹

福
島
正
夫

"
日
本
資
本
主
義

と

「
家
扁
制
度
、

一
九
六
七
年

、
の
全
巻
が
こ
れ
に

つ
い
て
精
細
明
確

に
解
明
し
て
い
る
。

團

申
山

左
郎

"
日
本
婚
姻
史
、

一
九
一
.八
勾

、
に
す
で
に
そ

の
」
俗
学
的

(民
俗
学
的
)
資
料

が
比
較
的
ま
と
ま

っ
て
出

て
い
る
。

励

母
系
制

の
遺
風
が
占
代

に
は

い
っ
て
も
残

っ
て
い
る
こ
と
は
、
高
群
逸
枝

H
母
系
制

の
研
究
、

一
九

三
八
年

(全
集
第

一
巻

、

一
九
六
六
年

)、
お
よ

び
、
招
婿
婚

の
研
究

↓
、
二

(全
集
第

二
巻
、
三
巻
)

に
よ
く
示

さ
れ

て
い
る
。
占
代
史

の
研
究

に
つ
い
て
、
子

の
父
が
伺
某
と
あ

っ
て
も
、

"特
記
無
き

場

合

は

(
r

は
)

母

と

同
居

し
、

母

の
族

に
在

る
者

と
認

む

べ
き
…

…

"

(全

集

第

一
巻

P
.
6

)

と
.,
口
い
、

ま

た

、

"招

婿

婚

は
太

占

か

ら
鎌

倉

期

1

あ

る

い
は
南

北

朝

期

ー

に

お

よ

ぶ
わ

が
撲

本

に
、行

わ

れ
た

婚

姻

の
形

態

"

(第

二
巻

ひ

.
3
)

で
あ

り

、

こ

れ
ら

の
時
期

に

は

こ

れ

と

併

存

す

る

他

の



形
態
を
み
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
護

い
舅

っ
て
い
る
が
、
高
群

の
問
題
意
識
は
単

一
的

で
、
地
域
や
階
級

の
差

異
に
重
点
が
お
か
れ
て
な

い
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

ω

江
馬

"
白
絹
村

の
大
家
族

、

一
九
四
三
年
。

こ
の
著
者
は
臼
川
村

あ
る
い
は
そ
の
近
く

に
長
年
住

み
込
ん

で
、
直
接

に
、
く
り
返
し
く
り
返

し
調
査

観
察
し
て
い
る
。
ま
た
推
理

・
考
察

の
し
か
た
に
も
、
実
証
科
学
的
方
法
の
高
度
の
洗
練
が
見
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
書
は
、
前
記
福
島
正
夫

の
著
書

に
も
た
び
た
び

引
用
さ
れ
て
、
尊

重
さ
れ

て
い
る
。

の

わ
た
し
は
日
本
歴
史

の
時
代
区
分
を
、
実
証
科
学
的

・
経
済
史
的

・
政
治
史
的
区
分
に
し
た
が

っ
て
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
立

て
る
。
ま
ず

"建
国

"
よ

り
前
を
原
始
時
代
と
す
る
。

そ
の
後
、
聖
徳
太
子
ま
で
を
古
代
。
飛
鳥
時
代
か
ら
平
安
末
期
ま
で
を
上
代
。
そ
れ
か
ら
室

購
時
代

の
お
わ
り
ま

で
を
中
世
。

安
土

・
桃
山

・
江
戸
時
代
を
近
世
。
明
治

か
ら
第

二
次
大
戦
ま

で
を
近
代
。
そ
の
あ
と
を
現
代
と
す

る
。

鋤

伊
福
部
敬
f

"
母
性

の
歴
史
、

一
九
四

二
年

、
に
か
な
り
詳

し
く
記
述

し
て
あ
る
。

鋤

「歴
史
教
育
」
第

12
巻
3
号

「女
性
史
研
究
」
、
一
九

三
七
年
、
滝
川
政
次
郎

"
各
時
代

に
於
け
る
婦
人

の
地
位
。

ゆ

白
石
正
邦

"
石
門
心
学
の
研
究
、

一
九
二
〇
年
、

P
,
捻
。
心
学
と
い
う

こ
と
ば
自
体
は
、
申
国

の
唐
代

に
す
で
に
起
源
が
あ
り
、
宋
学
に
お
い
て

陸
象
出
、
王
陽
明

に
よ

っ
て
そ

の
意
味
が
確
立
し
て
い
た
と
い
う

(岩
波
書
店

日

「
日
本

思
想
史
」
42
、
石
門
心
学
、

一
九
七

一
年
、

ひ
.
魏
)。

塒

石
川
謙

"
石
…門
心
学
史

の
研
究
、

一
九
三
八
年
、

P
.
9
o～
92
。

拗

福

沢
の
事
績

・
思
想

一
般

に
つ
い
て
は
雑
誌

「
九
州
人
」

一
九
七
三
年

2
月

・
3
月
号
に
や
や
詳
し
く
論

じ

て
お

い
た
。
同
誌
、
占
岡

H

「
九
州
出
身

の
科
学
者

・
思
想
家
列
伝
」

の
う
ち
、
福
沢
諭
吉

、
上

・
下
。

(九
州
産
業
大
学
教
授
、
昭
和
九
年
本
学
卒
業

・
哲
学
)


