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本
研
究
は
、
思
想

の
社
会
的
機
能
を
儒
学
思
想
、
と
く
に
祖
裸
学
と

の
関
連
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

幕
藩
制
に
お
け
る
支
配
原
理
と
儒
学
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
尾
藤
正
英
氏
以
来
、
両
者
を
等
式
的
に
捉
え
る
考
え
方
は
、
否
定
さ
れ

た
と

み
て
よ
い
。
む
し
ろ
、
近
世
儒
学
思
想
を
幕
藩
制
身
分
秩
序
の
思
想
と
み
る
衣
笠
安
喜
氏
の
よ
う
に
、
そ
の
社
会
的
機
能
に
即
し
て
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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と

こ
ろ
で
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
祖
裸
学
は
、

一
般
に
挫
折
と
衰
退
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
朱
子
学
と
使

い
分

け
ら
れ
る
支
配
者
の
智
と
し
て
の
み
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
社
会
と
の
積
極
的
関
わ
り
を
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
理
解
は
、

一
面
的
な
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

本

研
究
は
、
萩
藩
宝
暦
改
革
の

一
環
と
し
て
創
設
さ
れ
た
撫
育
方
を
素
材
と
し
て
取
り
扱
う
。
こ
れ
ま
で
、
政
治
史

・
財
政
史
の
観
点
か
ら

言
え

ば
、

一
定

の
研
究
蓄
積
を
持
ち
、
近
年
で
は
過
重
な
収
奪
に
よ

っ
て
士
民
の
批
判
に
曝
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
こ
と
は

一
面
で
は
事
実
で
あ
り
、
史
料
上
か
ら
も
撫
育
方
批
判
の
記
事
は
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
何
故
撫
育
方
が
維
新

ま
で
存
続
し
得
た
の
か
と

い
う
問

い
に
は
答
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
そ
の
社
会
的
機
能
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第

一
章
は
、
坂
時
存
の

「遺
塵
抄
」
「三
老
上
書
」
「七
箇
条
上
書
」
を
手
掛
か
り
に
、
彼

の
構
想
と
実
際
の
撫
育
方
と
の
関
係
を
見
て
い
く
。
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そ
こ
で
は
、
両
者
の
決
定
的
差
異
と
し
て
の
利
殖
の
考
え
の
有
無
が
意
識
さ
れ
る
。
利
殖
を
肯
定
す
る
考
え
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
仁
徳
に

よ
る
統
治
で
あ
る
。
「王
道
」
が
廃
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
『管
子
』
の
場
合
の
よ
う
な
権
謀
術
数
に
よ
る
統
治
で
あ
る

「覇
道
」

を
積

極
的
に
肯
定
し
て
い
こ
う
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
狙
棟
学
と
の
交
渉
を
意
識
し
つ
つ
、
「覇
道
」
を
肯
定
し
、
人
作
説
に
転

化
す
る
可
能
性
を
常
に
孕
ん
だ

「作
為
」

の
論
理
が
撫
育
方
肯
定
の
論
理
と
し
て
働

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「作
為
」

の
論
理
が
意
識

の
上
で
人
作
説
に
転
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
幕
藩
体
制

へ
の
批
判
に
繋
が
り
か
ね
ず
、
「家
法
」
や

「聖
賢

の
遺
法
」
を
根
拠
と
し
て
の
撫
育
方
批
判
の
論
拠
と
も
な
り
う
る
。
第
二
章
で
は
、
但
侠
学
の
儒
者
瀧
鶴
台
の

「
三
乃
蓬
」
「老
子
抄
」

を
取
上
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
現
実
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き

つ
つ
、
「作
為
」
が
意
識
の
世
界
に
お
い
て
剥
き
出
し
の
人
作
説
に
転
化
す
る
こ

と
を
抑
制
す
る

「無
為
」
の
論
理
を
提
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

人
作
説
は
、
意
識
の
世
界
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
が
、
意
識
の
外
の
世
界
で
は
現
実
に
は
人
作
説

へ
の
転
化
を
は
じ

め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
三
章
は
、
恐
ら
く
文
化

・
文
政
期
に
著
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「某
氏
意
見
書
」
と

「世
評
内
論
」
、
そ
れ

に
村
田
清
風
の
意
見
書
か
ら
、
「無
為
と

「作
為
」
の
論
理
の
行
方
を
探
る
。
そ
し
て
、
撫
育
方
が
社
会
的
に
果
た
し
て
い
た
機
能
と
は
何
で

あ

っ
た
の
か
を
解
明
し
た
い
。
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