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今
回
は
、『
伝
統
精
神
の
継
承
』と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て
み
た
い
。『
伝

統
精
神
の
継
承
』と
は
、一個
人
で
は
達

成
で
き
な
い
大
き
な
目
標
を
、世
代
を

超
え
た
意
志
の
継
承
と
い
う
長
期
的
な

努
力
の
積
み
重
ね
に
よ
り
成
し
遂
げ
よ

う
と
す
る
も
の
だ
。

　
そ
れ
は
、先
達
の
思
い
描
い
た
理
想
や

理
念
に
賛
同
し
、時
代
を
越
え
て
そ
の

遺
志
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
で
、歴
史

を
貫
く
柱
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
、一世
代
で
は
不
可
能

な
理
想
の
実
現
を
時
間
的
集
団
の
事
業

と
し
て
実
現
し
、そ
れ
を
さ
ら
に
維
持・

発
展
さ
せ
る
こ
と
を
、日
本
人
は
価
値

あ
る
も
の
と
見
な
し
て
き
た
。

　
こ
の
視
点
か
ら
は
、個
々
の
人
間
が
そ

の一生
涯
に
自
分
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
の

こ
と
を
成
し
遂
げ
た
の
か
、と
い
う
利

己
的
成
果
は
、お
よ
そ
文
化
社
会
に
は

あ
る
ま
じ
き
極
め
て
低
俗
な
も
の
と
み

な
さ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
利
己
的
な
目
的
で
人
生

を
無
為
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、社

会
に
生
き
る
人
間
と
し
て
、同
じ
時
代
に

生
き
る
人
々
と
の
絆
や
融
和
だ
け
で
は

な
く
、過
去
や
将
来
、即
ち
祖
先
や
子
孫

と
の
心
と
意
志
の
つ
な
が
り
を
も
大
事

に
し
、時
と
空
間
を
ま
た
ぐ
無
窮
の
大

事
業
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
た
か
と
い

う
歴
史
的
役
割
こ
そ
価
値
が
あ
る
も
の

と
み
な
す
の
だ
。歴
史
的
役
割
と
は
、一

人
の
行
為
が
歴
史
を
通
じ
多
く
の
人
々

に
貢
献
す
る
と
い
う
不
朽
の
利
他
的
使

命
を
為
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
社
会
で
は
、個
人
を
尊
重
す
る

と
い
う
美
名
の
下
、人
間
を
社
会
と
歴

史
か
ら
分
断
し
孤
立
化
さ
せ
弱
体
化
さ

せ
て
い
る
。

　
組
織
か
ら
分
断
化
さ
れ
た
個
人
は
、

既
存
権
力
に
対
抗
す
る
に
は
あ
ま
り
に

も
ひ
弱
な
存
在
と
な
り
、生
涯
に
わ
た
っ

て
助
け
合
え
る
仲
間
の
不
在
な
ど
か
ら
、

常
に
ス
ト
レ
ス
下
に
お
か
れ
る
。そ
し
て

遂
に
は
精
神
を
病
み
、あ
る
い
は
絶
望

し
、人
知
れ
ず
生
を
終
え
る
か
、時
と
し

て
深
刻
な
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
。

　
よ
り
重
大
な
の
は
、歴
史
か
ら
分
断

さ
れ
た
個
人
の
存
在
で
あ
る
。例
え
ば
、

日
本
史
は
今
や
選
択
科
目
と
化
し
、自

分
が
何
処
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
ル
ー

ツ
を
知
る
必
要
性
を
否
定
し
て
い
る
わ

け
だ
が
、日
本
史
を
選
択
し
た
と
こ
ろ

で
、自
分
の
祖
先
の
歴
史
を
第
三
者
の

よ
う
に
冷
た
く
観
察
す
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
、自
分
の
存
在
も
子
孫
か
ら
同

様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、自
分
が
生
き
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
死
と
と
も
に
跡
形
も
な
く
消
え
去

る
と
い
う
こ
と
だ
。こ
の
発
想
は
、子
供

は
父
と
母
と
は
独
立
し
た
人
権
を
有
す

る
存
在
で
あ
る
と
い
う
人
権
思
想
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
。最
近
で
は
、お
墓

も一人
ひ
と
り
別
々
の
マ
ン
シ
ョ
ン
式
の

も
の
が
分
譲
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
、

死
後
は
親
子
で
さ
え
心
の
繋
が
り
を
完

全
に
断
ち
切
ら
れ
る
様
を
呈
し
て
い
る

悲
し
い
事
実
で
あ
る
。

　
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
相
互
に
相

談
し
助
け
合
う
間
柄
の
共
同
体
が
崩
壊

し
、合
理
的
契
約
に
よ
っ
て
人
間
関
係

を
律
す
る
法
治
主
義
社
会
は
、こ
の
傾

向
を
益
々
加
速
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
社
会
を
変
え
る
た
め
唯一

国
民
に
与
え
ら
れ
て
い
る
国
民
の
政
治

行
為
も
、「
選
挙
で一票
を
投
じ
た
と
こ

ろ
で
何
も
変
わ
ら
な
い
」。「
ど
の
政
党

の
誰
が
政
権
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
根
本

問
題
は
解
決
し
な
い
」等
と
いっ
た
よ
う

に
、政
治
不
信
を
超
え
て
、諦
め
に
も
似

た
無
力
感
が
蔓
延
し
て
い
る
。

　
自
分
の
利
益
の
た
め
に
頑
張
る
人
は

不
気
味
な
ほ
ど
元
気
が
い
い
が
、社
会

の
た
め
に
頑
張
ろ
う
と
い
う
人
た
ち
は

小
さ
な
仲
間
と
と
も
に
細
々
と
活
動
し

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
社
会
風
潮
が
常
態
化
し
、

人
々
の
心
が
社
会
的
・
歴
史
的
に
分
断

化
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、国
力
や
社
会
力

の
低
下
に
つ
な
が
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

個
人
の
価
値
観
や
人
生
観
に
焦
点
を
あ

て
て
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
も
、こ
う
し

た
問
題
は
行
き
詰
る
だ
け
で
あ
る
。

　
家
庭
は
も
ち
ろ
ん
、会
社
や
学
校
の

よ
う
な
主
た
る
社
会
活
動
組
織
が
、人

と
人
の
絆
を
大
事
に
す
る
共
同
体
へ
と

戻
ら
な
く
て
は
社
会
分
断
化
の
問
題
解

決
に
は
至
ら
な
い
。会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

が
株
主
に
よ
る
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
て
い
る
状
態
を
、日
本
本
来

の
家
族
的
経
営
形
態
と
社
会
貢
献
を

モ
ッ
ト
ー
と
す
る
活
動
単
位
に
戻
さ
な

く
て
は
解
決
し
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
同
時
に
、教
育
に
よ
り
、歴
史
の
当
事

者
と
し
て
の
自
覚
を
養
う
こ
と
が
重
要

だ
。時
代
を
越
え
て
連
綿
と
継
承
さ
れ

て
き
た
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
で
、一

人・一世
代
で
は
成
し
え
な
い
大
事
業
も
、

『
伝
統
精
神
の
継
承
』と
い
う
手
段
に
よ

れ
ば
、夢
と
希
望
を
歴
史
的
共
同
作
業

と
し
て
実
現
で
き
る
と
い
う
喜
び
を
実

感
さ
せ
る
こ
と
が
有
効
な
る
問
題
解
決

の
道
で
あ
ろ
う
。

　
幸
い
、我
々
日
本
人
は
、神
武
天
皇
の

建
国
以
来『
八
紘
為
宇
』、即
ち
、「
天
の

下
を
ひ
と
つ
の
家
と
為
そ
う
」と
い
う
理

念
を
天
皇
陛
下
を
中
心
に
継
承
し
て
き

た
。

　
現
代
で
は「
お
も
て
な
し
」や「
心
遣

い
」と
か「
絆
」と
か
い
わ
れ
て
い
る
も
の

も
、「
八
紘
為
宇
」の一端
で
、日
本
が
世

界
に
誇
る
生
き
た
道
義
主
義
文
化
で
あ

る
。

　
我
々
日
本
国
民
に
と
っ
て
、人
々
の
安

寧
を
祈
る
天
皇
陛
下
と
と
も
に
、建
国

の
理
想
を
日
々
実
践（
為
）す
る
こ
と
が

伝
統
精
神
の
継
承
の
核
心
な
の
だ
。

　
さ
ら
に
は
、国
内
の
み
な
ら
ず
、す
す

ん
で
世
界
の
人
々
と
も
力
を
合
わ
せ

「
八
紘
為
宇
」の
理
想
を
広
く
世
界
に

及
ぼ
し
、人
々
が
家
族
の
よ
う
に
暮
ら
す
、

よ
り
よ
い
世
界
を
創
る
こ
と
に
貢
献
す

る
こ
と
を
目
標
と
す
べ
き
だ
。

　
そ
う
す
れ
ば
、何
時
の
時
代
で
も
国

民一人
ひ
と
り
が『
八
紘
為
宇
』と
い
う

歴
史
的
大
事
業
の一端
を
担
う
こ
と
に
な

る
。人
々
の
横
の
繋
が
り
は
、日
本
国
民

は
も
と
よ
り
世
界
の
人
々
へ
と
広
が
り
、

縦
の
繋
が
り
は
、過
去
の
総
て
の
経
験
を

意
義
あ
る
も
の
と
し
て
将
来
へ
結
ぶ
。時

代
を
超
え
て
多
く
の
人
々
が一体
と
な
っ

て
、よ
り
よ
い
世
界
の
創
造
に
関
わ
る
喜

び
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　
自
然
と
の
共
生
と
い
う
言
葉
を
よ
く

耳
に
す
る
が
、自
然
の
中
で
、総
て
を一

体
的
に
包
み
込
ん
で
い
る
も
の
は『
時
』

で
あ
る
。宇
宙
創
元
以
来
、総
て
の
も
の

が『
時
』の
流
れ
の
内
に
統
一
的
に
係
わ

り
を
も
って
営
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

　
す
な
わ
ち
、『
時
』は
、自
然
の
総
て
に

関
連
と
統一性
を
与
え
、休
む
こ
と
の
な

い
新
陳
代
謝
に
よ
っ
て
成
長
を
促
す
中

核
的
役
割
を
担
って
い
る
。

　
日
本
の
神
話
で
、『
橋
』は
、同
じ
時
の

な
か
の
空
間
的
繋
が
り
を
あ
ら
わ
し
、

『
柱
』は
、過
去
か
ら
未
来
へ
の
時
の
繋

が
り
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
神
様
を
数
え
る
と
き
に『
ひ
と
柱
』

『
ふ
た
柱
』と
数
え
る
の
は
、神
様
が
時

を
経
て
も
変
わ
ら
ぬ
価
値
を
御
示
し
に

な
って
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、神
道
に
は
、時
の
中
心
と
い

う
考
え
が
あ
って
、そ
れ
を『
中
今（
な
か

い
ま
）』と
よ
ぶ
。宇
宙
の
創
元
か
ら
無

窮
の
未
来
の
時
の
中
央
が『
今
』と
い
う

考
え
だ
。過
去
の
出
来
事
に
意
義
を
持

た
せ
、将
来
を
形
成
す
る『
今
』に
精一杯

の
努
力
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。『
今
』を
無
駄
に
す
る
と
い
う
こ

と
は
、人
類
史
の
み
な
ら
ず
自
然
史
の

過
去
の
営
み
と
努
力
を
無
駄
に
し
、子

供
た
ち
子
々
孫
々
の
未
来
を
破
壊
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。

　
例
え
ば
、私
が
学
ぶ
鹿
島
の
太
刀
は
、

神
話
以
来
今
日
ま
で
千
年
以
上
に
わ

た
って
多
く
の
人
々
に
教
え
伝
え
ら
れ
て

き
て
い
る
。こ
の
厳
然
た
る
事
実
に
直
面

す
る
だ
け
で
、先
人
先
達
の
崇
高
な
る

精
神
の
継
承
と
実
践
の
上
に
今
が
あ
る

こ
と
を
覚
え
、謙
虚
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。

　
鹿
島
の
太
刀
の
歴
史
は
、中
臣
鎌
足

を
し
て
大
化
の
改
新
を
為
し
、国
井
宗

家
は
、南
朝
の
臣
と
し
て
後
村
上
天
皇
、

長
慶
天
皇
の
守
護
に
任
じ
、北
畠
顕
家

卿
に
従
い
足
利
軍
を
打
ち
破
る
な
ど
、

文
字
通
り
天
孫
守
護
の
神
武
の
継
承
で

あ
る
。単
な
る
武
芸
の
伝
承
で
は
な
い
。

　
私
は
現
在
、こ
れ
を
教
え
伝
え
る
べ
き

立
場
の
末
端
を
担
っ
て
い
る
が
、次
世
代

に
何
を
伝
え
る
べ
き
か
を
突
き
詰
め
て
い

け
ば
い
く
ほ
ど
、鹿
島
の
太
刀
を
創
元
し

発
展
さ
せ
て
き
た
先
達
の
理
念
と
実
績

に
思
い
を
馳
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
現
代
の
社
会
は
、多
く
の
人
々
に
普

及
し
た
思
想
や
理
論
そ
し
て
シ
ス
テ
ム

に
普
遍
的
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
傾

向
に
あ
る
。多
く
の
人
々
に
認
め
ら
れ
普

及
し
た
も
の
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
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な
ら
ば
、同
じ
時
代
の
政
治
力
学
的
普

及
や
商
業
的
流
行
の
広
が
り
以
上
に
、

異
な
る
時
代
を
ま
た
い
で
伝
統
と
し
て

普
及
し
て
い
る
精
神
文
化
あ
る
い
は
技

術・造
詣
文
化
の
価
値
を
も
っ
と
正
当
に

評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、異
な
る
社
会
制
度
の
時
代

の
政
治
力
学
を
経
て
も
な
お
か
つ
、価

値
あ
る
も
の
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た

も
の
な
の
だ
。

つ
ま
り
、よ
ほ
ど
確
か
な
価
値
観
を
有

し
て
い
な
け
れ
ば
、千
年
以
上
に
渡
る

長
い
年
月
を
、継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

は
ず
だ
。

時
代
を
越
え
た
理
想
や
理
念
の
共
有
、

す
な
わ
ち「
伝
統
精
神
の
継
承
」は
、伝

統
的
文
化
国
家
の
本
来
的
生
存
理
由

で
あ
る
と
言
って
も
過
言
で
な
い
ほ
ど
重

要
な
要
素
で
あ
り
、そ
も
そ
も
、そ
れ
が

な
け
れ
ば
伝
統
的
文
化
国
家
と
し
て
の

国
家
運
営
は
成
立
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
を
や
め
て
、契
約
的
集
団
と
し
て

の
国
民
国
家
を
新
た
に
創
り
な
お
す
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
本
来
、国
民

を
上
げ
て
の一大
決
議
が
必
要
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、一
般
的
に
内
乱
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
重
大
事
で
あ
る
。日

本
の
戦
後
史
は
、こ
の
大
矛
盾
を
抱
え

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。こ
こ
に
憲
法
論

議
の
本
質
的
問
題
が
あ
る
。

以
前
も
紹
介
し
た
が
、明
治
の
初
期
、

日
本
で
は
、外
交
を
め
ぐ
って
国
家
運
営

の
基
本
的
思
想
の
対
決
が
あ
っ
た
。欧

米
と
同
じ
よ
う
に
合
理
主
義
的
立
場
か

ら
国
勢
の
進
展
を
主
張
す
る
大
久
保
ら

と
、伝
統
的
道
義
主
義
を
貫
こ
う
と
す

る
西
郷
ら
の
対
立
で
あ
る
。結
果
は
、大

久
保
ら
西
洋
合
理
主
義
を
主
張
す
る

側
が
勝
利
し
政
権
を
独
占
す
る
に
至
っ

た
。そ
れ
は
必
然
的
に
大
東
亜
戦
争
へ

と
行
き
着
く
こ
と
と
な
る
。

　
他
方
、西
郷
の
伝
統
的
道
義
思
想
を

継
承
す
る
頭
山
満
等
は
、ア
ジ
ア
の
同

胞
に「
大
ア
ジ
ア
主
義
」を
呼
び
か
け
民

族
自
決（
被
殖
民
状
態
か
ら
の
独
立
）

を
支
援
す
る
在
野
で
の
活
動
を
展
開
し

た
。主
権
や
領
土
を
振
り
か
ざ
す
外
交

姿
勢
で
は
な
く
、自
立
し
た
民
族
が
相

互
に
敬
意
を
持
っ
て
共
栄
共
存
す
る

『
八
紘
為
宇
』の
外
交
姿
勢
を
主
張
し

実
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
現
代
で
は
、国
際
社
会
で
の
価
値
観

の
共
有
に
つ
い
て
は
議
論
が
交
わ
さ
れ

そ
の
具
体
化
も
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、そ

の
手
段
が
軍
事
力
主
体
か
ら
経
済
力
主

体
へ
と
変
わ
っ
て
、強
調
的
手
法
へ
と
変

化
は
し
て
い
る
も
の
の
、競
争
原
理
に
基

づ
く
価
値
観
で
あ
る
こ
と
は
戦
前
と
変

わ
っ
て
い
な
い
。競
争
原
理
は
必
然
的
に

格
差
を
拡
大
し
、最
終
的
に
は
、勝
者
と

敗
者
を
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。

　
そ
の
よ
う
な
世
界
は
、日
本
人
が
建

国
以
来
理
想
と
し
て
探
求
し
て
き
た

『
八
紘
為
宇
』と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ

る
。

　
い
や
、『
八
紘
為
宇
』は
、日
本
人
だ
け

で
は
な
く
、本
来
総
て
の
民
族
が
理
想

と
し
て
も
っ
て
い
た
普
遍
的
価
値
観
と

も
い
え
る
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
に
お
い

て「
継
承
」さ
れ
て
い
た「
絆
」に
よ
っ
て

結
ば
れ
て
い
た
社
会
は
、競
争
原
理
の

政
治
力
学
の
中
で
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た

か
、あ
る
い
は
、崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
て

い
る
の
だ
。

　
人
々
が
家
族
の
よ
う
に
暮
ら
せ
る
よ

り
よ
い
世
界
を
構
築
す
る
た
め
に
、時

代
を
越
え
て
意
志
を
継
承
し
、社
会
の

抱
え
る
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る

こ
と
は
、人
間
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
崇
高

な
挑
戦
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、世
界
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し

た
現
代
、『
八
紘
為
宇
』の
精
神
作
興
は
、

国
際
社
会
の
理
解
と
賛
同
な
く
し
て
不

可
能
で
あ
る
。そ
し
て
ま
た
、日
本
文
化

の
価
値
を
日
本
人
が
国
際
社
会
に
発
信

す
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
面
が
あ
る
。

　
し
か
し
、幸
い
な
こ
と
に
、私
が
館
長

と
し
て
指
導
し
て
い
る
明
治
神
宮
至
誠

館
に
は
、武
道
と
神
道
を
通
じ
た
日
本

文
化
を
主
体
的
積
極
的
に
探
求
し
世

界
に
広
め
て
く
れ
る
海
外
門
人
が
年
々

増
え
続
け
て
い
る
。彼
ら
は
、「
神
道
の

精
神
と
伝
統
文
化
に
根
ざ
し
た
日
本
の

武
道
精
神
は
、世
界
に
共
通
し
て
存
在

す
る
は
ず
の
、伝
統
と
エ
ー
ト
ス
を
み
い

だ
す
う
え
で
、今
日
の
世
界
的
人
類
遺

産
の
な
か
で
も
極
め
て
価
値
あ
る
も
の

の
ひ
と
つ
で
あ
る
」と
し
て
、世
界
の
運

命
を
正
し
く
豊
か
な
道
へ
と
導
く
た
め
、

至
誠
館
武
道
を
通
じ
て
民
族
間
の
理
解

と
親
和
を
強
化
す
る
事
に
努
め
よ
う
と

考
え
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
機
運
を
活
用
し
、日
本
の
伝
統

精
神
に
根
を
下
ろ
し
た
、強
く
て
大
き

な
大
和
魂
を
鍛
練
し
、現
代
に
お
い
て
、

真
に
幸
福
な
社
会
、真
に
豊
か
な
国
家
、

そ
し
て
真
に
平
和
な
世
界
を
つ
く
る
任

に
当
た
る
人
材
を
国
内
外
に
育
む
こ
と

こ
そ
、現
代
に
お
け
る『
八
紘
為
宇
』の

実
践
で
あ
る
と
考
え
努
力
を
惜
し
ま
な

い
も
の
で
あ
る
。




