
『
文
明
東
漸
史
』
の
精
神
史
的
構
造

藤

原

は

じ

め

に

江
戸
時
代
に
お
け
る
西
洋
学
術
の
受
容
に
関
し
て
そ
の
歴
史
的
意
義
を
求
め
る
際
に
'
何
等
か
の
形
で
参
照
さ
れ
て
き
た
古
典
的
著
作
が
あ
る
｡

31
)

そ
れ
は
藤
田
茂
吉

(
1
八
五
二
-
1
八
九
二
)
の

『文
明
東
漸
史
』
(明
治
十
七
年
二
月
初
版
)
で
あ
る
.

丁ンシヤウンク

そ
の
理
由
は
､
こ
の
書
が
鎖
国
期
の
西
洋
学
術
内
至
洋
学
の
受
容
に
対
す
る

｢観
｣
を
は
じ
め
て
提
示
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
書
の
提
示
し
た

｢
観
｣
の
中
か
ら
､
洋
学
即
近
代
学
術
観
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
き
'
実
証
史
学
の
立
場
か
ら
批
判
を
な
し
た
の
が
伊
東
多

三
郎
氏
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り

｢洋
学
｣
を
も

っ
て
無
限
定
の
ま
ま
西
洋
学
術
内
至
近
代
的
学
問
と
同

1
祝
し
て
き
た

『東
漸
史
』
へ以
下
略
称
)
の

把
握
に
対
し
て
'
幕
藩
体
制
下
に
移
入
さ
れ
た
西
洋
学
術
は

1
面
反
封
建
的
近
代
的
な
性
格
を
有
し
な
が
ら
､
他
面
具
体
的
実
践
的
に
封
建
イ
デ

(2
)

オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
者

･
克
服
者
と
し
て

一
貫
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
た
｡
伊
東
氏
の
見
解
を
よ
り
徹
底
さ
せ
た
の
が
沼
田
次
郎

氏
で
あ
っ
た
｡
洋
学
は
そ
の
勃
興
期
か
ら
封
建
制
補
強
者
と
し
て
の
針
路
を
と
り
､
哲
学
的
に
も
封
建
教
学
た
る
儒
学
に
接
木
さ
れ
た
も
の
で
あ

(3
)

っ
た
と
し
た
｡

伊
東
氏
､
沼
田
氏
の
見
解
が
､
早
-

『洋
学
論
』
を
著
し
､

一
貫
し
て
洋
学
の
反
封
建
的
な
批
判
者
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
て
き
た
高
橋
礁

(4
)

一
氏
他
へ
の
反
対
論
を
も
示
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
｡

こ
う
し
た
研
究
史
を
ふ
ま
え
な
が
ら
､
洋
学
の
歴
史
的
展
開
を
再
検
討
し
､
勃
興
期
洋
学
の
進
歩
性
が
寛
政
の
改
革
を
契
機
に
封
建
権
力
に
隷

属
化
し
､
更
に
洋
学
が
新
た
な
政
治
抗
争
の
渦
中
に
入
っ
て
い
-
過
程
を
明
き
ら
か
に
し
た
の
が
佐
藤
昌
介
氏
で
あ
っ
た
｡
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佐
藤
氏
自
ら
記
す
よ
う
に
､
氏
は

｢蕃
社
の
獄
｣
つ
ま
り
､
渡
辺
華
山
'
高
野
長
英
の
研
究
か
ら
入
っ
た
｡
そ
し
て

｢蕃
社
の
獄
｣
に
江
戸
時

代
の
洋
学
発
展
の
頂
点
を
設
定
し
'
そ
れ
ま
で
洋
学
が
権
力
に
隷
属
し
な
が
ら
'
如
何
に
垂
山
の
段
階
で
質
的
な
展
開
を
見
せ
､
い
わ
ゆ
る

｢蕃

社
の
獄
｣
を
如
何
に
生
ん
だ
か
を
実
証
し
た
｡
そ
の
結
果

『東
漸
史
』
の
説
-
､
華
山

･
長
英
等
が
思
想
的
同
盟
者
で
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
と

(5
)

い
う

｢尚
歯
会
｣
の
悲
劇
観
は
批
判
さ
れ
た
｡

●
●
●

こ
う
し
た

一
連
の
洋
学
研
究
は

『東
漸
史
』
を
西
洋
学
術
受
容
及
び
影
響
の
事
実
史
と
し
て
把
え
､
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
考
察
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が

『東
漸
史
』
の
意
味
は
そ
う
し
た
事
実
史
的
対
象
で
は
な
-
思
想
史
的
対
象
に
あ
る
事
が
指
摘
さ
れ
は
じ
め
た
｡

丸
山
貞
男
氏
が
､
近
代
日
本
に
お
け
る

｢思
想
史
的
方
法
の
形
成
｣
を
考
え
､
福
沢
諭
吉

『文
明
論
の
概
略
』へ
田
口
卯
吉

『
日
本
開
化
小
史
』
'

藤
田
茂
吉

『文
明
東
漸
史
』
を
と
り
あ
げ
た
時
'
あ
ら
た
め
て

『東
漸
史
』
に
内
在
す
る

｢
思
想
史
的
把
握
方
法
｣
自
体
が
そ
の
特
質
と
し
て
発

見
さ
れ
た
｡
つ
ま
り
'
日
本
に
お
け
る

｢文
明
の
内
発
的
契
機
｣
を
西
洋
学
術

(敵
中
､
蘭
学
)
の
摂
取
と
そ
の
主
体
的
な
内
面
化
に
求
め
た
た

●
●
●
●

め

｢外
来
と
伝
統
｣｢
思
想
と
生
活
｣
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
把
握
方
法
を
生
み
出
し
た
｡
そ
の
結
果
'
単
な
る
技
術
史
観
や
唯
物
論
的
観
点
以
上

の
歴
史
的
思
考
を
な
し
得
た
の
で
あ
る
｡
と
共
に
'
｢
思
想
の
変
化
が
人
間
の
生
活
諸
関
係
の
変
動
に
と
っ
て
プ
ラ
イ
マ
-
1
な
原
因
で
あ
る
と
い

(6
)

う
よ
う
な

『精
神
史
観
』
は
ど
こ
れ
ら
啓
蒙
思
想
家
と
無
関
係
な
も
の
は
な
い
｣
と
さ
れ
た
｡

さ
て
'
こ
こ
で
歴
史
叙
述
へ
の
視
点
を

｢人
間
の
営
為
な
ら
び
に
そ
の
所
産
の
う
ち
に
働
-
力
､
方
法

･
様
式
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
と
考
え
｣､

時
代
の
文
明
的
様
式
を
通
し
て

｢
洞
察
さ
れ
る
理
念

(精
神
)｣
を
観
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
､
『東
漸
史
』
自
体
は
丸
山
氏
の
視
た
思
想
史
の
｢ダ

●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●

み

イ
ナ
-
ツ
ク
な
把
握
方
法
｣
を
提
示
し
て
い
る
よ
り
も
'
｢洞
察
さ
れ
る
精
神
｣
史
的
な
内
容
と
位
置
を
自

ら
示
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
｡

本
稿
は
か
か
る
点
か
ら
､
第

一
節
と
し
て
茂
吉
の
把
え
た
洋
学
史
の
精
神
史
的
構
造
は
何
か
を
考
え
､
次
に
第
二
節
と
し
て
そ
の
よ
う
に
把
え

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

み

ら
れ
た
対
象
と
し
て
の
江
戸
期
の
洋
学
自
体
は
自

ら
何
を
提
示
し
､
茂
吉
の
視
界
に
如
何
に
対
応
し
て
い
る
か
を
明
き
ら
か
に
し
た
い
｡

註

(-
)

｢初
版
本
を
底
本
に
し
て
作
成
し
た
｣
松
島
栄

一
校
訂

F文
明
東
漸
史
』
笥
摩
書
房

｢明
治
文
学
全
集
77
｣
所
収
本
を
本
書
で
は
採
用
し
た
｡
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(2
)

『洋
学
の
1
考
察
』
『社
会
経
済
史
学
J
七
の
三
所
収
昭

l
二
｡

(3
)

F幕
末
洋
学
史
』
刀
江
書
店
昭
二
五
｡

(4
)

『洋
学
論
』
三
笠
書
房
昭

1
四
｡

(5
)

『洋
学
史
研
究
序
説
』
岩
波
書
店
昭
三
九
及
び

『洋
学
史
の
研
究
』
中
央
公
論
社
昭
五
五
.

(6
)

福
田
歓

一
編

『西
欧
と
日
本
』
(下
)
所
収

｢近
代
日
本
に
お
け
る
思
想
史
的
方
法
の
形
成
｣
東
大
出
版
会
昭
三
六
｡

(

7
)

石
田

一
良
著

『文
化
史
学
理
論
と
方
法
』
洋
々
杜
昭
三
二
及
び
､
同
編

『
日
本
文
化
史
概
論
』
吉
川
弘
文
館
昭
四
三
､
序
｢文
化
史
学
と
日
本
文
化

史
｣
参
照
｡

ヽ

第

一
節

『東
漸
虐
』
の
史
的
構
造

『東
漸
史
』
は

｢内
篇
｣
と

｢外
篇
｣
と
に
分
れ
て
い
る
｡
｢内
篇
｣
は
西
洋
文
明
の
東
漸
に
関
す
る
史
論
と
言
わ
れ
'
｢外
篇
｣
は
渡
辺
華
山
､

高
野
長
英
の
伝
記
や
史
料
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従

っ
て

[内
篇
｣
た
る
史
論
が
本
稿
の
主
た
る
対
象
と
な
る
｡

第

一
章
の

｢外
国
交
際
ノ
起
源
'
宗
教
ノ
交
際
｣
以
下
最
終
の
第
十
九
章

｢天
保
末
年
ノ
内
情
外
勢
｣
に
い
た
る
叙
述
は
天
文
年
間
の

｢鉄
砲

ノ
伝
来
｣
か
ら

｢国
家
を
防
築
ス
ル
-
兵
法
-
軍
備
二
要
ス
ル
諸
器
機
｣
の
導
入
を
説
き
開
国
を
勧
告
し
た
オ
ラ
ン
ダ
国
王
の
書
翰
に
至
る
ま
で

ほ
ぼ
時
間
的
経
過
に
従
っ
て
い
る
｡
.し
か
し
茂
吉
が

｢渡
辺
華
山
'
高
野
長
英
ノ
徒
が
-
事
大
二
我
国
ノ
文
明
二
関
セ
リ
｣
と
言
う
よ
う
に
､
天

保
期
に
お
け
る

｢蕃
社
の
獄
｣
の
記
述
に
力
点
が
置
か
れ
紙
数
も
費
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
事
は
彼
の
把
え
た

｢文
明
東
漸
｣
の
過
程
に
お
い
て
'

こ
の
時
期
が
特
別
な
意
味
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
｡

で
は
そ
の
意
味
と
は
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡

ま
ず
､
茂
吉
は

3:
i(

泰
西
ノ
文
明
我
国
二
於
テ
長
足
ノ
進
歩
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ハ
､
則
二
百
年
間
二
養
成
セ
ル
智
識
ノ
根
本
ニ
ア
-
シ
ニ
由
.レ
-
0

と
言
う
O
西
欧
と
の
交
渉
､
就
中
二
百
年
に
わ
た
る
和
蘭
陀
か
ら
の

｢智
識
｣
(｢文
明
ノ
新
説
｣
)
が
前
述
し
た
華
山
'
長
英
の
事
大
い
な
る
事
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鏡
を
生
ん
だ
も
の
と
考
え
る
.
と
共
に
､
そ
れ
は
茂
吉
の
活
躍
す
る
開
化
期
の

｢開
明
｣
を

｢誘
起
｣
せ
し
め
た
.EE
と
把
え
た
.
こ
の

｢文
明
ノ

(2
)

新
説
｣
と
は
彼
の
別
著

『水
火
論
』
で
も
明
示
さ
れ
た
如
く
､
｢
一
二
新
世
界
ヲ
開
発
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
水
火
ノ
二
カ
ニ
在
リ
ー
云
フ
ベ
シ
｣
と
い
う

｢水
火
｣
二
力
で
あ
っ
た
｡
｢水
火
｣
と
は
具
体
的
に
は
蒸
気
機
関
と
火
器
を
意
味
し
た
｡
こ
の
二
つ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

｢自
然
ノ
障
擬
｣

(地
理
的
自
然
条
件
)
と

｢人
事
ノ
障
磯
｣
(封
建
的
人
為
条
件
)
と
を
克
服
し
社
会
改
革
の
原
動
力
と
な
っ
た
と
す
る
｡
｢智
識
｣
と
か

｢文
明
ノ

新
説
｣
と
言
わ
れ
る
も
の
は
か
か
る
意
味
で
ま
ず

｢水
火
｣
か
ら
発
展
す
る
諸
々
の

｢技
術
｣
(
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
)
を
指
し
た
｡
い
わ
ば

｢技
術
｣

に
よ
っ
て
歴
史
は
発
展
す
る
と
い
う
技
術
史
観
･の
軸
を
有
し
て
い
た
｡

し
か
し
茂
吉
は
こ
の

｢技
術
｣
の
流
入
､
発
展
の
み
で
歴
史
が
形
成
さ
れ
る
と
堪

(先
述
し
た
天
保
期
の

1
つ
の
頂
点
が
形
成
さ
れ
る
と
も
)

考
え
な
か

っ
た
｡

例
え
ば
最
初
の
文
明
の
流
入
で
あ
る
種
子
島
へ
の
鉄
砲
の
伝
来
は
単
な
る

｢端
緒
｣
に
過
ぎ
な
か

っ
た
｡

(3
)

文
明
ヲ
誘
ウ
ノ
端
緒

ハ
撃

l発
キ
タ
レ
ド
モ
,
未
ダ
内
部
ヨ
リ
人
心
ヲ
動
力
シ
テ
､
新
思
想
ヲ
発
育
ス
ル
ノ
道
ア
ラ
ザ
リ
辛
｡

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
技
術
及
び
そ
の
知
識
が
歴
史
を
形
成
す
る
の
に
は
'
｢内
部
ヨ
-
人
心
｣
が
発
動
す
る
必
要
が
あ
っ
た
｡
更
に

そ
れ
は

｢新
思
想
｣
に
転
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
天
保
期
の
頂
点
を
形
成
す
る
歴
史
的
様
式
が
設
定
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
れ
三
つ
の
次
元

(デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
)

(
-
)

｢技
術
｣

(
2
)

｢人
心
｣
(

3
)

｢思
想
｣
で
あ
る
C
こ
の
三
つ
は
成
立
す
る
過
程
が

(
-
)
1

(
2
)
1

(
3
)
と
い
う
方
向
を
と
る
｡
こ
こ
に

(
-
)
の
軸
以
外
に

(
2
)､
(
3
)
の
軸
が
思
考
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
｡

と
こ
ろ
で
､
最
初
の
段
階
は
､

(4
)

西
人
ノ
思
想
ヲ
衰
露
セ
ル
文
字

二
接
シ
テ
､
其
言
説
卜
相
親
シ
ム
ニ
非
ザ
レ
･バ
､
内
部
ヨ
-
発
ス
ル
ノ
新
思
想
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
-
シ

と
い
う
状
態
で
も
あ
っ
た
｡

こ
こ
に
次
の
段
階
と
し
て
享
保
年
間
蘭
書
翻
訳
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
｡

こ
の
勃
興
期
蘭
学
は
文
献
を
通
し
て
科
学
技
術
的
知
識
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
が
､
そ
の
間

｢実
利
実
益
｣
の
発
見
を
引
き
お
こ
し
内
面
に
｢楽
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ン
デ
其
学
ヲ
講
ズ
ル
ノ
心
ヲ
生
ゼ
シ
メ
｣
て

一
つ
の

｢意
味
｣
を
形
成
し
た
と
い
う
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
い
ま
だ

｢新
思
想
｣
に
達
し
な
か
っ
た

と
観
て
い
る
｡
(仮
に
こ
の
段
階
を
A
と
し
て
お
く
)

な
ぜ

｢新
思
想
｣
に
転
化
し
な
か
っ
た
の
か
｡

●

其
訳
書
ヲ
講
読
ス
ル
者
ハ
医
生

ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
則
好
事
ノ
徒

ニ
シ
テ
､
其
披
及
ス
ル
所
至
テ
狭
ク
､
種
族
世
業
ノ
姿
ヲ
ナ
シ
'
蘭
書
ヲ
読
ム

(5
)

モ
ノ
ハ
封
建
制
限
ノ
範
囲
中

二
於
テ
､
別
二
一
種
族
ヲ
ナ
シ
'
世
々
相
伝
へ
テ
其
学
ヲ
修
メ
タ
ル
ガ
如
シ
｡

と
そ
の
因
を
語
る
｡
つ
ま
り
茂
吉
の
言
う

｢新
思
想
｣
と
は
､
単
な
る
狭
い
人
間
関
係
の

｢意
味
｣
設
定
で
は
な
-
広
-
社
会
集
団
に
お
け
る

意
味
の
共
通
確
認
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､

一
度
'
文
明
が
内
在
化
1
意
味
化
の
方
向
を
辿

っ
た
勢
は
更
に
人
心
を
誘
し
て

｢天
保
年
間
二
至
-
テ
ハ
幾
ン
ド
制
遇
ス
ベ
カ
ラ
ザ

ル
ノ
勢
｣
を
な
し
て
き
た
と
い
う
｡

こ
う
し
た
外
来
の
技
術
的
知
識
の
内
在
化
1
思
想
化
の
動
き
が
高
潮
期
を
迎
え
た
の
が
天
保
期
で
あ

っ
た
｡
つ
ま
り

｢尚
歯
会
｣と
称
し
た
｢西

学
派
ノ
有
志
｣
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
把
え
た
｡

此
時
都
下
ノ
士
人
漸
ク
西
学
ノ
実
用
ヲ
悟
り
'
各
其
尚
好

二
困
-
テ
西
学

二
入
る
｡
或
ハ
練
兵
砲
術
ヲ
考
突
セ
ン
が
為
'
或
ハ
本
草
学
ヲ
講

ゼ
ン
が
為
メ
或
ハ
物
産
ヲ
興
サ
ン
ガ
タ
メ
'
或

ハ
万
国
ノ
理
乱
興
亡
ヲ
知
ラ
ン
ガ
タ
メ
へ
皆
其
志
ス
所
二
従
テ
直

二
原
書
ヲ
学
ブ
者
ア
-
或

(6
)

ハ
訳
書
土
就
テ
質
ス
モ
ノ
有
｡
是
レ
ヨ
-
華
山
'
長
英
ノ
徒

ハ
其
同
臭
味
ノ
士
人
ヲ
以
テ
自
ラ
一
社
ヲ
結
成
ス
ル
ニ
至
レ
リ
0

と

｢都
下
の
士
人
｣
自
ら
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
意
味
化
を
L
t
そ
れ
が

｢社
中
｣
共
通
の
認
識
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
う
｡
こ
の
事
は
い
き

(7
)

お
い

｢政
治
二
波
及
ス
ル
カ
｣
と
な
っ
た
｡
こ
の

｢思
想
｣
化
は
い
ま

一
つ

｢此
レ
此
交
社
ー
俗
世
界
ー
抵
触
ス
ル
ノ
端
ヲ
発
キ
タ
ル
初
｣
と
い

う
新
段
階
を
生
ん
だ
｡
(
こ
の
段
階
を
仮
に
B
と
し
て
お
く
)

か
-
し
て
時
の

｢都
下
の
士
人
｣
と
い
う
智
識
人

(イ
ン
テ
-
ゲ
ン
チ
ア
)
集
団
が

｢政
府

(幕
府
)
｣を
動
か
し
､
｢政
府
モ
今
ハ
其
学
問
ヲ
以

(8
)

テ
必
要
ノ
部
内

二
置
車
､
寧
口
之
ヲ
奨
励
ス
ル
ノ
方
向

二
傾
キ
｣
だ
し
た
の
で
あ
る
｡
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と
こ
ろ
が

｢政
治
二
波
及
｣
し
た
結
果
へ
天
保
十
年
幕
府
が
浦
賀
測
量
を
漢
学
派
の
鳥
居
曜
蔵
と
蘭
学
派
の
江
川
太
郎
左
衛
門
に
命
じ
た
｡
こ

の
二
人
は

｢意
気
相
和
セ
ズ
動
モ
ス
レ
バ
相
争
ク
ノ
勢
｣
を
生
み
､
更
に
社
中
の
無
人
島
渡
航
計
画
が
露
斬
し
て

｢野
蛮
の
法
網
に
雁
ル
｣
事
に

な
っ
た
｡
(
｢蕃
杜
の
獄
｣
)

し
か
る
に
か
か
る
反
動
に
抑
え
ら
れ
た

｢文
明
ノ
技
術
｣
や
智
識
は

｢
必
要
ノ
下

二
発
生
｣
し
続
け
て
い
っ
た
｡
そ
う
し
て
第
十
八
章

｢護
国

ノ
新
策
｣
を
う
ち
出
す
に
至

っ
た
｡

第
十
八
草

｢護
国
ノ
新
策
｣
と
は
､
天
保
十

一
年
ア
ヘ
ン
戦
争
の
結
果

｢久
シ
キ
日
本
人
ノ
思
想
中
二
空
位
ヲ
留
メ
タ
ル

『我
国
』
ノ
二
字
ハ

(.10
)

漸
ク
喚
起
セ
ラ
レ
テ
'
其
思
想
二
入
り
､
発
シ
テ
憂
国
ノ
情
ト
ナ
レ
-
｣
と
い
う
国
家
意
識

(近
代
統

一
国
家
化
)
へ
の
新
し
い
文
明
の
思
想
化

を
語
っ
て
い
る
｡

時
す
で
に

｢憂
情
｣
の
持
主
華
山
､
長
英
は

｢奇
禍
｣
に
会
い
､
｢後
進
ノ
気
力
ヲ
挫
キ
､
其
成
長
ヲ
妨
害
ス
ル
｣
中
で
'
｢国
家
ノ
為
二
未
発
ノ

技
術
ヲ
開
発
セ
ル
｣
華
山
､
長
英
の

｢功
｣
の
為
に
､
佐
久
間
象
山
の

『護
国
策
』
の
如
き

｢
日
本
ヲ
開
運
二
誘
ク
｣
も
の
が
現
れ
た
｡
こ
の
段

階
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
上
か
ら
言
え
ば
'

(
‖
)

西
学
ノ
兵
制
ノ
上
ヨ
-
邦
人
ノ
思
想
ヲ
制
シ
-
西
洋
諸
邦
ノ
制
度
本
邦
二
優
ル
｡

と
い
う
兵
制
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
'

(12
)

爾
後
士
人
ノ
蘭
書
ヲ
学
ブ
モ
ノ
､
多
ク
ハ
兵
法
.ヲ
講
ズ
ル
ノ
一
点

二
帰
シ
､
兵
学
ノ
門
戸
ヨ
-
進
入
シ
テ
､
文
明
ノ
新
説
ヲ
窺
フ
ノ
趨
勢

を
生
じ
た
｡
(C
段
階
)
時
あ
た
か
も
和
蘭
国
王
の
開
国
勧
告
書
が
呈
出
さ
れ
る
｡
し
か
し
幕
府
は

｢鎖
国
ノ
禁
ヲ
解
カ
｣
な
か
っ
た
｡
鎖
国
は

続
-
が
国
内
に
お
い
て

｢欧
米
詩
邦
ノ
源
流
｣
と
通
じ
合
う
勢
力
が
拡
大
し
て
い
っ
た
｡
や
が
て
開
国
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

以
上
の
如
く
､
茂
吉
は
鎖
国
下
に
お
け
る
蘭
学
的
技
術
的
知
識
が
人
心
を
動
か
し
'
知
識
人
を
形
成
L
t
国
家
意
識
を
喚
起
し
､
体
制
の
改
革

を
準
備
し
た
事
を
観
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
'
先
述
し
た

(
-
)
枝
術
1

(
2
)
人
心
1

(
3
)
思
想
と
い
う

｢様
式
｣
が
仮
に
つ
け
た
A
t
B
､

C
の
三
段
階
を
通
し
て
拡
大
発
展
し
て
き
た
も
の
で
､
そ
の
全
体
が
文
明
の
東
漸
の
史
的
展
開
と
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
｡
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C-1 B-1 A-1

L3 - C-3

L2 - C-2

Ll

｢憂国ノ情｣

｢人民自奮 ノカ]

B-3

｢政治二波及セル

新思想.j

B-2

｢都下ノ人士 ｣の

集団

｢社中,｣
リーダー ｢豪傑 ノ

士｣

｢諸般 ノ芸術｣
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A-3

｢実利実益.｣

A-2

｢医生J
｢好事ノ徒.J又は

｢孤人 l

｢世官世族.｣

A-1
蘭書､医書中心知

識



ま
ず
上
図
に
お
い
て
原
点
た
る

｢文
明
ノ
新
説
｣
は
科
学
技
術
的
な

｢智
識
｣
と
い
う
形
で
あ
る
｡

(-
)

(2
)

)

(3
)

こ
の
原
点
か
ら
L
は
技
術
的
智
識
の
拡
大
軸
t
L
は
人
心
矧
的
拡
大
軸
､
L
は
意
味
的
拡
大
軸
を
示
す
.
こ
れ
と

(
-
)
1

(
2
)
1

(
3
)

【Ht一H-

及
び
A
I
B
I
C
が
組
み
合
う
｡
次
に
そ
の
内
容
は
､
下
図
に
示
し
た
如
き
事
項
で
示
さ
れ
て
い
る
｡

3

●
●

●

L
に
関
し
て
､
『東
漸
史
』
は
最
後
で

｢文
明
東
漸
ノ
道
ヲ
開
キ
タ
-
シ
之
ヲ
嘉
永
以
後
時
勢
ノ
漸
ク
明
カ
ナ
ル
ニ
当
-
テ
､
西
学
ヲ
主
張
シ
文

,

(13
)

化
ヲ
誘
発
セ
ル
事
蹟
ー
区
別
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
｡｣
と
言
っ
て
い
る
点
か
ら
考
え
て

｢文
明
｣
1

｢文
化
｣
を
結
ぶ
軸
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
｡
換

言
す
れ
ば
t

Lt
は
富
国
強
兵
へ
の
技
術
の
拡
大
化
｡

JNは
人
民
の
知
識
人
と
し
て
の
自
主
独
立
化
o

Jmは
物
理
即
応
の
価
値
か
ら
精
神
的
価
値
化
｡

と
言
え
よ
う
｡
こ
う
し
た
J.
t
JN
.
Jn
と
い
う
軸
で
示
さ
れ
る

｢様
式
｣
が

『東
漸
史
』
の
示
し
た
洋
学
把
握
で
あ
っ
た
が
'
こ
の

｢様
式
｣

(14
)

を
し
て
成
り
立
せ
て
い
る
の
は

｢必
要
の
勢
力
｣
に
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
そ
の
精
神
史
と
し
て
の
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
｡
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(-
)

前
掲

F文
明
東
漸
史
』

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(

6
)

(

7
)

(8
)

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

二
八
五
頁

二
四
六
頁

二
四
八
頁

二
四
八
貢

二
四
九
貢

二
五
〇
頁

二
五
二
頁

二
五
九
貢



(9
)

(10
)

(‖
)

(12
)

(13
)

前
掲

『文
明
東
漸
史
』
二
六
九
真

岡

右

二
七

一
頁

同

右

二
七

一
貢

同

右

二
八

一
頁

同

右

二
八
六
貢

(14
)

｢人
ノ
生
命
ヲ
保
ツ
ニ
必
要
ナ
ル
ヨ
リ
興
起
シ
タ
ル
モ
ノ
｣
か
ら

｢国
ノ
安
全
ヲ
守
ル
ニ
必
要
ナ
ル
隆
盛
｣
ま
で

｢人
二
関
シ
国
二
関
シ
必
要
ナ

ル
｣
形
で
洋
学
は
発
展
し
た
｡
(同
右
二
八
五
頁
)

第
二
節

江
戸
期
に
お
け
る
蘭
学
の
精
神
史
的
傾
向

-

杉
田
玄
白

『蘭
東
事
始
』

茂
吉
は

『東
漸
史
』
の

｢引
用
書
目
｣
の
一
つ
に
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
『蘭
東
事
始
』
(文
化
十
二
年
)
を
記
載
し
て
い
な
い
｡
そ
れ
は

『蘭

東
事
始
』
に
つ
い
て
茂
吉
が
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
は
あ
る
ま
い
｡
む
し
ろ

『蘭
東
事
始
』
を
読
み
'
そ
の
内
容
を
自
説
に
内
在
化
さ
せ
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

(-
)

そ
の
理
由
の
一
つ
は
､
茂
吉
の
師
事
し
た
福
沢
諭
吉
が
'
江
戸
期
の
写
本
を
明
治
二
年
に
発
刊
し
た
の
が

『蘭
学
事
始
』
(諭
吉
が
『蘭
学
事
始
』

(2
)

と
改
名
し
た
)
と
い
う
い
わ
ゆ
る

『蘭
東
事
始
』
と
同
内
容
の
書
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
C

次
に

『東
漸
史
』
の
記
述
の
い
-
つ
か
は
す
で
に

『蘭
東
事
始
』
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

『東
漸
史
』
の
第
三
章

｢西
教
ノ
悪
果
'
鎖
国
ノ
原
因
｣
で
は

(3
)

当
時
､
西
'
葡
ノ
国
民
ハ
四
方
ノ
志
甚
ダ
蟻
ン
ニ
其
我
卜
交
通
ス
ル
ハ
陽
二
貿
易
宣
教
ヲ
唱
エ
ル
モ
陰
二
侵
略
ヲ
挟
､､､
シ
テ
知
ル
ベ
シ
｡

と
鎖
国
の
原
因
を
把
え
た
が
､
こ
れ
は

『蘭
東
事
始
』
で
､

つ
ら
つ
ら
古
今
の
形
勢
を
考
ふ
る
に
天
正
､
慶
長
の
頃
､
西
洋
人
漸
-
我
西
部
に
船
を
渡
せ
L
は
陽
に
は
交
易
に
よ
せ
､
陰
に
は
欲
す
る
所
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(4
)

為
り
て
な
る
べ
し
.
故
に
其
災
起
り
L
を
国
初
己
来
厳
禁
の
事
と
は
な
り
L
O

と
記
し
た
部
分
と
頬
似
し
て
い
る
｡
ま
た
へ
『東
漸
史
』
の
結
論
部
分
で
､

凡
ソ
外
国
人
ヨ
リ
入
-
テ
､
我
国

二
行

ハ
ル
ル
者
皆
其
初
メ
ハ
宮
家
ノ
之

ヲ
採
用
シ
テ
奨
励
勧
誘
シ
タ
ル
ニ
由
ラ
ザ
ル
ハ
ア
ラ
ズ
｡
儒
教
ノ

如
車
へ
仏
道
ノ
如
キ
'
其
初
メ
テ
我
国

二
人
ル
ヤ
'
先
ズ
王
室
ノ
威
霊

二
由
り
薩
貴
ノ
勢
カ

ニ
資
シ
､
其
勧
奨
ヲ
得
テ
以
テ
社
会

二
普
及
セ

リ
｡
是
レ
上

ヨ
リ
シ
テ
'
下

二
及
ボ
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
､
流

二
従

ッ
テ
而
シ
テ
下
ル
ノ
勢
ナ
レ
バ
其
ノ
人

二
人
ル
ヤ
甚
ダ
易
ク
其
世

二
行

ハ
ル

ル
ヤ
､
至
テ
速
カ
ナ
-
｡
西
学

ハ
則
然
ラ
ズ
｡
其
初
メ
民
間
ノ
志
士
自
う
奮
フ
テ
之
ヲ
講
習

ス
ル
｡
官
家

ハ
其
必
要

二
通
ラ
レ
テ
遂

二
排
斥

(5
)

ス
ル
能

ハ
ズ
｡
止
ム
ヲ
得
ズ
シ
テ
之
ヲ
許
シ
タ
ル
ナ
リ
｡
-
是
下
ヨ
-
上

二
及
ボ
セ
シ
モ
ノ

(
ナ
-
)

と
､
西
洋
学
が
民
間
よ
り
興
起
し
た
と
い
う
把
握
を
し
た
｡
こ
れ
は
同
じ
-

『蘭
東
事
始
』
の
､

今
頃

(蘭
学
が
)
斯
く
迄
に
至
る
べ
L
と
は
露
思
ざ
り
L
に
､
不
思
議
に
も
盛
に
な
り
し
こ
と
な
り
｡
漢
学
は
中
古
に
遣
唐
使
と
い
ふ
者
を

異
朝
に
通
は
さ
れ
､
或
は
英
遇
の
僧
侶
な
ど
を
渡
さ
れ
'
直
に
彼
国
の
人
に
従
ひ
学
ば
せ
帰
朝
の
後
､
貴
賎
上
下

へ
教
導
の
た
め
に
な
し
給

(6
)

ひ
し
事
な
れ
ば
漸
-
盛
な
り
L
は
尤
の
事
な
り
｡
此
蘭
学
ば
か
り
は
左
様
な
事
に
も
あ
ら
ず
｡

と
述
べ
た
洋
学
観
と

一
致
し
て
い
る
｡

『東
漸
史
』
が

『蘭
東
事
始
』
を
も
下
敷
に
し
て
書
い
た
事
か
あ
る
い
わ
そ
れ
を
内
在
化
し
て
消
化
し
て
い
た
事
が
推
察
さ
れ
る
が
'
こ
こ
で

は
そ
の
当
否
よ
り
も
､
『東
漸
史
』
の
精
神
史
的
構
造
に
対
応
す
る
江
戸
期
の
傾
向
を
考
え
る
素
材
と
し
て

『蘭
東
事
始
』
が
妥
当
な
作
品
で
あ
る

事
を
指
摘
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
｡

(7
)

で
は
､
『蘭
東
事
始
』
に
お
い
て

｢蘭
巳
に
乗
せ
L
と
や
い
ふ
べ
き
起
原
｣
は
如
何
に
把
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
｡

南
蛮
貿
易
の
下
に

｢南
蛮
流
｣
と
称
さ
れ
た
南
蛮
医
学
が
伝
来
し
た
叙
述
の
後
､
｢
阿
蘭
陀
流
外
科
｣
が
長
崎
を
中
心
に
起

っ
た
事
に
つ
い
て
玄

白
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

(8
)

も
と
よ
り
横
文
字
の
書
物
を
読
み
､
習
覚
え
し
こ
と
に
は
あ
ら
ず
｡
た
だ
其
手
術
を
見
習
､
其
薬
法
を
闇
L
を
､
書
き
留
め
た
る
ま
で
な
り
｡
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和
蘭
流
の
外
科
の
方
術
を
そ
の
ま
ま

｢見
習
｣
い
記
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
が
そ
の
端
緒
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
阿
蘭
陀
流
の
伝
来
以

来
百
年
に
し
て

｢横
文
字
学
ぶ
事
｣
が
起

っ
た
｡

万
事
其
時
至
れ
ば
'
自
ら
開
け
整
ふ
る
も
の
な
る
故
に
や
｡
有
徳
廟
の
御
時
長
崎
の
阿
蘭
通
辞
西
善
三
郎
､
志
雄
幸
左
衛
門
'
今
壱
人
-
申

合
せ
-

｢彼
国
書
を
読
事
御
免
許
を
蒙
り
な
ば
､
い
か
に
｡
左
も
あ
ら
ば
､
以
来
は
万
事
に
つ
け
､
事
情
明
白
に
分
れ
御
用
弁
よ
ろ
し
か
る

(9
)

べ
き
な
り
｡

と
'
八
代
将
軍
吉
宗
の
時
に
蘭
書
翻
訳
を
願
い
出
る
ま
で
の
蘭
書
翻
訳
の
気
運
が
生
じ
た
｡
こ
の
願
い
出
が
､
｢御
用
届
け
'
至
極
尤
の
願
筋
な

り
と
て
速
に
御
免
を
蒙
｣
る
こ
と
と
な
り
'
更
に

｢江
戸
に
て
も
誰
ぞ
学
び
お
ぼ
え
な
ば
然
る
べ
し
｣
と
江
戸
に
お
い
て
も
蘭
書
翻
訳
学
が
起

っ

て
き
た
と
言
う
｡
玄
白
は
こ
う
し
た
蘭
訳
学
の
成
立
を
自
然
の
時
勢
と
言

っ
た
が
､
そ
れ
は
単
な
る
自
然
の
成
り
ゆ
き
で
は
な
く
､

(10
)

和
蘭
は
医
術
並
に
諸
々
の
技
芸
に
精
し
さ
事
と
世
に
も
漸
-
知
り
､
人
気
何
と
な
く
化
せ
ら
れ
き
た
れ
り
｡

と
い
う

｢精
し
さ
｣
技
術
へ
の
認
識
が
世
人
に
拡
が
り

｢人
気
｣
世
風
と
な
っ
て
き
た
も
の
と
把
え
た
｡
つ
ま
り
'
技
術
が
人
心
を
動
か
し

一

つ
の
実
利
実
益
と
い
う
意
味
を
生
ん
だ
と
い
う
様
式
が
こ
こ
に
あ
る
｡

か
-
し
て
'
｢此
事

(蘭
学
)
遠
慮
す
る
こ
と
も
な
き
様
に
な
り
た
り
｡
蘭
書
杯
所
持
す
る
事
御
免
と
い
ふ
事
は
な
け
れ
ど
も
'
問
々
所
持
す

3服
E

る
人
も
あ
る
風
俗
に
う
つ
り
来
れ
り
｡｣
と
流
行
し
て
､
｢和
蘭
陀
実
測
究
理
の
事
｣
が
世
態
人
情
を
刺
戟
し
て
い
っ
た
と
い
う
｡
こ
の
｢世
風
｣

(12
)

か
ら

『
夕
I
ヘ
ル
ア
ナ
ト
,､､
ア
』
と
い
う

｢
阿
蘭
陀
解
剖
の
書
｣
の
翻
訳
事
業
も
起
っ
て
き
た
が
'
そ
れ
は

｢実
に
天
意
｣
と
も
言
え
る
も

の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡

し
か
る
に
､
翻
訳
に

｢志
を
立
て
｣
た

｢同
志
｣
が

｢各
々
相
集
ま
り
会
議
し
｣
訳
業
を
進
め
て
い
-
間
に

｢各
々
其
志
所
異
り
｣
て

｢第

一

(13
)

の
盟
主
｣
と
も
目
さ
れ
る
前
野
良
沢
な
ど
は

｢世
間
浮
華
の
人
に
多
-
交
る
事
を
厭
ふ
｣
有
様
と
な
っ
た
と
い
う
｡
つ
ま
り

一
方
で
蘭
学
の
勃
興

は
時
勢
の

｢人
気
｣
｢世
風
｣
で
支
え
ら
れ
な
が
ら

一
方
で

｢浮
華
｣
の
風
俗
を
厭
い
避
け
る
性
格
を
生
ん
で
い
っ
た
｡

こ
こ
に

｢社
中
｣
と
表
現
さ
れ
る

｢翻
訳
同
盟
者
達
｣
と

｢浮
華

(花
)
の
輩
｣
と
の
分
立
が
生
じ
て
き
た
｡
『解
体
新
書
』
の
完
成
の
後
､
玄
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(
14
)

白
は

｢万

一
禁
令
を
犯
せ
L
と
罪
蒙
る
べ
き
も
知
ら
れ
ヂ
'
此

一
事
而
甚
恐
怖
せ
し
｣
自
分
を
語
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は

｢浮
華
｣
に
流
れ
る
罪

(15
)

を
恐
れ
る
と
共
に
､
遂
に

｢翻
訳
会
業
｣
は

｢我
医
道
発
明
の
た
め
な
れ
ば
敢
て
共
し
か
ら
ず
｣
と
自
己
を
正
当
化
す
る
事
と
対
極
を
な
し
て
い

た
｡
か
く
し
て
前
者
を
断
ち
､
後
者
に
自
ら
の
よ
す
が
を
求
め
る
態
度
の
中
か
ら

｢翁
｣
が

｢
こ
れ
を
発
起
せ
し
に
よ
り
其
支
派
､
分
派
を
生
じ

(16
)

出
せ
し
｣
と
い
う

｢家
流
｣｢流
派
｣
意
識
が
出
て
き
た
｡

以
上
の
よ
う
に
玄
白
､
玄
沢
の
把
え
た

｢蘭
学
｣
史
は
､
｢実
測
究
理
｣
の
和
蘭
学
術
の
導
入
､
そ
の
学
術
の
内
な
る
世
態
人
情
へ
の
誘
発
'
更

に
｢発
明
｣
へ
の
転
化
と
い
う
精
神
史
的
構
造
を
有
し
て
い
た
｡
し
か
し
'
こ
の
精
神
史
的
構
造
は

｢浮
花
の
輩
｣
を
分
離
し
､
自
ら
を

｢翻
訳
同

盟
者
達
｣
と
い
う
狭
い
人
間
関
係
に
止
め
る
も
の
で
あ
り
､
更
に
､
そ
の
結
果
､
｢我
医
道
発
明
｣｢我
流
派
｣
と
い
う
閉
さ
れ
た
家
元
集
団
内
に
学

問
を
閉
す
方
向
に
あ
っ
た
｡

し
て
み
れ
ば
､
『蘭
東
事
姶
』
の
位
置
は

『東
漸
史
』
の

｢
A
｣
段
階
に
自
ら
存
在
し
て
い
る
事
が
分
る
の
で
あ
る
｡

2

林
子
平
の

『海
国
兵
談
』

茂
吉
は

『東
新
史
』
の
結
論
の
部
分
で
､
林
子
平
に
ふ
れ
て
い
る
｡

抑
モ
我
国
二
於
テ
'
外
蓮
防
禦
二
関
シ
テ
論
説
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ハ
､
林
子
平
ヲ
以
テ
初
ト
ス
｡
子
平
寛
政
ノ
間
二
於
テ
洋
人
ノ
説
ヲ
叩
キ
､
海

(17
)

防
ノ
策
ヲ
講
ズ
｡
其
卓
識
驚
ク
ベ
シ
｡
-
後
年
華
山
'
長
英
ノ
徒
奮
フ
テ
外
勢
ヲ
論
ジ
タ
ル
ガ
如
キ
､
隠
然
其
統
ヲ
継
ギ
シ
モ
ノ
ナ
-
0

茂
吉
に
よ
っ
て
林
子
平
の

.｢外
底
防
禦
の
論
説
｣
は
蘭
学
知
識
の
精
神
化
と
目
さ
れ
'
後
の
華
山
へ
長
英
に

｢隠
然
｣
と
影
響
を
与
え
た
も
の

と
評
価
さ
れ
て
い
る
｡
子
平
の

｢外
冠
防
禦
ノ
論
策
｣
と
は
い
わ
ゆ
る
寛
政
年
間
筆
禍
事
件
を
お
こ
し
た

『海
国
兵
談
』
を
意
味
す
る
が
'
そ
こ

お

で
は
如
何
な
る
精
神
史
的
世
界
が
自

ら
示
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
｡

(18
)

『海
国
兵
談
』
の
思
想
内
容
全
体
に
関
し
て
は
す
で
に
拙
論

｢林
子
年
の
海
防
国
家
像
-
狙
殊
兵
学

･
蘭
学
と
の
連
関
｣
及
び
平
重
道
著

『林

(19
)

子
平
そ
の
人
と
思
想
』
等
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
｡
こ
こ
で
は
主
と
し
て

『東
漸
史
』
の
注
目
す
る

｢世
二
先
ン
ジ
テ
新
説

ヲ
唱
エ

(新
思
想
ヲ
発
育
シ
)
概
世
憂
国
ノ
情
ヲ
発
露
｣
し
た
部
分
に
関
し
て
考
え
て
み
る
｡
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子
平
は

『海
国
兵
談
』
の

｢自
叙
｣
で
､
小
子
は
直
情
径
行
の
独
夫
な
る
ゆ
へ
､
敢
て
忌
韓
を
不
顧
｡
因
て
ベ
ン
ゴ
･ロ
ウ
が
事
を
始
と
し
て

(20
)

都
て
外
蓮
の
来
り
易
さ
わ
け
を
有
の
ま
ま
に
書
し
て
却
て
海
国
肝
要
の
武
備
は
如
レ
此
と
い
う
事
を
肉
食
の
人
々
に
知
ら
し
め
ん
と
欲
る
O

と
述
べ
て
い
る
｡
｢
ベ
ン
ゴ
ロ
ウ
が
事
｣
と
は
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
徒
刑
囚
ベ
ニ
ヨ
ウ
ス
キ
I
が
逃
亡
し
て
日
本
近
海
に
漂
着
し
､
ロ
シ
ャ
の
日
本

侵
略
計
画
を
伝
え
た
海
外
情
報
を
意
味
す
る
｡
ま
た

｢肉
食
の
人
｣
と
は
い
わ
ゆ
る
肉
食
の
西
洋
人
を
指
す
の
で
は
な
-
､
.例
え
ば
『春
秋
左
伝
』

(21
)

荘
公
十
年
の
条
に

｢肉
食
者
都
'
未
レ
能
二
遠
謀

二

と
あ
る
如
く

士
丈
夫
で
い
ま
だ
遠
き
謀
に
至
ら
ぬ
未
開
の
日
本
人
を
示
し
て
い
た
｡
子
平

が
､
『海
国
兵
談
』
筆
述
の
目
的
の

一
つ
は
か
か
る
未
開
の
人
心
を
啓
蒙
し
文
明
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡

子
平
は
日
本
が
海
国
で
あ
る
と
い
う
地
理
的
条
件
下
に
あ
る
た
め

｢外
冠
の
来
り
易
わ
け
｣
｢来
り
難
さ
わ
け
｣
を
考
え
る
｡
｢来
り
難
き
わ
け
｣

は
日
本
近
海
に
は

｢大
海
の
険
｣
が
あ
り
'
｢天
然
の
障
害
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し

｢来
り
易
い
わ
け
｣
と
し
て
は
､
こ
の
大
海
を
乗
り
切
る

｢軍
艦
｣
が

｢吹
風
を
得
れ
ば
日
本
道
に
二
百
里
の
遠
海
も

一
､
二
に
走
り
来
る
｣
と
い
う
｡
ち
な
み
に
､

莫
斯
寄
未
亜
よ
り
加
模
西
葛
杜
加
江
遣
シ
置
シ
豪
傑
･
バ
ロ
ン
･
マ
オ
-
ッ
ツ
･
ア
ラ
ア
ダ
ル
ハ
ン
ベ
ン
ゴ
ロ
ウ
と
い
う
者
･
加
模
西
葛
杜

(22
)

加
よ
り
船
を
発
し
て
･
日
本
江
押
渡
り
港
々
へ
下
縄
し
て
,
其
深
さ
を
測
り
な
が
ら
,
日
本
を
過
半
乗
廻
し
た
る
こ
と
も
あ
る
｡

と
い
う
実
情
と
な
っ
て
.い
る
｡
従
っ
て

｢天
然
の
障
害
｣
を

｢侍
て
備
に
怠
る
｣
な
ら
ば
危
険
な
状
態
に
陥
る
と
考
え
た
｡
し
か
も
近
年

｢其

仕
形
も
大
仕
懸
｣
と
な
り
､
｢異
国
船
｣
は

｢小
城
の
如
-
'
堅
実
至
極
の
船
｣
と
な
り
､
｢大
銃
｣
を
備
え
て
き
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
日
本
を

早
急
に

｢大
城
｣
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
七
い
と
海
防
国
家
像
を
構
想
し
た
o

と
こ
ろ
が
'
こ
う
し
た

｢大
仕
懸
｣
は

一
朝

一
夕
に
成
り
立
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
｡

唐
山
及
び
阿
蘭
陀
､
莫
斯
守
夫
亜
等
の
大
事
を
成
を
聞
く
に
'
三
十
年
は
ま
た
お
ろ
か
五
十
年
､
百
年
三
百
年
を
期
と
し
て
思
ひ
立
つ
事
あ

(23
)
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と
積
年
の
才
智
工
夫
の
功
に
よ
る
と
言
う
｡
当
今
世
界
の
形
成
を
観
る
と
､

五
世
界
の
国
々
-
智
を
積
み
､
天
文
地
理
海
路
等
を
度
量
し
て
'
相
互
に
他
の
遠
国
を
侵
掠
す
べ
き
工
夫
､
五
世
界
の
英
雄
豪
傑
等
互
に
是



(24
)

を
是
と
す
る
こ
と
､
当
世

一
統
の
人
情
と
な
れ
り
｡

と
自
然
科
学
的
技
術
を
内
在
化
さ
せ
た
国
家
意
識
が

｢当
世

一
統
の
人
情
｣
と
な
っ
て
い
る
と
把
え
た
｡
そ
う
し
た
中
で
､
特
に

｢欧
羅
巴
の

諸
国
､
妙
法
を
奉
ず
る
国
人
'
殊
に
此
情
多
し
｣
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
･
キ
-
ス
ト
教
国
に
お
け
る
人
々
の
性
情
が
世
界
を
席
捲
し
っ
つ
あ
る
時
勢
と
受

け
と
っ
た
C
し
か
る
に
日
本
は
欧
羅
巴
と
遠
く
距
っ
て
お
り
､
｢其
上
'
彼
が
説
話
は
古
来
よ
り
取
用
い
ざ
る
人
情
｣
で
あ
る
.
｢開
聞
以
来
三
千
年

の
後
'
今
日
に
至
て
小
子

(
こ
の
事
を
)
始
て
発
言
す
る
｣
有
様
で
あ
る
｡
自
分
の
説
は

｢新
説
を
好
に
も
似
'弁
は
狂
言
を
発
す
る
に
も
似
て
｣

い
る
が

(25
)

天
地
間
､
人
間
世
の
事
に
は
必
変
革
あ
る
事
走
り
た
る
理
あ
り
｡

と
い
う
変
革
の
時
勢
へ
の
日
本
に
お
け
る
覚
醒
で
あ
る
と
自
己
を
正
当
化
し
た
0

以
上
の
如
-
'
子
平
の
思
考
に
お
い
て
は
交
通
に
よ
り
技
術
情
報
が
伝
来
し
､
そ
れ
が
内
部
の
人
心
を
動
か
す
と
い
う
歴
史
の
様
式
が
根
底
と

な
っ
て
い
る
事
が
分
る
｡
そ
の
上
で
'
｢万
々
世
も

一
定
の
今
日
と
思
う
こ
と
な
き
｣
変
革
の
意
識
が
保
有
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
子
平
の

｢外

志
防
禦
ノ
論
策
｣
は
単
な
る
海
防
論
で
は
な
-
､
封
建
体
制
の
変
革
の
論
理
と
い
う

｢新
思
想
｣
へ
の
方
向
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

さ
て
､
子
平
は

｢当
代
｣
に
お
け
る
日
本
の
変
革
の
人
情
と
し
て
未
開
の
人
心
を
文
明
開
化
化
し
よ
う
と
し
た
｡
こ
の
点
で
ま
さ
に
『東
漸
史
』

の
指
摘
す
る
歴
史
発
展
の
様
式
を
自
ら
示
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
｡

と
こ
ろ
で
'
子
平
は

｢人
情
の
変
革
｣
を
｢公
私

一
体
｣
｢上
下

一
体
｣
の
変
革
を
も
っ
て
説
い
て
い
る
｡
子
平
自
ら
の

｢私
｣
も
含
め
て
'

(26
)

上
下
各
非
を
知
り
て
'
家
斉
り
､
国
治
る
べ
し
｡
誠
に
此
如
く
な
ら
ば
､

一
身
の
為
而
己
に
あ
ら
ず
公
儀
江
の
忠
意
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
公
儀
と
は
幕
府
即
将
軍
で
あ
り
'
子
平
の

｢忠
意
｣
は
封
建
体
制
下
に
お
け
る

一
浪
人
の
再
仕
官
を
'｢家
｣
の
再
興
を
願
っ

て
の
勤
仕
観
念
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

こ
の
事
は
子
平
の
個
人
的

(内
至
は
孤
人
的
)
な

｢人
情
｣
の
下
に

｢変
革
｣
を
考
え
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
｡
彼
は
自
己
を

｢独
夫
｣
と

も
表
現
し
た
｡
こ
れ
は
彼
が
目
的
に
し
た

｢世
態
人
情
｣
の
変
革
に
つ
い
て
'
集
団
意
識
と
は
異
る
孤
人
意
識
の
中
で
'｢憂
国
の
情
｣
を
標
模
し
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た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
し
て
み
る
と
､
『海
国
兵
談
』
は

『東
漸
史
』
の
自
主
独
立
に
連
ら
な
る

｢憂
国
ノ
情
｣
の
前
段
階
を
自
ら
示
し
て
い
た

と
考

えられ
る
｡

註

(-)
｢明
治
四
年
同
郷

の
友
人
矢
野
文
雄

の
助
け
に
よ
り
て
上
京
､
慶
応
義
塾
に
学
び
福
沢
諭
吉

に
そ
の
才
学

を
認

め
ら

れ
る
｣
『日
本
近
代

文
学
大
事

典』
講
談
社
昭
五
二
｡

(2)
前
掲

『
文
明
東
漸
史
』
松
島
栄

一
解
説
四
五
四
頁
｡

(3)
前
掲
本

l
二
二
六
頁
｡

(4)
松
村
明
校
注

『蘭
東
事
始
』
岩
波
･
日
本
古
典
文
学
大
系
95
､
昭
三
九
'
四
七
三
貢
｡

(5)
前
掲
本

二
八
五
頁
｡

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(‖)

(12)
(13)

〝

四
七
三
頁
｡

"

解
説
四
五
三
頁
｡

前
掲
本
四
七
四
頁
｡

〝

四
七
七
頁
｡

〝

四
八
四
頁
｡

〝

四
八
六
頁

"

四
九
七
頁
｡

〃

四
九
八
頁
｡
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(14)(15)
(16)

〃

五
〇
四
貢
｡

〝

五
〇
六
頁
O

(17)
(18)

(19)
(20)

(21)
前
掲
本

二
八
五
亘
｡

『日
本
思
想
史
学
研
究
三
』
東
北
大
学
日
本
思
想
史
研
究
室
編
昭
四
四
｡

『仙
台
藩
の
歴
史
Ⅳ
』
仙
台

宝
文
館
昭
五
三
｡

村
岡
典
耐
校
訂
本
岩
波
文
庫

昭

1
四
､

二

頁
O

前
掲
本

『文
明
東
漸
史
』
二
五
七
頁
に
も



( ( ( ( (

262524 2322) ) ) ) )

｢
(蛮
社
の
獄
の

時
)蓋
シ
肉

食者

へ

独り時

勢
二
年盲
ナ
-
シ

ノ
-

ナ
ラ

ズ

社
会

共
衆
又
然
り
｡
侶
令

有
力
者
ヲ
シ

テ

車
山
､
長
考
/
見

識
ア
ラ

シ
ム
ル

モ
此
勢
二
逆
ッ

テ

事
ヲ

為
シ

得ンヤ
｣

と

ある｡

前
掲
本

九
貢
｡

〝

二
四
一
貢
｡

〃

二
五
頁
｡

〃

二
四
貢
｡

〃

二
四
六
頁
｡

附
記

本
稿
は
も
と
も
と
三
節
立
で
執
筆
し
'
前
述
し
た
第

一
'
第
二
節
の
後
に
か
か
る
茂
吉
の
歴
史
思
考
の
意
味
自
休
を
第
三
節
で
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
て

い
た
｡
掲
載
紙
数
の
関
係
で
第
三
節
を
省
い
た
｡

な
お
省
い
た
部
分
を
含
ん
で

｢洋
学
の
歴
史
思
想
｣
に
関
し
て
は
拙
論

(『季
刊
日
本
思
想
史
』
第
十
六
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
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