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は
じ
め
に

石
橋
湛
山
が
合
理
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
石
橋
を
対
象
と
し
た
論
考
が
、

石
橋
の
特
徴
と
し
て
合
理
主
義
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
常
套
的
と
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
石
橋
が
『
東
洋
経
済
新
報
』

な
ど
で
世
に
訴
え
か
け
た
所
説
は
、
発
表
さ
れ
た
当
時
は
世
論
を
喚
起
し
、
多
数
派
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
結
果
を
見
れ
ば
、

石
橋
の
主
張
は
そ
の
多
く
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
論
者
の
多
く
は
石
橋
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
先

見
性
を
記
す
の
で
あ
る
。

だ
が
、
な
ぜ
石
橋
は
先
見
性
や
合
理
性
を
持
ち
え
た
の
か
、
な
ぜ
時
代
の
動
向
に
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し
た
態
度
で
主
張
を
続
け
ら
れ
た

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
説
が
現
在
で
も
通
用
す
る
か
ら
先
見
性
が
あ
っ
た
、
と
解
説
さ
れ
た
り
（
１
）
、『
東
洋
経
済
新
報
』
の

思
想
的
伝
統
が
背
景
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
（
２
）

が
、
本
格
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状

を
踏
ま
え
、
石
橋
の
特
徴
と
さ
れ
る
合
理
主
義
と
先
見
性
と
の
根
幹
を
な
す
原
理
に
着
目
し
、
そ
の
よ
う
な
原
理
か
ら
石
橋
が
い
か
な
る

状
況
認
識
を
行
い
、
そ
の
対
応
を
示
し
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

石
橋
に
お
け
る
原
理
と
合
理

言
論
人
と
し
て
の
石
橋
の
評
価
は
、
そ
の
合
理
性
と
先
見
性
に
尽
き
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
歴
史
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
結
果
的
に
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石
橋
の
主
張
は
正
し
か
っ
た
、
そ
の
意
見
は
現
在
で
も
通
用
す
る
、
ゆ
え
に
石
橋
は
先
見
性
が
あ
っ
た
、
と
い
う
単
線
的
な
根
拠
と
論
法

に
よ
っ
て
評
価
す
る
の
で
は
、
石
橋
が
批
判
す
る
「
徹
底
し
た
目
安
が
な
い
（
３
）

」
判
断
、
あ
る
い
は
状
況
主
義
的
判
断
と
同
じ
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
石
橋
の
主
張
が
現
在
で
も
通
用
す
る
か
ら
評
価
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
石
橋
が
何
を
批
判
し
た
の
か
と
い
う
側
面
が
抜
け
落
ち

る
か
ら
で
あ
る
。
石
橋
は
状
況
や
結
果
を
批
判
す
る
が
、
重
要
な
の
は
そ
の
「
批
判
の
仕
方
」
で
あ
り
、
状
況
や
結
果
が
現
に
あ
る
よ
う

に
な
っ
た
経
緯
と
そ
の
内
実
で
あ
る
。
石
橋
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
状
況
そ
の
も
の
で
も
あ
る
が
、
問
題
な
の
は
、
そ
れ
を
批
判
、
分

析
す
る
際
に
「
何
を
も
っ
て
批
判
」
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
石
橋
の
独
自
性
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
石
橋
は
単
に
合
理
主
義
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
原
理
主
義
者
（
４
）

で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
石
橋
は
状
況
認
識
と
、
そ
の
後
の

方
向
を
考
え
る
際
に
、
合
理
的
、
原
理
的
観
点
か
ら
対
象
を
見
る
こ
と
の
で
き
た
、
稀
有
な
人
物
で
あ
り
、
情
緒
で
は
な
く
論
理
に
依
拠

す
る
と
い
う
意
味
で
、
日
本
的
で
は
な
い
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
原
理
主
義
者
と
し
て
の
石
橋
に
と
っ
て
、
原
理
と
合
理
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
原
理
と
合
理
は
、
石
橋
の
中

で
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
状
況
認
識
に
は
相
対
的
で
は
な
い
、
絶
対
的
な
る
も
の
と
し
て
の
「
原

理
」
で
も
っ
て
対
応
し
、
そ
の
状
況
に
対
処
す
る
方
法
が
石
橋
の
信
ず
る
「
合
理
」、
す
な
わ
ち
原
理
に
従
っ
た
行
動
と
い
う
意
味
で
の

合
理
な
の
だ
。
石
橋
の
合
理
的
認
識
と
行
動
は
、
原
理
を
前
提
と
し
て
お
り
、
原
理
の
中
で
の
み
、
合
理
的
に
な
る
。
そ
し
て
、
状
況
認

識
も
合
理
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
原
理
内
に
お
け
る
合
理
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
５
）
。

は
じ
め
に
状
況
が
あ
り
、
そ
の
状
況
を
事
実
と
し
て
捉
え
、
現
実
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
状
況
に
国
家
や
国
民
や
個
人
が
、
い
か
に
合

致
し
、
順
応
し
、
対
応
す
る
か
。
こ
れ
が
、
合
理
で
あ
る
。
新
た
に
自
分
た
ち
が
発
見
し
た
状
況
に
合
わ
せ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
当

事
者
に
と
っ
て
新
し
い
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
事
柄
と
そ
れ
に
対
す
る
認
識
が
、
主
流
に
な
り
え
る
場
合
、
あ
る
対
象
は
肯
定
的
に
認
識
さ

状況主義に対する石橋湛山の批判
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れ
る
。
こ
の
場
合
、
基
準
と
な
り
、
あ
る
い
は
正
当
化
す
べ
き
も
の
は
、
自
分
た
ち
の
現
状
に
比
べ
て
よ
り
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
進
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
そ
れ
自
体
が
肯
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
遅
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
も
の
は
、
そ

れ
自
体
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

朝
鮮
、
台
湾
、
満
州
に
お
い
て
、
現
地
民
を
隷
属
的
な
地
位
に
置
い
て
い
る
日
本
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
行
わ
れ
た
パ
リ
講
和
会

議
に
お
い
て
人
種
差
別
撤
廃
案
を
提
出
す
る
の
は
（
６
）
、
一
見
す
る
と
不
可
思
議
な
行
動
で
あ
り
、
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
差
別
的
行
動
を
取
り
な
が
ら
他
方
で
そ
の
対
極
に
あ
る
人
種
差
別
撤
廃
を
提
案
し
、
そ
こ
に
矛
盾
を
感
じ
な
い
の
は
、

「
状
況
が
遅
れ
て
い
る
」
者
、「
認
識
が
遅
れ
て
い
る
」
者
に
対
す
る
否
定
の
論
理
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
状
況
を
認
識
で
き
ず
、

対
応
で
き
な
い
者
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
者
と
な
る
か
ら
、
植
民
地
の
現
地
民
は
よ
り
遅
れ
た
者
と
し
て
隷
属
的
な
立
場
に
置
か
れ
る
の

は
当
然
の
こ
と
と
な
る
。
一
方
、
東
洋
の
盟
主
を
も
っ
て
自
ら
認
め
る
日
本
は
、
世
界
の
五
大
国
の
一
角
を
占
め
る
に
至
り
、
今
や
よ
り

進
ん
だ
者
の
一
員
と
な
っ
た
。
そ
の
、
よ
り
進
ん
だ
者
と
し
て
の
日
本
の
在
外
居
留
民
が
現
地
で
差
別
的
な
扱
い
（
７
）
を
受
け
る
と
す
れ
ば
ど

う
な
る
か
。
同
じ
立
場
に
あ
る
者
同
士
が
互
い
に
差
別
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
不
当
な
取
り
扱
い
は
禁
止
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
禁
止
こ
そ
が
文
明
国
の
責
務
と
な
る
。
人
種
差
別
撤
廃
案
を
巡
る
日
本
の
態
度
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
枠
組

み
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
石
橋
は
、「
自
分
が
出
来
な
い
こ
と
を
他
人
に
要
求
す
る
な
」
と
い
う
形
で
人
種
差
別
撤
廃
案
を
め
ぐ
る
日
本
の
主
張

の
矛
盾
が
何
で
あ
る
か
を
直
截
に
指
摘
し
て
い
る
（
８
）

。
そ
し
て
、
軍
国
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
植
民
地
主
義
を
内
容
と
す
る
大
日
本
主
義

に
対
す
る
批
判
と
し
て
石
橋
が
論
説
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」
で
主
張
し
た
内
容
の
核
心
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
海
外
拡
張
政
策
を
放
棄
す

る
こ
と
が
、
日
本
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
つ
か
を
、
統
計
的
な
根
拠
を
提
示
し
つ
つ
指
摘
す
る
石
橋
の
観
点
は
、「
バ
ス

国際日本学論叢
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に
乗
り
遅
れ
る
な
」
と
い
っ
た
議
論
と
は
完
全
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
石
橋
か
ら
す
れ
ば
「
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
な
」
と
い
う
議
論
は
、

所
与
の
状
況
へ
の
対
処
を
も
っ
て
最
善
と
す
る
態
度
、
あ
る
い
は
目
の
前
の
状
況
に
対
す
る
条
件
反
射
と
し
て
の
状
況
主
義
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
「
小
欲
（
９
）

」
を
大
事
と
取
り
違
え
、
目
先
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

石
橋
は
そ
の
周
囲
の
状
況
を
認
識
す
る
際
に
、
一
定
の
基
準
を
設
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
状
況
認
識
の
原
理
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
状
況
主
義
的
態
度
を
取
る
者
も
、
所
与
の
状
況
に
条
件
反
射
的
に
対
応
す
る
と
い
う
点
で
、
何
ら
か
の
原
理
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
状
況
主
義
者
の
原
理
と
石
橋
の
原
理
と
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
相
違
の
存
す
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
石
橋
の
態
度
は
時
代
や
状
況
に
振
り
回
さ
れ
な
い
理
由
は
、
そ
の
時
代
と
状
況
に
個
別
に
対
応
す
る
と
い
う
こ

と
を
も
っ
て
合
理
的
と
し
、
合
理
的
態
度
と
考
え
る
意
味
で
の
合
理
主
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

公
益
と
私
益
の
問
題

石
橋
は
そ
の
場
の
状
況
を
相
対
的
に
見
て
合
理
的
に
、
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
信
ず
る
基
準
で
判
断
す
る
。
そ
こ
で
、

本
節
で
は
石
橋
が
具
体
的
に
い
か
な
る
場
面
で
い
か
な
る
認
識
を
し
、
判
断
し
て
い
る
の
か
を
検
証
し
よ
う
。

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
あ
っ
た
大
阪
市
電
の
罷
業
に
つ
い
て
、
石
橋
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

労
働
問
題
の
上
か
ら
論
じ
て
、
公
共
事
業
と
そ
の
他
の
事
業
と
の
間
に
何
ら
の
区
別
は
な
い
（
10
）
。

状況主義に対する石橋湛山の批判
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公
共
事
業
に
従
事
せ
る
労
働
者
の
労
働
条
件
は
他
の
一
般
労
働
者
の
労
働
条
件
よ
り
一
層
悪
い
、
彼
ら
は
何
故
に
こ
の
悪
い
待
遇

を
、
そ
の
事
業
が
公
共
事
業
な
る
が
故
に
忍
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
か
よ
う
な
理
窟
は
一
も
な
い
（
11
）
。

こ
の
批
判
は
「
公
共
事
業
従
業
者
が
、
か
く
の
如
く
に
わ
か
に
罷
業
を
し
、
社
会
に
迷
惑
を
蒙
ら
す
こ
と
は
不
都
合
だ
と
の
議
論
（
12
）
」
に

対
す
る
も
の
で
、
大
阪
市
会
議
員
の
あ
る
人
が
「
英
国
の
鉄
道
罷
業
が
、
社
会
の
同
情
を
得
能
わ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
、
同
じ

公
共
事
業
な
る
大
阪
市
電
の
罷
業
も
ま
た
社
会
の
同
情
を
得
ら
れ
ぬ
」
と
指
摘
し
、
社
会
の
同
情
を
得
ら
れ
な
い
と
す
る
主
張
に
対
し
て
、

そ
の
感
情
は
正
し
い
か
（
13
）
と
の
問
題
を
提
示
す
る
。

こ
の
大
阪
市
会
議
員
の
発
言
は
、
外
国
の
一
つ
の
国
で
あ
っ
た
出
来
事
を
例
と
し
て
出
し
、
そ
れ
ゆ
え
日
本
で
も
こ
の
国
の
よ
う
に
罷

業
が
社
会
の
同
情
を
得
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
事
実
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
議
員
の
価
値
判
断
は
何

ら
入
っ
て
お
ら
ず
、
英
国
で
同
じ
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
日
本
で
も
同
じ
で
あ
ろ
う
、
も
し
く
は
英
国
で
も
社
会
か
ら
の
同
情
は
な
か
っ
た

の
だ
か
ら
、
日
本
も
な
く
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
、
状
況
認
識
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
議
員
が
こ
の
状
況
を
ど
う
と
ら

え
て
い
る
か
を
、
こ
こ
か
ら
は
窺
え
な
い
。
こ
の
議
員
の
発
言
は
、
当
時
日
本
よ
り
先
進
国
で
あ
っ
た
英
国
で
も
同
様
の
状
況
が
あ
っ
た

こ
と
に
由
来
し
て
い
る
が
、
も
し
、
こ
れ
が
英
国
で
は
な
く
、
朝
鮮
、
台
湾
と
同
じ
状
況
で
あ
っ
た
の
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
議

員
は
、
朝
鮮
や
台
湾
で
も
同
じ
状
況
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
じ
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
形
式
の
主
張
は
し
な
い
は
ず
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
よ
り
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
国
と
自
己
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
国

と
の
比
較
を
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
橋
は
、
先
進
国
と
の
比
較
に
よ
っ
て
自
国
の
現
象
を
捉
え
る
こ
と
を
せ
ず
、

よ
り
根
本
的
な
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
社
会
が
罷
業
を
悪
む
感
情
を
持
っ
た
と
し
て
、
果
た
し
て
そ
の
感
情
が
そ
の
判
断

国際日本学論叢
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が
正
し
い
か
否
か
と
い
う
原
理
的
な
問
題
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

石
橋
に
よ
れ
ば
「
労
働
問
題
の
上
か
ら
論
じ
て
、
公
共
事
業
と
そ
の
他
の
事
業
と
の
間
に
何
ら
区
別
は
」
な
く
「
公
共
事
業
が
、
他
の

事
業
か
ら
区
別
せ
ら
る
る
は
、
労
働
者
側
か
ら
見
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
消
費
者
側
か
ら
見
た
こ
と
で
あ
る
（
14
）
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で

の
石
橋
の
立
論
に
は
、「
外
国
は
こ
う
で
あ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
「
労
働
問
題
」
と
し
て
、
ま
た

公
共
事
業
者
と
そ
の
他
が
な
ぜ
違
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、わ
れ
わ
れ
が
こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
、

根
本
的
と
い
え
る
問
題
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
を
提
示
し
て
い
る
。

本
来
的
に
、
消
費
者
が
労
働
者
で
あ
る
よ
う
に
、
労
働
者
も
消
費
者
で
あ
る
が
、
罷
業
を
悪
と
す
る
消
費
者
は
、
公
共
事
業
者
に
対
し

て
「
同
じ
労
働
者
」
と
い
う
感
覚
、
視
点
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
公
共
事
業
者
は
民
間
と
は
区
別
さ
れ
、
公
益
を
優
先
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
、
私
益
が
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
公
益
優
先
、
私
益
否
定
に
つ
な
が
る
き
っ
か
け
に
な
る
、
あ
る
い
は
そ
の
原
型

と
な
る
考
え
方
と
も
い
え
る
が
、
石
橋
は
、
公
共
事
業
従
業
者
が
、
公
共
事
業
を
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
な
ぜ
待
遇
の
悪
さ
に

耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
指
摘
す
る
（
15
）
。

公
共
事
業
従
事
者
も
労
働
者
で
あ
っ
て
、
公
共
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
劣
悪
な
待
遇
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
な
い
と
い
う
考
え
は
、
石
橋
の
公
益
観
と
私
益
観
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
や
が
て
、
時
代
は
「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で

は
」、「
ぜ
い
た
く
は
敵
だ
」
と
い
っ
た
標
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
益
を
否
定
し
公
益
に
尽
く
す
べ
き
だ
と
い
う
風
潮
を
迎
え
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
石
橋
が
私
益
の
否
定
と
公
益
へ
の
服
従
と
い
う
時
代
の
要
請
に
反
対
で
き
た
の
は
、
石
橋
が
、
何
を
重
視
し
、

何
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
か
ら
特
定
の
対
象
を
区
別
す
る
た
め
の
原
理
を
持
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
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公
共
事
業
、
公
共
、
公
益
と
労
働
者
の
立
場
に
対
す
る
石
橋
の
認
識
は
、
労
働
者
は
公
共
事
業
だ
ろ
う
と
労
働
者
で
あ
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
石
橋
は
、
公
益
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
益
を
考
え
な
く
て
よ
い
は
ず
も
な
く
、
公
益
を
優
先
す
べ
き
と
い
う
こ

と
で
私
益
を
否
定
し
て
は
い
け
な
い
し
、
そ
の
正
当
化
に
な
ん
ら
合
理
性
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
石
橋
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。我

こ
そ
公
益
た
だ
一
つ
を
念
と
し
、
私
利
の
如
く
は
全
く
思
う
て
も
み
た
こ
と
が
な
い
と
信
ず
る
人
の
行
動
を
解
剖
し
、
あ
る
い

は
そ
の
人
自
身
が
自
己
の
心
情
を
冷
静
に
反
省
し
て
み
る
が
よ
い
。（
中
略
）
金
銭
に
は
恬
淡
で
あ
っ
て
も
、
名
誉
を
思
い
、
権
威

を
求
む
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
私
利
私
欲
の
一
種
で
あ
る
。
あ
る
い
は
世
間
に
は
は
な
は
だ
消
極
的
の
性
情
の
人
も
あ
っ
て
、

金
銭
も
顧
み
ず
、
悠
々
自
適
、
心
の
赴
く
ま
ま
の
生
活
を
営
む
者
も
あ
る
。（
中
略
）
彼
は
そ
の
欲
事
に
超
然
た
る
こ
と
に
、
あ
た

か
も
金
銭
名
聞
を
求
む
る
者
が
、
そ
の
金
銭
名
聞
に
楽
し
み
を
感
ず
る
と
同
様
に
、
や
は
り
楽
し
み
を
感
ず
る
か
ら
こ
そ
、
さ
よ
う

の
生
活
を
す
る
の
で
あ
る
（
16
）
。

石
橋
は
、
公
益
の
み
を
念
頭
に
置
き
、
私
利
を
追
求
す
る
こ
と
は
一
切
な
い
と
い
う
者
で
あ
っ
て
も
、
も
し
名
誉
や
権
威
を
求
め
る
の

で
あ
れ
ば
、
や
は
り
私
利
を
求
め
て
い
る
の
と
同
じ
だ
と
す
る
。
公
益
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
と
反
対
の
私
益
は
、
私
益
で
あ
る
が
ゆ
え

に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
構
図
は
、
公
益
事
業
者
で
あ
る
だ
け
で
労
働
者
の
権
利
を
否
定
さ
れ
、
劣
悪
な
環
境
を
も
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
、
公
益
事
業
者
に
対
す
る
批
判
の
論
理
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
益
事
業
者
の
場
合
は
罷
業
が
批
判
さ
れ
た
が
、
公
益
と
私
益

を
比
較
す
る
場
合
は
、
批
判
の
矛
先
が
私
益
に
向
か
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
石
橋
は
、
公
益
を
求
め
る
私
欲
も
私
益
の
一
類
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型
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
利
を
計
ら
ん
と
す
れ
ば
公
益
に
一
致
す
る
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
17
）
」
と
い
う
石
橋
の
指
摘
は
、「
公
益
に
尽
く
す
べ
き
」

と
は
全
く
違
う
考
え
で
あ
る
。
私
利
的
に
振
る
舞
う
こ
と
が
公
益
に
な
る
と
い
う
発
想
は
、
公
益
と
私
益
は
全
く
別
に
分
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
一
時
的
な
い
し
部
分
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
社
会
の
進
歩
を
促
進
す
る
動
力
が
、
そ
の
矛
盾
の
中
に
あ
る
、
と
い

う
考
え
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
18
）
。
そ
し
て
、
石
橋
は
、
公
益
か
私
益
か
と
い
っ
た
二
元
論
で
は
な
く
、
消
費
者
は
労
働
者
で
あ
り
労

働
者
は
消
費
者
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
公
益
と
私
益
は
互
い
に
関
わ
っ
て
お
り
、
公
益
だ
け
、
私
益
だ
け
の
人
間
は
お
ら
ず
、
両
者
を

同
時
に
追
求
す
る
の
が
「
人
間
の
性
質
（
19
）
」
で
あ
と
す
る
。

こ
れ
は
、
一
面
に
お
い
て
は
、
一
方
を
選
択
し
、
他
方
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
折
衷
主
義
的
な
価
値
観
の

表
れ
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
特
定
の
一
方
を
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
態
度
は
、
あ
る
対
象
は
状
況
に
よ
っ
て
全

く
異
な
る
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
一
方
の
側
か
ら
の
み
の
視
点
で
他
方
を
否
定
し
な
い
と
い
う
、
複
眼
的
な
考
え
な

の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
、
石
橋
は
、
共
同
体
、
公
、
全
体
あ
る
い
は
全
体
主
義
と
一
体
化
す
る
「
公
益
に
尽
く
す
べ
き
」
と
い

う
考
え
方
を
絶
対
視
す
る
と
と
も
に
同
調
と
同
化
を
強
制
し
、
こ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
見
方
を
否
定
す
る
と
い
う
態
度
と
一
線
を
画
す
る
の

で
あ
る
。

絶
対
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
相
対
主
義

石
橋
の
複
眼
的
な
認
識
は
、
単
に
公
益
事
業
者
の
罷
業
や
公
益
と
私
益
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
列
強
と
植
民
地
に
対
す
る
視
点
に
も

状況主義に対する石橋湛山の批判
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つ
な
が
っ
て
い
る
。
公
益
を
列
強
に
、
私
益
を
植
民
地
に
置
き
換
え
る
と
、
そ
の
中
身
と
性
格
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
も
の
の
、
日

本
と
い
う
国
家
と
そ
の
国
民
の
選
択
と
行
動
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
同
化
、
同
調
し
、
そ
れ
以
外
を
否
定
し
、
も
し
く
は
考
慮
の
外
に
置

い
て
し
ま
う
と
い
う
、
排
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
石
橋
は
ど
ち
ら
か
を
一
方
的
に
否
定
も
肯
定
も
し

な
い
。
例
え
ば
、
石
橋
は
、
林
銑
十
郎
内
閣
に
よ
る
政
党
の
排
除
を
攻
撃
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

政
治
に
お
い
て
最
も
危
険
な
る
こ
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
根
底
と
す
る
絶
対
主
義
だ
。
何
国
と
は
絶
対
に
両
立
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
か
、
何
団
体
と
は
根
本
的
に
相
並
び
立
つ
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
如
き
だ
。
政
治
に
お
い
て
、
経
済
に
お
い
て
、
ま
た
国

際
関
係
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
絶
対
主
義
的
立
場
に
立
て
ば
、
そ
の
行
き
つ
く
先
は
、
対
手
を
征
服
し
、
乃
至
は
屈
服
し
て
し
ま
う

こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
満
足
す
る
境
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
果
は
、
国
際
的
に
は
極
端
な
る
帝
国
主
義
、
国
家
的
に

は
独
裁
政
治
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
政
治
の
運
行
を
円
満
な
ら
し
む
る
た
め
に
は
、
か
く
絶
対
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
我
等
の
社
会

の
利
害
は
複
雑
で
あ
る
。
雇
主
と
被
雇
人
と
の
利
益
は
衝
突
す
る
。
商
人
と
農
業
家
の
利
益
は
必
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
一
口
に

全
体
主
義
だ
な
ど
と
い
っ
て
も
、
こ
の
事
実
に
目
を
閉
ず
る
者
は
あ
る
ま
い
。
し
か
ら
ば
即
ち
政
治
家
の
任
務
は
、
如
何
に
こ
の
利

害
の
相
異
な
る
多
数
者
に
、
最
大
限
の
満
足
を
与
う
る
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
階
級
が
、
国
家
の
名
を
以
て
、
他
の
主
張
と

要
望
を
圧
迫
す
る
こ
と
は
非
で
あ
る
（
20
）
。

こ
こ
で
、
石
橋
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
持
つ
分
断
的
な
力
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
根
底
と
す
る
態
度
が
危
険
な
の
は
、

往
々
に
し
て
排
他
的
な
行
動
と
い
う
形
を
取
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
す
。
そ
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
に
よ
っ
て
軍
事
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的
、
経
済
的
に
対
立
す
る
場
合
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
相
手
を
殲
滅
す
る
以
外
に
問
題
を
解
消
す
る
手
段
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
、
石
橋
は
、
二
者
択
一
的
な
行
動
を
取
り
が
ち
な
日
本
と
い
う
国
家
と
国
民
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
石
橋
は
、「
社
会
の
利
害
は
複
雑
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
立
つ
ゆ
え
に
、
事
象
を
単
純
化
し
が
ち
で
あ
る
排
他
的
な
選
択
に

疑
問
を
呈
し
、
絶
対
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
の
相
対
主
義
の
観
点
に
立
つ
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
。

排
他
的
、
あ
る
い
は
排
中
的
な
態
度
と
し
て
の
絶
対
主
義
が
、
他
の
選
択
肢
を
捨
象
す
る
と
い
う
点
で
あ
た
か
も
確
固
と
し
た
原
理
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
が
ら
、
実
は
単
に
所
与
の
条
件
に
条
件
反
射
的
に
対
応
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な

ら
、
こ
の
一
文
は
、
そ
の
よ
う
な
原
理
な
き
行
動
に
対
す
る
石
橋
の
痛
烈
な
批
判
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

に
批
判
す
る
石
橋
自
身
は
、
双
方
に
取
る
べ
き
点
が
あ
る
た
め
に
、
一
方
を
選
び
他
方
を
排
除
す
る
と
い
う
行
動
に
出
る
こ
と
を
戒
め
る

こ
と
で
、
選
択
肢
の
比
較
考
量
こ
と
そ
が
よ
り
よ
い
結
果
を
残
す
た
め
に
は
不
可
欠
で
、
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
行
動
の
指
針
、

す
な
わ
ち
原
理
を
持
つ
の
で
あ
る
。

大
日
本
主
義
へ
の
批
判
に
お
け
る
石
橋
の
原
理
主
義

例
え
ば
、「
日
本
の
現
在
お
よ
び
将
来
の
運
命
を
決
す
る
第
一
義
は
ど
こ
に
あ
る
か
」、「
徹
底
し
た
目
安
が
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
彼

ら
は
や
む
を
え
ず
、
そ
の
時
々
の
日
和
を
見
、
そ
の
時
々
他
人
の
眼
色
を
窺
っ
て
行
動
す
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
（
21
）
」、
あ
る
い
は
、「
徹

底
的
の
智
見
を
以
て
一
切
の
問
題
に
対
す
る
の
覚
悟
を
せ
よ
（
22
）
」
と
い
っ
た
指
摘
と
主
張
に
、
石
橋
の
態
度
の
基
本
的
な
あ
り
方
が
見
て
取

れ
る
。

状況主義に対する石橋湛山の批判
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こ
こ
で
石
橋
が
批
判
し
て
い
る
の
は
「
浅
薄
弱
小
な
る
打
算
主
義
（
23
）
」
で
あ
り
、
目
安
が
な
く
そ
の
場
の
状
況
に
よ
っ
て
判
断
す
る
だ
け

の
態
度
で
あ
る
。

大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
三
回
に
渡
っ
て
連
載
さ
れ
た
社
説
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」
で
は
、「
バ
ス
に
乗

り
遅
れ
る
な
」
と
い
う
議
論
に
対
す
る
批
判
が
正
面
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。

石
橋
は
海
外
拡
張
政
策
を
放
棄
す
る
こ
と
が
、
日
本
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
も
つ
か
を
、
統
計
的
な
根
拠
を
提
示
し
つ
つ
、

経
済
的
、
軍
事
的
側
面
か
ら
指
摘
す
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
石
橋
が
行
っ
た
批
判
の
論

理
、
批
判
の
仕
方
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
批
判
の
論
理
と
批
判
の
仕
方
は
、
本
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
原
理
的
批
判
で
あ
る
。

石
橋
は
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」
の
中
で
、
大
日
本
主
義
を
唱
え
る
者
の
難
点
を
挙
げ
、「
第
一
点
は
幻
想
で
あ
る
、
第
二
点
は
小
欲

に
囚
え
ら
れ
、
大
欲
を
遂
ぐ
る
の
途
を
知
ら
ざ
る
も
の
（
24
）
」
と
し
、
前
者
は
経
済
上
と
軍
事
上
の
理
由
か
ら
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

国
内
に
お
け
る
、
日
本
が
植
民
地
を
持
て
な
い
の
は
「
不
公
平
で
あ
る
」
と
い
う
不
満
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
25
）
。
す
な
わ
ち
、

「
列
強
が
広
大
な
る
植
民
地
ま
た
は
領
土
を
有
す
る
に
、
日
本
に
独
り
矮
小
な
る
国
土
に
跼
蹐
せ
よ
と
い
う
の
は
不
公
平
で
あ
る
（
26
）
」
と
し

て
当
時
の
日
本
国
内
の
主
流
で
あ
っ
た
意
見
に
触
れ
つ
つ
、「
い
く
ら
他
国
の
領
土
の
広
い
こ
と
が
羨
ま
し
い
と
も
、
今
更
そ
の
真
似
を

す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
す
れ
ば
、
我
が
国
は
宜
し
く
逆
に
出
て
、
列
強
に
そ
の
領
土
を
解
放
さ
せ
る
策
を
取
る
の
が
、
最
も
賢
明
の
策
で

あ
る
、
そ
れ
に
は
ま
ず
我
が
国
か
ら
解
放
政
策
取
っ
て
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
27
）
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
表
決
の
結
果
廃
案
と
な
っ
た
人
種

差
別
撤
廃
案
に
つ
い
て
は
、「
我
が
国
は
、
自
ら
実
行
し
て
い
ぬ
こ
と
を
主
張
し
、
他
に
だ
け
実
行
を
迫
っ
た
（
28
）
」
と
分
析
す
る
。

こ
の
場
合
の
日
本
の
不
公
平
感
の
対
象
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
植
民
地
を
持
っ
て
い
た
欧
米
列
強
に
対
し
て
だ
け
で
あ
り
、
自

ら
が
所
有
し
て
い
る
朝
鮮
、
台
湾
な
ど
の
植
民
地
に
対
し
て
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
い
う
「
公
平
」
が
届
く
範
囲
は
、
日
本
と
欧
米

国際日本学論叢
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列
強
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
石
橋
は
、
そ
の
後
に
植
民
地
化
さ
れ
た
国
々
が
独
立
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
国
々

に
対
し
て
公
平
、
平
等
に
接
す
る
、
接
し
よ
う
と
す
る
観
点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
状
、
状
況
か
ら
自
ら
の
位
置
を
考
え
、
そ
れ
を
固
定

し
た
も
の
と
す
る
考
え
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。

列
強
や
他
の
先
進
国
の
行
っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
だ
、
と
い
う
と
き
、
そ
の
正
し
さ
は
、
原
理
的
、
主
義
的
な
正
し
さ
で
は
な

く
、「
そ
れ
が
主
流
だ
」
と
い
う
現
在
の
状
況
に
由
来
す
る
正
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
対
応
す
る
の
が
正
し
い
こ
と
だ
と
す

る
考
え
方
、
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
が
原
理
的
正
し
さ
に
対
置
さ
れ
る
、
状
況
的
正
し
さ
で
あ
る
。
確
か
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
日
本
の

み
が
近
代
化
に
成
功
し
た
の
は
、
墨
守
す
べ
き
原
理
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
先
進
国
が
自
分
た
ち
に
し
た
こ
と
は
、
状
況
と
し
て
受

け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
し
て
そ
の
「
正
し
い
こ
と
」
を
他
国
に
対
し
て
行
う
こ
と
も
状
況
的
正
し
さ
に
よ
れ
ば
間
違
っ
て
い
な
い

と
い
う
認
識
が
あ
る
。
し
か
し
石
橋
は
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
も
列
強
を
見
る
の
と
同
じ
視
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

例
え
ば
、「
中
国
に
対
す
る
平
等
」
が
話
題
に
な
る
と
き
、
そ
の
平
等
と
は
英
米
の
よ
う
な
外
国
勢
力
と
の
間
の
中
国
に
対
す
る
接
し
方

の
平
等
性
で
あ
っ
て
、
中
国
と
日
本
の
間
の
平
等
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

人
種
平
等
案
が
、
そ
れ
は
性
格
上
普
遍
的
足
り
う
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
英
米
か
ら
だ
け
で
な
く
中
国
か
ら
も

否
定
さ
れ
た
の
は
、
日
本
が
、
人
種
平
等
を
称
し
な
が
ら
自
ら
の
行
動
を
不
問
に
付
し
、
自
国
の
利
益
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
外
交
の
場
に
お
い
て
自
国
の
利
益
を
主
張
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
そ
の
主
張
の
中
身
で
あ
り
、
石
橋
は
そ
の
よ
う

な
矛
盾
を
矛
盾
と
思
わ
な
い
当
局
者
の
感
性
と
論
理
の
あ
り
方
を
問
う
た
の
だ
。

状況主義に対する石橋湛山の批判
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お
わ
り
に

も
し
、
現
代
で
も
石
橋
が
生
き
続
け
る
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
石
橋
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
先
見
性
や
合
理

性
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
原
理
性
に
あ
り
、
そ
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
行
動
、
主
張
し
続
け
た
点
に
あ
る
。

「
社
の
存
続
を
考
え
る
た
め
に
は
い
く
ら
か
同
調
す
べ
き
で
は
な
い
か
（
29
）
」
と
い
っ
た
、
東
洋
経
済
社
内
か
ら
の
会
社
の
こ
と
を
考
え
た

「
合
理
的
」
な
判
断
こ
そ
が
、
石
橋
が
言
う
「
浅
薄
弱
小
な
る
打
算
主
義
（
30
）
」
で
あ
り
、
こ
の
種
の
合
理
と
は
違
う
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で

あ
る
。

石
橋
の
も
つ
原
理
そ
の
も
の
を
思
想
的
に
、
あ
る
い
は
石
橋
を
思
想
家
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

石
橋
は
思
想
家
で
は
な
か
っ
た
し
、
石
橋
が
あ
る
主
義
を
作
り
出
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
既
成
の
思
考
の
体
系
や
主
義
に
則
っ
て
主
張
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、「
先
見
性
が
あ
っ
た
」
と
い
う
の
は
結
果
論
に
す
ぎ
な
い
し
、「
権
力
に
屈
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
精
神
論
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
あ
た
か
も
「
あ
い
つ
は
度
胸
が
あ
っ
た
」
と
い
う
類
の
、
そ
れ
は
そ
れ
で
評
価
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
実
際
に
は
具
体

的
な
意
味
を
持
た
な
い
、
人
物
評
で
し
か
な
い
。

あ
る
い
は
、
石
橋
が
空
想
論
的
、
楽
観
的
、
だ
っ
た
と
い
う
の
も
結
果
か
ら
み
て
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
石
橋
は
手
段
と
目
的
を

自
覚
し
主
張
し
て
い
た
。
石
橋
と
し
て
は
そ
の
原
理
に
従
っ
て
合
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
結
果
が
違
っ
た
か
ら
と
い
う
批
判
は
必
ず
し

も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
真
理
の
基
準
が
、
論
理
的
な
整
合
性
、
命
題
と
事
実
と
の
対
応
、
よ
り
多
数
に
よ
る
支
持
、
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
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の
で
あ
れ
ば
、
結
果
論
的
な
観
点
に
基
づ
く
石
橋
へ
の
批
判
は
、
命
題
と
事
実
と
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
石
橋
自
身
は
、
論
理
的
な
整
合
性
を
基
準
と
し
て
行
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
批
判
す
る
者
と
石
橋
と
の
間
に
は
、

真
理
の
基
準
と
い
う
点
で
差
が
存
す
る
。
そ
し
て
、
異
な
る
基
準
に
依
拠
す
る
も
の
は
、
基
準
が
異
な
る
が
ゆ
え
に
優
劣
を
付
け
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に
比
べ
ら
れ
え
な
い
も
の
を
あ
た
か
も
比
較
し
、
批
判
し
得
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

は
、
批
判
す
る
者
自
身
が
す
で
に
状
況
的
判
断
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

石
橋
が
日
本
に
お
い
て
稀
有
な
の
は
、
自
ら
の
従
う
「
原
理
に
も
と
づ
い
て
」
行
動
し
続
け
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
時
代
状
況
、

立
場
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
た
態
度
を
貫
け
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
場
の
大
勢
に
従
う
と
い
う
の
も
ま
た
合
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

結
局
は
条
件
反
射
的
な
行
動
で
し
か
な
い
。
石
橋
が
た
だ
合
理
的
に
そ
の
場
の
状
況
か
ら
判
断
し
た
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
場
の
状
況
の

大
勢
に
従
っ
た
多
く
の
人
間
も
ま
た
、
大
勢
に
従
う
と
い
う
合
理
的
判
断
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ぜ
石
橋
の
所
論
が
現
在
も
生

き
続
け
、
判
断
を
誤
ら
な
か
っ
た
か
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
石
橋
は
状
況
認
識
と
そ
の
後
の
対
応
つ
い
て
、
自
分
の
主
義
、
原
理
に
基

づ
き
、
原
則
に
拠
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
を
展
開
す
る
。
こ
れ
は
状
況
認
識
を
し
、
ど
の
状
況
が
主
流
で
、
そ
し
て
そ
れ
に
合
わ
せ
る

の
が
正
し
い
と
い
う
態
度
と
は
異
な
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
原
理
か
ら
主
張
し
た
石
橋
が
結
果
的
に
間
違
っ
て
い
た
と
き
に
、

石
橋
は
空
想
的
だ
っ
た
、
楽
観
的
だ
っ
た
と
い
う
批
判
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
石
橋
が
現
在
も
生
き
て
い
る
の
は
、
合
理
性
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
原
理
性
に
あ
る
の
だ
。

状
況
に
合
わ
せ
た
議
論
で
は
な
く
、
確
固
と
し
た
原
理
に
し
た
が
っ
た
か
ら
こ
そ
、
石
橋
の
主
張
は
今
日
も
な
お
、
生
き
続
け
る
の
で

あ
る
。
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凡
例

・
本
論
に
お
け
る
石
橋
湛
山
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
松
尾
尊

編
『
石
橋
湛
山
評
論
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
り
、
同
書
か
ら
の
引
用
に
際

し
て
は
、「
号
数
、
記
事
の
種
別
、「
記
事
の
題
名
」『
評
論
集
』、
頁
数
」
と
い
う
形
式
で
引
用
箇
所
を
示
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
同
書
に
収
載
さ
れ
て
い

な
い
記
事
に
つ
い
て
は
、
石
橋
湛
山
全
集
編
纂
委
員
会
編
『
石
橋
湛
山
全
集
』（
全
一
五
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
〇
〜
一
九
七
二
年
）
及
び
中
村

隆
英
編
『
石
橋
湛
山
著
作
集
二
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
五
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
そ
の
際
、「
号
数
、
記
事
の
種
別
、「
記
事
の
題
名
」『
全
集
』
巻

数
、
頁
数
」
と
い
う
形
式
で
引
用
箇
所
を
示
す
も
の
と
す
る
。

・
本
論
で
は
、
文
献
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
、
圏
点
、
傍
点
、
傍
線
、
振
り
仮
名
は
す
べ
て
省
略
し
た
。

（
１
）

た
と
え
ば
、
通
俗
的
な
が
ら
、
次
の
文
献
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
半
藤
一
利
『
戦
う
石
橋
湛
山
』（
新
装
版
）、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
２
）

長
幸
男
『
石
橋
湛
山
の
経
済
思
想
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
三
頁
。

（
３
）

明
治
四
五
年
六
月
号
社
論
「
哲
学
的
日
本
を
建
設
す
べ
し
」（『
東
洋
時
論
）『
評
論
集
』、
二
六
頁
。

（
４
）

本
論
に
お
け
る
原
理
主
義
と
は
、fundam
entalism

で
は
な
く
、
原
理
に
裏
付
け
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
のprincipled

の
こ
と
で
あ
る
。

（
５
）

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
原
理
」
そ
れ
自
体
、
も
し
く
は
石
橋
が
「
原
理
を
持
っ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
評
価
を
意
図

す
る
も
の
で
も
な
い
。

（
６
）

パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
日
本
の
人
種
差
別
撤
廃
案
提
出
と
そ
れ
を
巡
る
攻
防
と
帰
結
に
つ
い
て
の
優
れ
た
研
究
と
し
て
は
、
次
の
文
献
が
有
益
で
あ

る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
マ
ク
ミ
ラ
ン
（
稲
村
美
喜
子
訳
）『
ピ
ー
ス
メ
イ
カ
ー
ズ
』
下
巻
、
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。

（
７
）

日
本
移
民
に
対
す
る
差
別
的
な
扱
い
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
顕
著
で
、
特
に
一
九
〇
六
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
学
童
隔
離
事
件

以
降
、
排
日
運
動
が
盛
ん
に
進
め
ら
れ
た
。
日
本
人
移
民
と
合
衆
国
に
お
け
る
排
日
運
動
の
関
係
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照

せ
よ
。
簑
原
俊
洋
『
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
排
日
運
動
と
日
米
関
係
』、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
。

（
８
）

大
正
一
〇
年
八
月
一
三
日
社
説
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」（
第
三
回
）『
評
論
集
』、
一
一
七
頁
。

（
９
）

大
正
一
〇
年
七
月
三
〇
日
社
説
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」（
第
一
回
）『
評
論
集
』、
一
〇
二
頁
。

（
10
）

大
正
八
年
一
〇
月
一
八
日
号
「
財
界
概
観
」『
評
論
集
』、
九
二
頁
。

（
11
）

同
右
。

（
12
）

同
、
九
一
頁
。
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（
13
）

同
、
九
二
頁
。

（
14
）

同
右
。

（
15
）

同
右
。

（
16
）

昭
和
一
三
年
四
月
二
三
日
号
社
論
「
公
益
の
増
進
に
は
個
人
の
私
利
心
の
尊
重
を
要
す
」『
著
作
集
』
二
、
二
〇
六
頁
。

（
17
）

同
、
二
〇
七
頁
。

（
18
）

同
、
二
〇
六
頁
。

（
19
）

同
右
。

（
20
）

昭
和
一
二
年
年
二
月
一
三
日
社
説
「
林
内
閣
は
何
故
政
党
を
排
撃
す
る
」『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
七
三
頁
。

（
21
）
「
哲
学
的
日
本
を
建
設
す
べ
し
」『
評
論
集
』、
二
六
頁
。

（
22
）

同
、
二
八
頁
。

（
23
）

同
、
二
四
頁
。

（
24
）
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」（
第
一
回
）『
評
論
集
』、
一
〇
二
頁
。

（
25
）

こ
の
よ
う
な
不
満
は
、
現
在
の
世
界
に
お
け
る
南
北
問
題
、
す
な
わ
ち
持
て
る
者
と
持
た
ざ
る
者
と
の
間
に
お
け
る
富
の
偏
在
と
格
差
の
問
題
に
も
妥

当
す
る
図
式
で
あ
る
。

（
26
）
「
大
日
本
主
義
の
幻
想
」（
第
三
回
）『
評
論
集
』、
一
一
五
頁
。

（
27
）

同
、
一
一
六
頁
。

（
28
）

同
、
一
一
七
頁
。

（
29
）

半
藤
、
前
掲
書
、
一
五
頁
。

（
30
）
「
哲
学
的
日
本
を
建
設
す
べ
し
」『
評
論
集
』、
二
四
頁
。
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Abstract

The main purpose of this paper was to examine a principle of Ishibashi

Tanzan (石橋湛山, 1884-1973) which is the basement of his characteristics--

rationalism and foresight and his activities derived from this principle.

As a result what we cleared was as follows. The principle of Ishibashi was

very simple, i.e. to keep his mind consistently, even if social, political, or

economical situation would change. His constatations were based upon this

principle, then he was not unsettled by any kind of situations and to act

according this principle was the rational for Ishibashi. And we must say that

his characteristics were not only rationalism or foresight but also his

principle-based attitudes. In this meaning what he claimed in his journals or

articles were a kind of critique of situationism which was opposed to his

principle.
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