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発
刊
に
よ
せ
て

東
日
本
国
際
大
学

東
洋
思
想
研
究
所
所
長

　
　
　
　
　
　

松　

岡　

幹　

夫

　

世
に
「
机
上
の
空
論
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
現
実
の
社
会
で
悪
戦
苦
闘
す
る
者
か
ら
見
れ
ば
、
学
者
が
机
の
上
で
考
え
出
し
た
理
屈
な

ど
空
虚
で
役
に
た
た
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
は
学
者
の
仕
事
も
豆
腐
屋
の
仕
事
も
同
じ
と
言
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
実
学

の
分
野
に
当
て
は
ま
る
話
か
と
思
う
。
非
実
学
的
な
哲
学
・
思
想
の
探
究
が
、
社
会
的
な
分
業
の
一
形
態
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に

は
見
え
な
い
。
哲
学
者
の
中
に
は
自
分
た
ち
の
仕
事
を
虚
業
と
割
り
切
る
人
が
い
て
、
い
よ
い
よ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
サ
ロ
ン
の
世
界
に
閉
じ
こ

も
る
姿
が
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
真
に
虚
業
な
る
も
の
は
世
の
中
に
存
在
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
存
在
で
き
な
い
。
た
と
え
観
念
の
遊
戯
で
あ
っ
て
も
、
現
実

を
違
っ
た
角
度
か
ら
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
で
き
る
し
、
純
粋
に
思
考
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
も
な
る
。
哲
学
や
思
想
を
語
る
営
み
に
は
、

あ
る
種
の
実
用
的
な
価
値
が
あ
る
。
哲
学
者
、
思
想
家
と
い
っ
た
職
業
が
世
に
あ
る
の
は
、
一
つ
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
ま
だ
本
質
的
な
論
点
で
は
な
い
。
思
想
の
根
本
的
な
役
割
は
、
発
想
の
転
換
な
ど
よ
り
も
心
の
触
発
に
あ
ろ
う
。「
文

は
人
な
り
」
と
言
う
。
人
の
心
が
形
と
な
っ
た
も
の
が
文
字
で
あ
り
、
文
で
あ
る
。
詩
や
小
説
と
同
じ
く
、
客
観
的
に
書
か
れ
た
論
文
も
、

作
者
の
心
の
現
れ
と
言
え
る
。
精
緻
な
学
説
は
理
性
の
産
物
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
理
性
を
使
っ
て
い
る
の
は
心
に
他
な
ら
な
い
。
科

学
理
論
で
さ
え
、
実
は
心
の
結
晶
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
書
物
を
通
じ
て
著
者
の
心
を
受
け
取
る
。
思
想
書
を
読
む
場
合
は
、
思
想
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
著
者
の
心
が
読
者
の
心
に

染
み
渡
っ
て
い
く
。
読
書
と
は
、
著
者
の
心
が
読
者
の
心
に
入
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
読
者
の
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
人

の
生
き
方
が
変
わ
り
、
行
動
が
変
わ
り
、
周
囲
に
影
響
を
与
え
、
引
い
て
は
社
会
全
体
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

技
術
者
は
物
を
動
か
し
、
政
治
家
は
国
家
を
動
か
す
。
思
想
家
は
心
を
動
か
す
。
思
想
を
語
る
者
は
、
心
と
い
う
最
も
根
源
的
な
所
か
ら

社
会
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
歴
史
が
証
明
し
て
い
よ
う
。
思
想
は
、
決
し
て
机
上
の
空
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
東
洋
の
思
想
を
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
現
代
社
会
に
果
た
し
得
る
役
割
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
西
洋
が
物
の
論
理
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
に
対
し
、
東
洋
で
は
心
の
論
理
を
追
求
し
て
き
た
。
心
の
論
理
は
物
の
論
理
の
根
底

に
あ
っ
て
、一
切
を
包
容
す
る
。
そ
の
た
め
、ど
ん
な
人
の
心
に
も
直
接
響
い
て
く
る
。「
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇
無
き
な
り
」
と
の
『
論
語
』

の
言
葉
は
、心
の
論
理
で
あ
る
。
道
理
を
踏
ま
え
た
勇
気
の
心
を
、わ
れ
わ
れ
に
吹
き
込
ん
で
く
れ
る
。
人
間
の
心
が
衰
弱
し
た
現
代
に
あ
っ

て
、
心
の
論
理
を
説
い
た
東
洋
の
思
想
は
、
社
会
を
変
え
る
最
も
強
力
な
武
器
と
な
る
だ
ろ
う
。　

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
吉
日

発刊によせて
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研究　東洋

■
総
力
特
集
学
校
法
人
昌
平
黌
創
立
一
一
〇
周
年
記
念
学
術
活
動
■

第
五
回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」

「
東
日
本
国
際
大
学
か
ら
世
界
へ
」
を
掲
げ
る
本
法
人
は
、
二
〇
一

三
年
、
創
立
一
一
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
六

月
二
二
日
、第
二
五
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭
を
学
内
で
執
り
行
い
、

祭
主
の
緑
川
浩
司
理
事
長
が
玉
串
を
捧
げ
た
。
式
典
に
続
い
て
、
二

名
の
有
識
者
に
よ
る
記
念
基
調
講
演
、
さ
ら
に
創
立
一
一
〇
周
年
記

念
式
典
が
、
ア
リ
オ
ス
大
ホ
ー
ル
に
て
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。

　

基
調
講
演
は
本
学
学
生
、
附
属
昌
平
中
学
・
高
校
を
あ
わ
せ
約

一
〇
〇
〇
名
以
上
が
熱
心
に
聴
講
、
前
文
部
科
学
事
務
次
官
の
清
水

潔
先
生
に
よ
る
「
今　

大
学
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
」、
麗
澤
大
学

教
授
・
松
本
健
一
先
生
に
よ
る「
孟
子
の
革
命
思
想
」が
講
演
さ
れ
た
。

　

ま
た
翌
二
三
日
に
は
、
第
五
回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」
が
、
本
学
主
催
で
行

わ
れ
、
中
国
・
韓
国
・
台
湾
か
ら
有
識
者
を
招
き
、
数
時
間
に
わ
た

る
白
熱
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
今
回
の
特
集
で
は
、
特
に
こ
の

学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
を
示
し
、
当
日
の
白
熱
し
た
議
論
を
報

告
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
五
回　

大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
二
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
半
〜
午
前
十
一
時
二
〇
分　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
一
号
館　

大
成
殿

　
　
　
　
　
　

第
二
十
五
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

　
　
　
　
　

午
後
一
時
〜
午
後
四
時
一
〇
分　

ア
リ
オ
ス
大
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　

記
念
講
演　

　
　

　
　
　
　
　

演　

題　

「
今　

大
学
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
」

　
　
　
　
　

講　

師　

前
文
部
科
学
事
務
次
官　

清
水　

潔　

先
生

　
　
　
　
　

演　

題　

「
孟
子
の
革
命
思
想
」

　
　
　
　
　

講　

師　

麗
澤
大
学
教
授　

　

松
本　

健
一　

先
生
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■総力特集：昌平黌 110 周年記念学術活動　第五回日中韓国際学術シンポジウム

第
五
回

　
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」

日
程
表

基調講演
8:50
～
11:00

緑川浩司 日本 学校法人昌平黌 理事長 昌平黌建学と平和経済

葉國良 台湾 国立台湾大学中国文学部 
教授

「『春秋』に義戦無し」思想と
東アジアの平和

休憩（10分）
呉錫源 韓国 成均館大学校　教授 儒教の平和思想と大同の世界

傅永軍 中国 山東大学哲学学部 学部長
哲学・社会発展学院 教授

人性と平和 ―― 墨子の平和思
想の現代的価値 ――

論文発表
11:10
～
12:10

湯恩佳 香港 孔教学院 院長 孔子教育の平和思想
小島康敬 日本 国際基督教大学 教授 華夷パラダイムを越えて

陳治国
中国 山東大学哲学・社会発展
学院
山東大学中国解釈学研究セン
ター　副教授

都市国家、人、正義：アリスト
テレスと荀子の間の対話

徐坰遙 日本 東日本国際大学儒学文化
研究所　所長

儒家共同体の洪範経世と中和

12:10
～
13:00

昼食

13:00
～
13:45

朴惠榮 韓国 成均館大学校儒学科 博士
修了生

聖学の人間らしい生き方

宋開玉
（孫微）

中国 山東大学儒学高等研究院 
教授
（中国 河北大学文学院 教授）

『哀王孫』「朔方健児」の学術
史的考察

山本修一 日本 創価大学工学部 教授 21世紀の科学技術とその課題
休息（15分）

14:00
～
14:45

王新春 中国 山東大学哲学・社会発展
学院 副院長

孔子の生命主体性の自覚

倉田貢 日本 東日本国際大学経済情報
学部 教授

生きること、苦悩すること ―― 
逆説的な真理 ――

金景美 韓国 成均館大学校儒学科 博士
修了生

論語における融合的指導者像の
考察

休息（15分）
15:00
～
15:45

片岡龍 日本 東北大学大学院 准教授 「憲法十七条」の「和」を読み
直す

高在錫 韓国 成均館大学校儒学大学 副
教授

‘仁’が実践される孔子の理想社会
という甘美な夢を見る

蔡祥元
中国 山東大学儒学高等研究院 
講師

天道により人道を弘む
 ―― 古代中国の人‐道の思想
とその現代的意義 ――

休息（15分）
16:00
～
16:45 林官憲

韓国 成均館大学校儒学大学 招
聘教授
平和問題研究所副理事長
（アメリカ）

グローバル時代における東アジ
ア平和のための提言
 ―― 孔子の大同と古朝鮮の弘
益人間を中心に ――

牛建科
中国 山東大学ユダヤ教・多宗
教研究センター　副主任
哲学・社会発展学院 副院長

仏教の平和思想と持続可能な発
展

松岡幹夫 日本 東日本国際大学東洋思想
研究所 所長

ガンディーと仏教的非暴力

18:00
～ 晩餐会（いわきワシントンホテル）
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は
じ
め
に

　

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
大タ

チ
ャ
ハ
オ

家
好
！ 
ア
ン
ニ
ョ
ン
ハ

セ

！

　

本
日
こ
こ
に
開
催
さ
れ
ま
す
日
中
韓
三
カ
国
国
際
学
術
会
議
に
お

い
て
、
主
催
側
の
挨
拶
を
兼
ね
、
こ
こ
で
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ

け
ま
す
こ
と
を
、
大
変
に
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
か
ら
の
ご
支
援
の
お
か
げ
で
、
今
年
、
本
学
校
法
人
昌
平
黌

は
、
創
立
110
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の

国
際
学
術
会
議
の
場
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
学
の
建
学
の
精
神
と
、

そ
れ
を
日
々
の
教
育
活
動
に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
る
か
と
い
う

話
も
少
し
だ
け
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
と
言
い
ま

す
の
も
、
そ
れ
は
同
時
に
、
経
済
活
動
が
私
た
ち
の
社
会
的
な
活
動

の
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
の
世
界
に
お
い
て
平
和
を

考
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
経
済
に
お
け
る
平
和
を
考
え
る
こ
と
と
も
繋

が
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
儒
学
思
想

の
中
で
と
り
わ
け
大
切
に
さ
れ
、
私
た
ち
も
大
切
に
し
て
参
り
ま
し

た
「
仁
」
と
「
義
」
に
つ
い
て
話
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
特
に
教

育
の
現
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
「
仁
」
と
、
経
済
活
動
に
お
け
る

平
和
を
考
え
る
た
め
に
必
須
の
「
義
」、
こ
れ
が
本
日
の
私
の
二
つ

の
テ
ー
マ
で
す
。

１
．
今
日
の
世
界
に
お
い
て
平
和
と
は
何
か

　

さ
て
、
本
日
の
学
術
会
議
全
体
の
主
題
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る

現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
思
想
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
り
う
る
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
主
題
は
、
人
間

の
生
命 

―
― 

人
々
の
い
の
ち 

―
― 

を
基
礎
と
し
た
う
え
で
、
人

間
が
生
活
を
送
る
際
に
か
か
わ
っ
て
く
る
、
哲
学
、
倫
理
、
政
治
、

経
済
、
文
化
、
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
、
社
会
、
教
育
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
み
よ
う
と
し
て
提
案
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

一
般
に
、
平
和
と
は
戦
争
の
反
対
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

基
調
講
演
①　

昌
平
黌
建
学
と
平
和
経
済

学
校
法
人
昌
平
黌　

理
事
長

　
緑

　
川

　
浩

　
司
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思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
、
武
力
に
よ
る
直
接
的
な
戦
争
の
な
い

地
域
の
経
済
活
動
を
見
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
不
信
と
争
奪
の

連
続
で
す
。
そ
れ
は
、
相
手
が
勝
つ
こ
と
は
必
ず
自
分
の
負
け
を
意

味
す
る
、
だ
か
ら
自
分
が
勝
つ
た
め
に
は
何
と
し
て
も
相
手
を
打
ち

負
か
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
を
前
提
と

し
た
戦
場
の
よ
う
な
光
景
で
す
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
「
平
和
」
な
世

界
の
中
で
も
、こ
の
よ
う
に
争
い
が
日
々
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、平
和
と
は
、一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
れ
は
、
他
人
と
私
が
共
存
共
栄
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

「
私
が
生
き
、
あ
な
た
が
生
き
る
。
そ
し
て
、
共
に
生
き
る
。
ま
た

そ
の
こ
と
がW

in-W
in

の
関
係
と
し
て
あ
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
お
互

い
に
何
か
を
受
け
取
る
関
係
に
あ
る
こ
と
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
中
で
、
経
済
的
競
争
が

日
々
激
化
す
る
今
に
お
い
て
平
和
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
狭
い
意

味
で
の
「
軍
事
力
に
よ
る
戦
争
」
と
「
そ
う
し
た
戦
争
の
な
い
平
和
」

と
い
う
対
比
で
で
は
な
く
、「
競
争
」
と
「
共
存
」
と
い
う
対
比
で

こ
そ
考
え
て
み
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

現
在
、
と
り
わ
け
経
済
活
動
を
つ
う
じ
て
東
西
南
北
で
の
交
渉
が

活
発
に
な
り
、地
球
は
一
つ
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

経
済
活
動
を
行
う
た
め
に
は
必
ず
資
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
深
刻
な
対
立
も
地
球
の
至
る
所
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
近

い
う
ち
に
、
私
た
ち
の
日
々
の
生
活
に
か
か
せ
な
い
水
す
ら
も
そ
う

し
た
対
立
の
掛
け
金
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
経
済
活
動
の
世

界
的
な
発
達
に
よ
り
、
た
し
か
に
私
た
ち
の
生
活
は
豊
か
で
便
利
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、
経
済
発
展
を
優
先
し
た
た
め
に

環
境
汚
染
は
悪
化
し
、
普
段
の
生
活
す
ら
脅
か
さ
れ
る
状
況
が
生
ま

れ
、
ま
た
経
済
的
争
奪
戦
の
歯
車
と
し
て
要
求
さ
れ
る
努
力
の
大
き

さ
に
よ
り
、身
体
や
精
神
を
壊
す
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
、

皆
様
方
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
「
平
和
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
今

日
の
現
実
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
文
明
が
経
済
と
経
営
（
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
）
を
中
心
に
回
っ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、
日
常
の
一
部

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
争
い
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
の
、
生
命
と
生

命
の
共
存
の
道
な
の
で
す
。

　

さ
て
こ
こ
で
、問
題
を
よ
り
大
き
な
視
点
で
眺
め
て
み
る
た
め
に
、

「
平
和
」の
意
味
を
、そ
の
漢
字
の
語
源
か
ら
少
し
考
え
て
見
ま
し
ょ

う
。
平
と
い
う
漢
字
は
鼻
で
正
し
く
息
を
す
る
形
を
あ
ら
わ
し
た
文

字
で
す
。
ま
た
和
と
い
う
漢
字
は
楽
器
を
吹
い
て
調
和
す
る
音
を
出

す
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
語
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考

え
て
み
ま
す
と
、
自
ら
が
息
を
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
も
せ
ず
、
自

然
な
呼
吸
が
で
き
る
状
態
に
お
い
て
こ
そ
、
私
た
ち
は
、
心
の
平
穏

と
身
体
の
調
和
を
享
受
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
私

た
ち
人
間
の
生
命
は
心
身
を
一
体
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
で
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す
か
ら
、
私
た
ち
は
精
神
的
な
生
活
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
肉
体
的

な
生
命
活
動
に
お
い
て
も
、
共
に
穏
や
か
で
あ
る
時
に
、
平
和
を
実

感
す
る
の
で
す
。

２
．
教
育
と
仁

　

と
こ
ろ
で
、
教
育
と
は
、
人
間
が
動
物
を
飼
育
す
る
よ
う
に
、
一

方
が
他
方
に
一
方
的
に
物
質
的
栄
養
を
与
え
、
ひ
た
す
ら
肉
体
的
に

成
長
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
人

間
だ
け
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
営
み
で
あ
り
、
人
間
ら
し
く

生
き
て
い
く
姿
勢
と
そ
の
た
め
の
方
法
を
互
い
に
学
び
教
え
合
う
、

心
身
が
一
体
と
な
っ
た
活
動
で
す
。
家
庭
に
お
け
る
教
育
で
は
、
子

供
た
ち
は
親
子
関
係
の
生
命
的
な
交
わ
り
の
中
で
育
て
ら
れ 

―
― 

そ
こ
で
は
、
親
も
ま
た
親
に
な
る
こ
と
を
学
び
ま
す 
―
―
、
学
校

に
お
け
る
教
育
で
は
、
師
弟
関
係
の
智
徳
体
の
三
位
一
体
の
習
得
の

中
で
育
成
さ
れ 

―
― 

師
弟
関
係
の
中
で
教
師
も
ま
た
教
師
と
し
て

育
っ
て
い
き
ま
す 

―
―
、
ま
た
社
会
に
お
け
る
教
育
で
は
、
上
下

関
係
の
指
導
と
実
行
の
中
で
、
人
間
は
互
い
に
成
熟
し
て
い
く
の
で

す
。

　

本
学
昌
平
黌
の
建
学
精
神
は
、
儒
学
の
基
本
理
念
で
あ
る
仁
義
礼

智
（
よ
り
後
代
の
分
類
に
従
え
ば
仁
義
礼
智
信
）
の
実
践
、
と
り
わ

け
仁
を
育
て
、
義
を
貫
く
あ
り
か
た
を
伝
え
る
こ
と
を
そ
の
中
核
と

し
て
い
ま
す
。
こ
の
儒
学
教
育
が
目
標
と
す
る
も
の
は
、
人
間
が
本

来
持
っ
て
い
る
徳
性
を
開
花
さ
せ
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
姿
勢
と
方

法
を
若
者
た
ち
へ
と
伝
え
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
儒
学
の
祖
で
あ
り
、
中
国
山
東
省
の
昌
平
県
の

生
ま
れ
で
あ
る
孔
子
の
偉
大
な
業
績
の
一
つ
と
し
て
、
私
学
と
い
う

も
の
を
創
設
し
た
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
教
育
上
の
大
き
な
貢
献
で
す
。

　

孔
子
は
古
代
の
文
・
史
・
哲
、
す
な
わ
ち
、
文
学
、
歴
史
、
哲
学

を
記
録
し
た
五
経
を
集
大
成
し
、
そ
れ
ら
を
教
育
の
テ
キ
ス
ト
と
し

ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
一
言
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
人
倫
と
日
常
の
道 

―
― 

つ
ま
り
、
人
と
人
の
間
の
信
頼
を
育
て
あ
げ
、
共
に
日
々
を

生
き
て
い
く
た
め
の
適
切
な
心
遣
い
と
振
る
舞
い
の
方
法 

―
― 

を

示
す
も
の
で
す
。
孔
子
は
春
秋
時
代
の
乱
世
時
に
み
ら
れ
た
「
下
剋

上
」
に
よ
る
秩
序
の
破
壊
を
憂
慮
し
、
確
固
た
る
信
念
で
、
し
か
し
、

あ
く
ま
で
も
状
況
を
現
実
的
に
考
察
し
な
が
ら
、
人
々
が
互
い
に
恨

む
こ
と
な
く
、
戦
う
こ
と
も
な
い
「
無
怨
不
争
（
む
お
ん
ふ
そ
う
）」

の
統
治
が
実
現
し
、
平
和
な
世
の
中
へ
と
回
復
す
る
こ
と
を
強
く

願
っ
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
伝
統
を
受
け
継
ぐ
私
学
は
、
教
育
機
関
と

し
て
そ
の
目
標
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

昌
平
黌
の
最
初
の
校
名
は
「
開
成
中
学
」
で
し
た
。
や
が
て
、
働
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く
青
少
年
の
学
び
の
場
と
し
て
、開
成
中
学
内
に
夜
学
が
開
設
さ
れ
、

そ
の
翌
年
に
昌
平
夜
学
中
学
と
改
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
「
開
成
」
と
い
う
名
前
は
、『
周
易
』
の
繋
辞
伝
上
に
あ
る
「
夫

易
開
物
成
務
、
冒
天
下
之
道
」、「
孔
子
曰
く
、
そ
れ
易
は
、
万
物
の

志
を
開
き
、
天
下
の
務
め
を
成
し
遂
げ
て
、
そ
の
道
が
天
下
を
冒お

お

う
」

と
注
釈
さ
れ
る
一
説
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
万
物
の
志
を

開
く
」と
は
、事
物
の
理

こ
と
わ
りを

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
そ

の
道
が
天
下
を
お
お
う
」
と
は
、
人
間
世
界
に
、
人
間
ら
し
い
、
人

間
と
し
て
の
生
き
方
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

そ
う
し
た
理
想
の
も
と
、
昌
平
黌
（
中
学
）
の
創
立
者
で
あ
る
田

辺
新
之
助
先
生
は
、本
学
の
建
学
理
念
を
実
践
す
る
方
法
と
し
て『
修

為
要
領
十
七
ヶ
条
』 

を
学
生
た
ち
に
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
敢
え
て

一
言
で
要
約
す
る
な
ら
ば
、
人
間
に
生
ま
れ
つ
き
与
え
ら
れ
た
徳
性

を
育
て
、
社
会
の
中
で
他
の
人
々
と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
人
間
と
な
る
た
め
の
道
を
示
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
関
係
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
自
分
と
他
人
の
関

係
性
の
構
造
で
す
。
人
と
人
の
付
き
合
い
は
、
お
互
い
の
間
に
闘
争

し
か
選
択
肢
が
な
い
よ
う
な
競
合
・
対
立
関
係
に
基
づ
く
の
で
は
な

く
、
互
い
を
補
い
合
う
陰
陽
の
関
係
に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
す
。
そ

の
一
例
と
し
て
、男
女
、夫
婦
関
係
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
儒
学
思
想
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
他
人
と
関
わ
っ
て

い
く
人
間
に
、「
徳
性
」
と
い
う
無
限
の
能
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、

と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
だ
け
が
持
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
生
得

的
な
本
能
と
言
っ
て
も
良
い
能
力
で
す
。

　

こ
の
「
徳
性
」
に
は
三
つ
の
顔
と
で
も
い
う
べ
き
三
つ
の
側
面
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
自
分
の
た
め
に
何
か
を
勝
ち
取
る

能
力
と
い
う
側
面
。
第
二
に
、
自
分
だ
け
で
な
く
他
人
を
変
化
さ
せ

る
能
力
と
い
う
側
面
。
ま
た
最
後
に
、
す
べ
て
の
も
の
た
ち
を
惜
し

ん
で
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
と
い
う
側
面
で
す
。
つ
ま
り
、
自

発
的
な
、
自
分
自
身
へ
と
向
か
う
能
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
人
に

関
わ
り
、
他
人
を
も
感
化
し
て
い
く
よ
う
な
、
外
へ
と
、
他
者
へ
と

向
か
う
外
向
的
能
力
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
を
誰
も
が
生
ま
れ

つ
き
持
っ
て
い
る
、と
儒
学
思
想
は
考
え
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

人
間
に
賢
い
と
か
愚
か
だ
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
の
は
、
成
長
し
て

い
く
中
で
、
後
天
的
で
利
己
主
義
的
な
「
わ
た
し
」
に
と
ら
わ
れ
て

し
ま
い
、
他
の
人
た
ち
と
交
わ
る
「
公

お
お
や
け」

へ
と
自
ら
を
啓ひ

ら

い
て
い
く

こ
と
を
知
ら
ず
に
育
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
、人
間
が
も
し
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
、

動
物
の
よ
う
に
私
欲
だ
け
で
生
き
て
い
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
教
育
を
通
し
て
、
よ
り
具

体
的
に
は
、
誠
、
忠
恕
と
い
っ
た
徳
目
の
実
践
を
行
う
こ
と
を
通
じ

て
、
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
こ
う
し
た
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
る
の
で
す
。
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孔
子
は
「
人
間
ら
し
い
、と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
」

と
質
問
し
た
弟
子
の
顔
淵
に
「
克
己
復
礼
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
自
ら
の
個
人
的
な
欲
望
（
私
欲
）
を
克
服
し
、
礼
を
尽
く

し
て
こ
そ
人
間
ら
し
い
と
い
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ

り
、
生
ま
れ
持
っ
た
徳
性
を
開
花
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

は
ま
た
、
自
分
の
正
直
な
心
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
「
正
直
さ
」
と
は
「
偽
り
」
の
反
対
語

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
理
性
的
思
考
に
よ
る
正
し
い
判
断
力
と
、

感
性
的
な
繋
が
り
を
通
じ
た
感
化
の
能
力
を
意
味
し
、
そ
の
力
は
ま

さ
に
率
直
さ
か
ら
湧
き
出
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
．
経
済
と
経
営
の
今

　

21
世
紀
に
入
っ
て
も
、
様
々
な
国
際
的
な
経
済
摩
擦
が
世
界
の
至

る
所
で
続
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
生
産
者
と
生
産
者
が
、
生
産
者

の
集
団
と
生
産
者
の
集
団
が
争
っ
て
い
ま
す

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
摩
擦
の
底
に
は
、
よ
り
大
き
な
、
良
い
方
向

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
新
し
い
流
れ
も
潜
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
生

産
者
が
別
の
生
産
者
と
利
益
を
巡
っ
て
争
い
対
立
す
る
だ
け
で
は
な

く
、消
費
者
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
き
た
可
能
性
で
す
。

た
と
え
ば
、
市
場
の
規
模
が
地
球
規
模
に
な
る
中
で
、
す
な
わ
ち
グ

ロ
ー
バ
ル
化
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
生
産
者
が
主
導
す
る
市
場
か

ら
消
費
者
が
主
導
す
る
市
場
へ
と
変
化
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
見

ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
経
済
活
動
の
中
心
が
生
産
活
動
か
ら
消

費
活
動
へ
と
移
動
し
、
商
品
の
開
発
者
の
方
針
も
、「
個
性
」
を
求

め
る
消
費
者
の
心
理
に
合
わ
せ
た
「
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
経
済
」
へ
と

変
わ
っ
て
き
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
消
費
者
は
、
大
量
生
産
で
作

ら
れ
た
既
成
服
は
あ
た
か
も
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
よ
う
だ
と
嫌
い
、
自

分
が
直
接
デ
ザ
イ
ン
し
た
よ
う
な
商
品
を
望
む
よ
う
に
な
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
商
品
開
発
者
は
、
単
に
自
分
た
ち
の
技
術
と
大

量
生
産
能
力
を
誇
示
す
る
商
品
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
消
費
者
の
気
に
入
る
商
品
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
商

品
開
発
の
現
場
に
お
い
て
、
開
発
者
が
自
分
た
ち
の
満
足
だ
け
を
基

準
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
消
費
者
と
い
う
他
人
を
大
切
に
し
、
他

の
人
々
の
あ
り
か
た
に
配
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
本
来
の
人
間
ら
し
い
徳
性
を
発
揮
す
る
状
況
が
生
ま

れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
消
費
者
が
中
心
と
な
る
こ
と
で
、
他
方
で
は
、
消
費

者
の
財
布
の
状
況
が
厳
し
く
な
れ
ば
、
生
産
者
の
側
は
、
さ
ら
に
賃

金
の
安
い
国
に
生
産
地
を
移
し
、
消
費
者
の
「
現
在
の
」
欲
求
に
合

わ
せ
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
生
産
地
の
生
産
者
の
生
活
を
犠
牲
に
し

て
、
ひ
た
す
ら
商
品
を
提
供
し
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
っ

た
状
況
に
も
容
易
に
繋
が
り
ま
す
。
例
え
ば
、
先
日
の
バ
ン
グ
ラ
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デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
工
場
で
の
事
故
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ

る
フ
ァ
ス
ト
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
（Fast Fashion

）
―
― 

多
様
で

そ
れ
な
り
に
良
く
で
き
て
い
る
が
格
安
な
洋
服 

―
― 

が
引
き
起
こ

し
て
い
る
南
北
問
題
で
す
。

　

確
か
に
、
そ
う
し
た
国
の
間
の
格
差
を
含
ん
だ
問
題
に
、
簡
単
な

解
決
策
が
見
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
と
は

い
え
、
生
産
者
主
導
の
時
代
の
、
と
に
か
く
技
術
革
新
の
内
容
を
何

で
も
よ
い
か
ら
放
り
込
ん
だ
、
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
単
調
な
製
品
を

量
産
す
る
だ
け
の
段
階
、
そ
れ
か
ら
、
消
費
者
主
導
の
、
多
様
性
を

求
め
な
が
ら
も
、安
さ
を
何
よ
り
も
の
売
り
に
し
て
、消
費
者
の
「
現

在
の
」
欲
求
だ
け
を
満
た
す
製
品
を
作
り
出
す
段
階
の
後
に
、
さ
ら

に
、
よ
り
普
遍
的
に
「
人
間
に
と
っ
て
何
が
本
当
に
必
要
な
の
か
」

を
考
え
、
時
に
は
製
品
の
機
能
を
削
り
さ
え
し
な
が
ら
（
か
つ
て
は

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
）、
新
し
い
何
か
を
提
案
し
て
未
来

を
作
り
だ
し
て
い
く
経
営
者
が
認
め
ら
れ
る
段
階
に
来
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
経
営
者
や
企
業
は
、
消
費
者
が
人
間
と
し
て
本

当
に
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
、
消
費
者
と
対
話
し
な
が
ら
引
き
出

し
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
創
意
あ
る
経
営
に
は
志

こ
こ
ろ
ざ
しが

重
要
で
す
。
私
た
ち
は
、

よ
く
「
す
べ
て
は
気
の
持
ち
方
で
変
わ
る
」
と
話
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
自
分
た
ち
の
利
益
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
他
者
へ
と
、

公お
お
や
けへ

と
啓
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
ー
プ
ン
・
マ
イ
ン
ド
（O

pen 

M
ind

）」に
よ
っ
て
こ
そ
本
当
の
成
果
が
上
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

生
産
者
は
、
消
費
者
が
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
「
易
地
思
之
（
立

場
を
替
え
て
考
え
る
）」
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の
心
の
目
を
開
い

て
知
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
同
時
に
、
生
産
者

は
消
費
者
が
現
在
求
め
て
い
る
も
の
を
た
だ
提
供
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
両
者
の
間
に
真
の
対
話
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
お
互
い
に
、
自

身
の
中
に
眠
っ
て
い
る
、
人
間
と
し
て
の
普
遍
的
な
可
能
性
を
、
未

来
に
向
け
て
引
き
出
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
す
。

　

こ
こ
で
儒
学
思
想
の
話
に
少
し
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

儒
家
は
歴
代
に
渡
っ
て
、
徳
治
、
礼
治
、
考
治
等
の
政
策
で
天
下

を
営
ん
で
き
ま
し
た
。自
分
の
正
直
さ
に
よ
っ
て
他
人
に
譲
る
心
と
、

両
親
に
対
す
る
心
で
、
上
下
左
右
の
全
て
の
人
々
が
穏
や
か
に
生
き

る
こ
と
を
願
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
垂
直
的

な
身
分
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
方
便
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
身
分
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
役
割
と
責
任
が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
何
か
を
実
現
す
る
た
め
の
組
織
に
お
い
て
は
、
現
在
に

至
る
ま
で
、
水
平
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
目
的
を
共
有
し
た
垂
直

の
関
係
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
力
は
生
ま

れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
縦
糸
と
横
糸
の
関
係
が
綺
麗
に
編
み
上
が

り
、
自
律
的
な
姿
を
と
っ
た
時
に
こ
そ
、
良
質
な
成
果
は
多
く
生
ま

れ
て
き
た
の
で
す
。ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
経
営
学
者
バ
ー
ナ
ー
ド
も
、
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現
代
の
経
営
組
織
に
つ
い
て
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と

記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

徳
治
も
ま
た
、
そ
れ
と
似
て
い
ま
す
。
徳
治
は
、
人
間
ひ
と
り
ひ

と
り
の
自
発
的
な
心
に
訴
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
生
ま
れ
持
っ

た
徳
を
引
き
出
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
平
和
を

実
現
す
る
の
で
す
。
孟
子
の
王
道
主
義
も
、
他
律
主
義
で
も
な
け
れ

ば
、
決
し
て
強
圧
的
な
も
の
で
は
な
く
、
徳
に
結
実
す
る
人
間
ら
し

さ
を
引
出
し
、
そ
れ
に
形
を
与
え
る
と
い
う
「
以
徳
行
仁
」
の
営
み

で
す
。
孔
子
の
お
話
に
「
徳
は
孤
な
ら
ず 

必
ず
隣
有
り
（
徳
不
孤

必
有
隣
）」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る「
隣
」を
、

生
産
者
と
消
費
者
、
そ
し
て
教
育
者
と
学
生
の
関
係
と
解
釈
す
る
な

ら
ば
、
生
産
者
と
消
費
者
、
教
育
者
と
学
生
は
敵
対
す
る
の
で
も
な

く
、
単
な
る
上
下
関
係
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
種
の
上
下
関
係

を
含
み
な
が
ら
も
、
社
会
的
に
、
と
も
に
人
間
ら
し
さ
を
実
現
し
て

い
く
同
志
な
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、

現
代
の
企
業
は
、
環
境
と
福
祉
面
で
ど
れ
だ
け
社
会
的
寄
与
が
あ
る

の
か
、
つ
ま
り
社
会
の
一
員
と
し
て
行
動
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
も

評
価
さ
れ
る
も
の
で
す
。

４
．
義
を
実
現
す
る
経
済
へ

『
尚
書
正
義
』
の
大
禹
謨
編
の
注
釈
を
見
る
と
、
人
間
ら
し
い
社
会

生
活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
三
つ
の
事
柄
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
一
に
、
人
間
の
徳
性
を
正
し
い
も
の
へ
と

導
い
て
い
く
「
正
徳
」、
第
二
に
、
日
々
の
生
活
に
必
要
な
も
の
が

う
ま
く
行
き
渡
り
、
人
々
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
「
利

用
」、
第
三
に
、
そ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
人
間
の
生
活
を
豊
か
に
す

る
「
厚
生
」
で
す
。
こ
の
三
点
が
互
い
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

現
代

に
お
い
て
、
物
資
を
用
い
生
活
を
豊
か
に
す
る
活
動 

―
― 

つ
ま
り

経
済
活
動 

―
― 

は
、
肯
定
的
に
で
あ
れ
否
定
的
に
で
あ
れ
、
し
ば

し
ば
、
精
神
的
・
文
化
的
活
動
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
か
た
ち
で
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
動
物
の
よ
う
に
身
体
的
充
足
だ
け
を
目

的
と
し
た
、
物
質
的
領
域
だ
け
に
閉
じ
た
活
動
だ
と
み
な
さ
れ
が
ち

だ
、と
い
う
こ
と
で
す
。し
か
し
、そ
う
で
は
な
く
経
済
活
動
も
ま
た
、

人
間
同
士
の
作
り
出
す
多
様
な
社
会
的
関
係
の
中
に
お
い
て
、
精
神

的
な
豊
か
さ
を
発
展
さ
せ
る
活
動
と
密
接
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
し

て
あ
る
、そ
う
い
っ
た
こ
と
を
こ
の
一
説
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
徳
性
に
基
づ
い
た
倫
理
と
、
物
質
的
な
充
足
を
目
指
す
経

済
活
動
は
一
体
と
な
っ
て
人
間
の
社
会
生
活
を
形
作
っ
て
い
る
、
そ

う
し
た
鋭
い
洞
察
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

さ
て
、
昌
平
黌
短
期
大
学
の
創
設
者
で
あ
る
田
久
孝
翁
元
理
事
長

は
、
一
九
八
九
（
平
成
元
年
）
年
に
「
平
和
経
済
学
の
理
論
的
構
成

に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
私
学
振
興
事
業
団
か
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ら
研
究
助
成
金
を
受
け
研
究
活
動
を
推
進
さ
せ
、
二
〇
〇
二
（
平
成

14
）
年
『
平
和
経
済
学
研
究
』
創
刊
号
の
巻
頭
言
で
、『
平
和
経
済

学
基
本
要
領
十
七
ヵ
条
』 

を
提
示
し
ま
し
た
。

　

そ
の
内
容
を
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、平
和
な
経
済
の
確
立
は
、

経
済
活
動
と
経
営
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
経
済
倫
理
を
確
立
で
き
る

か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
目
標
と
す
る
の
は
、
儒
学
思
想
で
い
う
〝
経
世
済
民
〞
の
実
現
で

す
。
た
し
か
に
、
経
済
そ
れ
自
体
を
一
つ
の
独
立
し
て
自
律
し
た
領

域
と
考
え
る
な
ら
ば
、
経
済
の
領
域
は
市
場
に
ま
か
せ
、
時
代
の
要

請
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
く
ま
ま
に
ま
か
せ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
自
由
経
済
を
過
度
に
推
し
進
め
た
結
果
起
き
た
バ

ブ
ル
経
済
は
、
世
界
の
経
済
に
異
常
な
ま
で
の
混
乱
を
も
た
ら
し
ま

し
た
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
自
国
だ
け
を
優
先
し

て
産
業
の
活
性
化
を
推
し
進
め
た
結
果
、
私
た
ち
は
経
済
的
な
戦
争

に
突
入
し
た
か
の
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
平
和
経
済
学
の
確
立
が
必
要

に
な
る
訳
で
す
が
、
そ
の
基
本
的
な
視
点
は
以
下
の
三
点
に
要
約
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

　

１
．
真
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
と
は
、
全
地
球
的
で
全
人
類
的
な

立
場
に
立
つ
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
自
国
の
利
益
だ
け
を
追
い

求
め
て
単
独
で
行
動
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
よ
う
な
視
点
で

あ
っ
て
、
全
世
界
的
な
（
グ
ロ
ー
バ
ル
な
）
市
場
で
、
自
分

だ
け
が
競
争
を
生
き
残
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
な
視
点
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

２
．
各
国
各
民
族
の
主
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
各

民
族
の
文
化
の
進
展
、
そ
し
て
資
源
開
発
を
援
助
す
る
と
い

う
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
る
口
実
の
も
と
で
、
相
手
の

利
に
反
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

３
．
自
由
経
済
の
原
則
は
、
社
会
正
義
に
立
脚
し
樹
立
さ
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
た
だ
弱
肉
強
食
の
原
理
だ
け
が

経
済
活
動
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
経
済
倫
理
を

確
立
し
、
実
現
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
文
明
は
、
経
済
と
経
営
（
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
）
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
経
済
活
動
に

お
け
る
倫
理
、
経
済
倫
理
が
な
け
れ
ば
何
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

い
え
、
何
が
起
き
た
で
し
ょ
う
か
？ 

お
互
い
に
相
手
か
ら
利
益
だ

け
を
得
よ
う
と
す
る
戦
略
を
推
し
進
め
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
不
信

感
は
、
社
会
全
体
に
、
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た
文
明
社
会
に
逆

行
す
る
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
経
済
倫
理
の
な
い
経
済

戦
略
が
生
み
出
す
も
の
は
、
相
互
報
復
的
な
経
済
戦
争
で
し
か
な
い
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の
で
す
。

　

し
か
し
、
経
済
活
動
も
ま
た
、
人
間
の
活
動
で
す
。
そ
し
て
人
間

は
精
神
と
身
体
の
両
方
を
あ
わ
せ
も
っ
た
存
在
で
す
。
で
す
か
ら
、

経
済
活
動
に
参
加
す
る
一
人
一
人
は
、
精
神
文
化
と
物
質
文
明
の
両

方
を
一
つ
に
考
え
る
視
点
を
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
参
加
者
の
間
に
信
頼
関
係
が
成
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。他
人
が
ど
う
な
ろ
う
と
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
ば
か
り
に
、

自
分
の
利
益
だ
け
を
利
己
主
義
的
に
求
め
る
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ

マ
ル
、つ
ま
り
経
済
動
物
で
は
駄
目
な
の
で
す
。な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？ 

な
ぜ
な
ら
ば
、
経
済
活
動
も
ま
た
、
人
と
人
の
交
わ
り
の
中
で
、
人

の
集
団
と
人
の
集
団
の
交
わ
り
の
中
で
行
わ
れ
る
人
間
の
活
動
だ
か

ら
で
す
。
そ
れ
も
ま
た
、
社
会
的
な
活
動
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

そ
こ
に
、
相
互
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
誰
も
が
連
帯
感
を
持
ち
、
お

互
い
に
人
間
と
し
て
尊
重
し
合
う
礼
節
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
活
動
は

ば
ら
ば
ら
な
個
体
の
間
の
競
争
・
闘
争
の
連
鎖
に
と
ど
ま
り
、「
共
存
」

や
平
和
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
共
に
生
き
る
た
め
の「
社
会
」

が
成
立
し
な
い
の
で
す
。
礼
節
の
あ
る
経
済
と
経
営
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
平
穏
な
状
況
は
も
た
ら
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
共
に
幸
福
を
追
求
す
る
生
活
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
福
祉

事
業
も
そ
う
し
た
次
元
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
学
の
名
誉
学
長
で
あ
る
山
岡
荘
八
先
生
は
著
名
な
文
筆
家
で
も

あ
り
ま
す
が
、昌
平
黌
の
教
育
目
標
を
、『
論
語
』
第
16
季
氏
篇
の
「
義

を
行
い
以
っ
て
、
其
の
道
に
達
す
（
行
義
以
達
其
道
）」
に
定
め
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
日
々
の
ど
ん
な
活
動
に

お
い
て
も 

―
― 

経
済
活
動
に
お
い
て
も 

―
― 

調
和
と
正
義
の
精

神
を
実
践
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
儒
家
の
思
想
に
は「
義
理
之
辨
」

と
い
う
、
平
和
を
考
え
る
た
め
の
基
本
的
な
概
念
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、利
益
が
目
の
前
に
あ
っ
て
も
、果
た
し
て
そ
れ
が
義
に
か
な
っ

て
い
る
か
を
良
く
考
え
て
み
よ
（「
見
利
思
義
」）
と
い
う
警
句
で
あ

り
、
経
済
的
な
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
倫
理
的
な
義
理
を

土
台
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
理
念
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
経
済
的
利
益
と
社
会
正
義
が
調
和
で
き
る
の
で
す
。

　

現
在
の
世
界
経
済
は
、
互
い
に
競
争
を
起
こ
し
、
争
奪
し
あ
う
こ

と
こ
そ
が
理
想
的
な
経
済
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
強
迫
観
念
に

と
ら
わ
れ
、結
果
と
し
て
経
済
上
の
「
戦
争
」
が
日
常
化
し
て
し
ま
っ

た
状
況
で
す
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
も
呼
ば
れ
る
そ
の
体
制
に
お

い
て
は
、
何
よ
り
も
競
争
が
褒
め
称
え
ら
れ
、
お
互
い
が
経
済
的
に

争
う
こ
と
が
促
進
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
誰
も
が
利
益
を
逃
し
た

く
な
い
と
い
う
一
心
か
ら
、
互
い
に
睨
み
合
い
、
不
信
感
を
募
ら
せ

る
と
い
う
非
人
間
的
な
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
経
済
活

動
に
お
け
る
過
剰
な
競
争
の
促
進
に
よ
り
生
じ
て
し
ま
っ
た
摩
擦
を

取
り
除
く
に
は
、
経
済
活
動
に
お
い
て
も
人
が
他
人
に
対
し
て
正
直

に
か
か
わ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
人
と
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人
の
あ
い
だ
に
信
頼
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
平
和
が
、
共
存
の
道
が
再
構
築
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
れ
は
時
代
が
か
っ
た
古
臭
い
経
済
観
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
う
だ

と
は
思
い
ま
せ
ん
。「
温
故
知
新
」
と
い
う
言
葉
を
、
古
臭
い
格
言

と
し
て
追
い
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
体

験
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
は
、
未
来
へ
向
か
う
新
し
い
創
造
の

た
め
の
肥
や
し
に
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
今
日
の
過

度
に
個
人
的
な
競
争
・
争
奪
を
礼
賛
す
る
新
自
由
主
義
に
別
れ
の
言

葉
を
告
げ
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
経
済
上
の
終
わ
り
の
な
い
戦
争
状
態

に
し
か
繋
が
ら
な
い
か
ら
で
す
。個
人
が
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
、

社
会
の
中
で
平
穏
に
調
和
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
道
を
目
指
し

て
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。
現
代
の
人
間
社
会
は
経
済
と
経
営
を
中
心

と
し
て
動
い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
今
日
の
社
会
に
お
け
る
平
和

と
は
、
日
々
の
経
済
活
動
の
中
で
こ
そ
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
何
か
な
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
内
容
を
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
要
点
は
二
点
あ
り
ま
し
た
。

　

第
一
に
、
私
た
ち
は
教
育
の
実
践
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
仁
の
育

成
を
大
切
に
し
、
人
間
が
生
ま
れ
持
っ
た
徳
を
伸
ば
し
開
花
さ
せ
て

や
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し

ま
し
た
。

　

第
二
に
、
経
済
活
動
に
お
い
て
も
、
義
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
平
和
経
済
学
は
、
平
穏
で
調
和
あ
る
、
つ

ま
り
平
和
な
経
済
を
実
現
す
る
た
め
の
倫
理
を
探
求
し
ま
す
。
そ
の

視
点
か
ら
す
る
と
、
お
互
い
が
お
互
い
を
人
間
と
し
て
尊
重
し
な
が

ら
経
済
生
活
を
送
れ
る
社
会
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
実
現

を
目
指
し
て
現
代
の
経
済
人
は
自
己
と
社
会
を
形
成
し
て
い
く
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

　

ど
ち
ら
も
、
人
と
人
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
倫
理
を
基
礎
と
し
た

も
の
で
す
。
人
間
は
社
会
を
作
り
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
、
生
き
、
死

ん
で
い
く
社
会
的
な
存
在
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
人
間
の
生

ま
れ
持
つ
徳
性
を
啓
発
し
、
そ
し
て
平
和
な
経
済
を
実
現
す
る
た
め

の
倫
理
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
社
会
共
同
体
の
営
み
に
必
ず
必
要
と

な
る
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
本
学
は
、
儒
学
思
想
に
基

づ
い
て
徳
を
育
て
る
教
育
と
、
経
済
倫
理
を
基
礎
と
し
た
平
和
経
済

学
の
探
求
に
力
を
注
い
で
ま
い
り
ま
し
た
し
、
今
後
も
全
力
で
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

学
校
法
人
昌
平
黌
は
、
大
学
、
短
大
、
附
属
中
高
校
、
附
属
幼
稚

園
等
を
有
す
る
学
校
法
人
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
儒
学
精
神
に

基
づ
い
た
一
貫
教
育
を
実
施
す
る
た
め
に
努
力
を
積
み
重
ね
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
経
済
に
お
け
る
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
、
平
和
経

済
学
の
探
求
を
日
々
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
理
想
を
実
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現
す
る
た
め
に
、
短
大
で
は
〈
儒
学
と
昌
平
黌
〉
講
座
を
教
養
必
修

科
目
に
、
大
学
で
は
〈
論
語
を
学
ぶ
〉
と
〈
平
和
経
済
学
〉
を
必
修

に
、
そ
し
て
〈
論
語
素
読
〉
と
〈
儒
学
と
経
済
〉
を
選
択
科
目
で
履

修
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
般
市
民
を
対
象
に
、
公

開
講
座
〈
論
語
素
読
会
〉
を
継
続
し
て
開
講
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
昌
平
黌
の
「
昌
平
」
の
意
味
を
、
今
日
の
学
術
会
議
の
主

題
に
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
社
会
・
経
済
の
繁
栄
を
、
共
存

の
う
ち
に
、
平
和
の
う
ち
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
各
個
人
が
他
人
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
願
い
、

共
に
住
ま
う
社
会
共
同
体
の
た
め
に
自
発
的
な
能
力
を
積
極
的
に
発

揮
す
る
時
、
平
和
な
世
界
は
実
現
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

現
在
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
す
。
そ
の
中
で
世
界
中
の
国
々
が
、

経
済
的
に
は
成
長
と
分
配
と
い
う
二
兎
の
ウ
サ
ギ
を
同
時
に
捕
ま
え

よ
う
と
、
躍
起
に
な
っ
て
知
恵
を
振
り
絞
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

状
況
の
な
か
、
私
た
ち
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
経
済
活
動
に
お
い
て

も
、
自
分
自
身
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
義
を
、
社
会
的
な
正
義
を

貫
い
て
実
現
さ
せ
よ
う
行
動
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
現

代
の
経
済
と
経
営
が
中
心
と
な
っ
た
世
界
に
お
い
て
平
和
を
も
た
ら

す
道
な
の
だ
と
明
確
に
知
る
こ
と
、
こ
れ
が
何
よ
り
も
大
切
な
の
だ

と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
回
の
学
術
会
議
で
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統

思
想
が
、
い
か
に
平
和
経
済
学
と
交
差
す
る
か
に
つ
い
て
、
様
々
な

観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
本
編
は
こ
れ

か
ら
で
す
が
、
遠
方
か
ら
は
る
ば
る
と
お
越
し
い
た
だ
い
た
先
生
方

に
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

取
り
と
め
の
な
い
私
の
挨
拶
を
最
後
ま
で
ご
静
聴
い
た
だ
き
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

非
フ
ェ
イ

常チ
ャ
ン

感カ
ン
シ
エ

、
カ
ム
サ
ハ
ム
ニ

ダ

！ 

〈
参
考
文
献
〉

１
．『
尚
書
正
義
』

２
．『
周
易
』

３
．『
礼
記
』

４
．『
論
語
集
注
』

５
．『
大
學
章
句
』

６
．『
中
庸
章
句
』

７
．
田
久
孝
翁
『
苦
節
九
十
年
昌
平
黌
学
園
の
歩
み
』
い
わ
き
短
期

大
學
出
版
局
、
一
九
九
三
年
．

８
．
昌
平
黌
（
中
学
）
創
立100

周
年
記
念
『
儒
学
と
平
和
経
済

学
に
関
す
る
国
際
学
術
会
議
報
告
集
』
学
校
法
人
昌
平
黌
、

二
〇
〇
二
年
六
月
．

９
．
鎌
倉
孝
夫
「
田
久
理
事
長
の
『
平
和
経
済
学
』
に
つ
い
て
」、『
平
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和
経
済
学
研
究
』
第
2
号
、
三
〜
一
四
頁
、
東
日
本
国
際
大
学

平
和
経
済
学
研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
．

ⅰ
修
為
要
領
十
七
ヶ
条

一
、
人
の
貴
き
所
以
は
外
物
に
存
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
己
の
心
に
あ
る

こ
と
を
思
ふ
べ
し
。

一
、
自
ら
重
ん
ず
る
と
共
に
他
を
尊
む
べ
し
。

一
、
自
身
を
厚
う
す
べ
し
、
善
に
遷
る
に
吝
か
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
独
立
の
心
を
強
う
す
べ
し
、
協
同
の
念
を
離
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
誠
実
な
る
べ
し
、
己
を
欺
く
こ
と
勿
れ
、
人
を
欺
く
こ
と
勿
れ
。

一
、
勇
敢
な
る
べ
し
、
狂
暴
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
謙
譲
な
る
べ
し
、
卑
屈
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
質
素
な
る
べ
し
、
不
潔
な
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
労
苦
に
耐
ふ
べ
し
、
心
身
の
鍛
錬
を
怠
る
こ
と
勿
れ
。

一
、
己
に
克
つ
べ
し
、
外
物
に
心
を
奪
は
る
る
こ
と
勿
れ
。

一
、
心
を
専
一
に
す
べ
し
、
妄
念
に
駆
ら
る
る
こ
と
勿
れ
。

一
、
秩
序
を
重
ん
ず
べ
し
、
自
恣
放
逸
の
言
行
あ
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
趣
味
を
高
尚
な
ら
し
む
べ
し
、
天
然
に
親
し
む
べ
し
。

一
、
同
情
を
有
す
べ
し
、己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
は
、人
に
施
す
こ
と
勿
れ
。

一
、
義
気
あ
る
べ
し
、
幼
弱
を
扶
く
べ
し
、
強
暴
に
屈
す
べ
か
ら
ず
。

一
、
知
る
は
知
る
に
止
ど
ま
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
修
為
の
た
め
な
る
こ
と

を
忘
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
自
利
の
念
を
離
る
る
に
随
ひ
て
、
人
格
の
高
大
を
致
す
も
の
な
る
を

記
す
べ
し
。

ⅱ
平
和
経
済
学
基
本
要
領

１
．
グ
ロ
ー
バ
ル
的
視
点
に
立
っ
て
考
え
る
。

２
．
各
国
各
民
族
の
主
権
を
尊
重
す
る
。

３
．
倫
理
を
経
済
運
営
の
基
本
と
す
る
。

４
．
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
（
経
済
動
物
）
的
思
想
を
排
除
す
る
。

５
．
核
、
原
子
力
生
産
を
抑
止
す
る
。

６
．
戦
争
経
済
を
排
除
す
る
。

７
．文
明
は
、文
化
に
基
づ
き
、各
民
族
の
文
化
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

８
．
資
源
の
開
発
は
、
衣
食
住
の
充
足
を
基
本
と
し
、
人
々
の
生
活
権
を

損
な
わ
な
い
。

９
．
人
間
の
貴
さ
は
、
経
済
倫
理
の
実
行
（
実
現
）
に
あ
る
。

10
．
社
会
的
経
済
の
基
本
は
義
商
の
精
神
に
あ
る
。

11
．
物
販
の
基
本
は
薄
利
多
売
を
旨
と
す
る
。

12
．
生
産
性
の
原
則
は
、
質
の
向
上
を
旨
と
し
、
世
界
人
口
と
の
比
較
に

従
う
。

13
．
経
済
の
運
営
は
経
世
済
民
の
思
想
に
従
っ
て
行
う
。

14
．
文
化
の
発
展
と
生
活
権
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
。

15
．
自
然
環
境
を
破
壊
す
る
不
均
衡
な
経
済
運
営
を
是
正
す
る
。

16
．
自
由
経
済
の
原
理
は
、
社
会
正
義
の
上
に
樹
立
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

17
．
地
球
上
全
て
の
資
源
は
、
地
域
的
民
族
の
主
権
で
あ
り
、
利
権
に
よ

る
侵
略
は
許
さ
れ
な
い
。
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成
均
館
大
学
校
教
授　

呉
　
　
　
錫

　
源

基
調
講
演
②　

儒
教
の
平
和
精
神
と
大
同
思
想

１
．
平
和
の
重
要
性
と
問
題
点

　

平
和
は
人
類
社
会
が
望
む
一
つ
の
共
同
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

平
和
と
は
何
で
あ
り
、
平
和
を
ど
の
よ
う
に
具
現
化
す
る
か
に
つ
い

て
は
多
様
な
意
見
が
あ
る
。
ま
ず
、
平
和
の
概
念
を
細
分
化
し
て
み

る
と
、
個
人
に
つ
い
て
は
‘
心
と
体
が
平
安
な
状
態
’、
社
会
的
に

は
‘
人
間
関
係
で
の
和
睦
と
平
穏
が
な
さ
れ
た
状
態
’、
国
家
的
に

は
‘
国
家
社
会
に
内
憂
と
外
患
が
な
い
状
態
’、
国
際
的
に
は
‘
人

類
が
協
力
し
共
存
す
る
一
つ
の
世
界
共
同
体
を
指
向
す
る
状
態
’
と

い
え
る
。
す
な
わ
ち
平
和
と
は
、
人
間
個
人
の
平
安
な
状
態
か
ら
始

ま
り
、
人
間
社
会
の
和
睦
な
関
係
を
維
持
し
、
国
家
と
民
族
間
の
戦

争
や
争
い
事
が
な
い
社
会
を
成
し
、国
際
間
の
理
解
と
協
力
に
よ
り
、

世
界
共
同
体
を
指
向
す
る
理
念
を
包
括
し
た
用
語
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
平
和
の
理
念
が
現
実
的
に
実
現
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
。
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
は
こ
う
し
た
平
和
を
阻
害
す
る
数
多
い
要

因
が
露
呈
し
て
い
る
。
人
間
は
良
心
と
愛
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
あ

る
が
、
現
実
的
に
は
感
覚
的
本
能
と
強
い
欲
望
に
支
配
さ
れ
、
激
烈

な
生
存
競
争
の
現
実
の
中
で
、
理
解
と
協
力
よ
り
も
対
立
と
葛
藤
が

優
先
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
無
知
と
経
済
的
貧
困
、
人

間
の
尊
厳
性
と
人
権
に
対
す
る
糾
圧
と
持
続
的
な
戦
争
の
脅
威
、
産

業
社
会
の
構
造
的
問
題
で
あ
る
公
害
と
生
態
系
の
破
壊
状
態
等
、
平

和
を
阻
害
す
る
要
因
が
随
所
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
要
因
が

人
間
の
理
想
と
所
望
す
る
平
和
を
無
力
な
も
の
に
し
て
い
ま
っ
て
い

る
こ
と
こ
そ
我
々
が
直
面
し
て
い
る
現
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
い
く
ら
難
し
い
と
い
っ
て
も
、
平
和
を
具
現
す
る
た
め
の

我
々
の
努
力
を
中
断
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
人
間
と
い
う

我
々
の
存
在
自
体
に
、
す
で
に
人
間
の
道
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
招
命
意
識
が
原
初
的
に
付
随
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
を
徹
底
し
て
準
備
、
備
え
た
者
に
だ
け
与
え
ら
れ
る
も
の
が
平
和

で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
平
和
を
な
す
た
め
の
努
力
に
我
々
は
、
外
部

で
起
こ
っ
た
社
会
構
造
的
な
問
題
と
政
治
的
問
題
の
解
決
に
も
力
を

注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
よ
り
も
内
部
に
存
在
す
る
人
間

個
人
の
精
神
的
安
定
の
問
題
に
も
深
い
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

翻
訳　

山
　
田
　
紀
　
浩
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な
い
。
人
間
社
会
の
平
和
を
破
壊
す
る
根
本
原
因
が
無
知
と
憎
悪
と

欲
望
か
ら
出
さ
れ
た
、
人
間
の
悪
い
価
値
意
識
を
定
礎
そ
し
て
派
生

し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
儒
教
で
指
向
す
る
平
和
の
問

題
を
探
り
理
想
的
な
未
来
社
会
の
代
案
と
し
て
『
礼
記
』「
禮
運
篇
」

の
大
同
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

２
．
儒
教
と
人
間
尊
厳
思
想
と
社
会
性

　

儒
教
の
個
人
観
は
人
間
の
生
命
を
尊
重
す
る
思
想
で
あ
る
。
孔
子

は
主
体
性
と
尊
厳
性
を
信
頼
す
る
基
盤
の
上
で
、
社
会
で
の
人
間
愛

を
実
践
し
、
人
間
の
道
徳
的
価
値
を
具
現
し
よ
う
と
し
た
（
修
己
以

安
人
）。
し
た
が
っ
て
孔
子
は
、
人
間
の
人
権
と
生
命
を
阻
害
す
る

一
切
の
非
人
道
的
行
為
に
対
し
、
強
い
批
判
精
神
を
み
せ
た
。
孟
子

も
や
は
り
人
間
の
本
性
が
本
来
は
善
で
あ
る
と
い
う
性
善
説
を
強
調

し
、
仁
政
の
基
盤
‘
不
忍
人
之
心
’
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
儒
教
で

は
、
真
正
な
意
味
の
真
の
平
和
と
は
、
天
賦
的
な
人
権
を
尊
重
す
る

人
間
観
を
土
台
と
し
て
、
他
人
の
人
格
を
尊
重
し
、
他
人
を
理
解
し
、

愛
す
る
仁
道
精
神
を
実
践
す
る
時
、
正
し
い
人
間
社
会
の
基
盤
を
な

す
と
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
精
神
が
ま
さ
に
平
和
社
会
を
開
い
て
行

く
最
初
の
一
歩
と
な
っ
て
い
く
と
言
え
る
。

　

儒
教
の
社
会
観
は
、
人
間
の
共
同
体
の
最
も
基
本
的
な
単
位
で
あ

る
家
庭
を
重
要
視
し
て
い
る
。
人
間
の
社
会
化
の
過
程
と
愛
の
実
践

も
家
庭
か
ら
始
ま
り
、
人
類
社
会
へ
と
拡
大
す
る
時
、
真
正
な
力
を

発
揮
で
き
る
と
考
え
た
。
結
局
、
個
人
と
社
会
と
国
家
の
平
和
は
、

家
庭
共
同
体
の
幸
福
と
直
結
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、

家
庭
で
の
縦
的
な
愛
で
あ
る
孝
と
横
的
な
愛
で
あ
る
悌
の
持
続
的
な

実
践
を
通
し
て
、
社
会
へ
と
拡
大
す
る
時
、
孔
子
の
仁
道
が
具
現
化

さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
大
学
』
に
も
理
想
的
な
人
間
関
係
の
た
め
の

具
体
的
な
方
法
が
提
示
さ
れ
、
自
分
の
心
を
磨
き
他
人
の
意
を
汲
み

取
る
‘

矩
之
道
’
を
示
し
て
お
り
、
孟
子
も
や
は
り
こ
う
し
た
家

庭
間
の
真
正
な
愛
（
親
親
）
を
磨
き
、
人
類
を
愛
（
仁
民
）
し
、
こ

れ
を
拡
充
し
万
物
と
自
然
を
愛
（
愛
物
）
で
き
る
ま
で
こ
れ
を
強
調

し
た
。
ま
た
孔
子
は
、
正
し
い
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
重
要

な
徳
目
と
し
て
、
社
会
の
構
成
員
が
各
自
、
自
分
の
役
割
を
行
う
正

名
思
想
を
根
拠
と
し
た
信
義
を
強
調
し
た
。
も
し
人
民
か
ら
信
任
を

得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
結
局
、
政
治
的
な
基
盤
自
体
が
崩
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
儒
教
で
の
聖
人
と
は
、
修
養
を
通
し

自
己
を
完
成
さ
せ
、
円
満
な
人
間
関
係
を
成
し
な
が
ら
、
究
極
的
に

は
自
然
と
の
調
和
ま
た
は
王
道
と
の
合
一
を
な
す
人
を
指
す
の
で
あ

る
。

３
．
儒
教
の
理
想
社
会
と
大
同
思
想

『
礼
記
』
の
「
禮
運
篇
」
で
は
孔
子
が
弟
子
の
子
游
に
、
当
時
の
時

代
状
況
を
嘆
き
な
が
ら
、私
利
を
中
心
に
す
る
小
康
社
会
と
対
比
し
、

公
儀
を
中
心
に
す
る
大
同
社
会
に
対
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
内
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容
の
特
徴
を
要
約
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
整
理
で
き
る
。

　

一
つ
目
、
仁
儀
の
大
道
が
具
現
化
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
。
人
間
関

係
で
も
信
頼
と
和
睦
が
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
天
下
を
治
め
る
最
高

の
指
導
者
も
能
力
と
人
格
を
備
え
た
人
才
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
愛
と
正
義
を
基
盤
に
真
の
仁
道
の
精
神
が
具
現
さ
れ
た
道
徳

社
会
と
な
れ
ば
、
邪
悪
な
智
謀
や
窃
盗
、
亂
賊
が
な
く
な
り
、
ド
ア

を
開
け
た
ま
ま
で
も
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
、
天
下
を
公
と
認
め
る
共
同
社
会
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世

界
を
一
つ
の
共
同
体
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
公
有
制
と
し
て
、

小
康
社
会
の
私
有
制
と
対
比
を
な
し
て
い
る
。
公
の
概
念
は
私
的
な

こ
と
や
不
平
等
の
な
い
公
平
無
私
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し

た
公
有
意
識
に
よ
り
物
質
の
重
要
性
を
認
識
し
同
時
に
、
経
済
的
独

占
に
よ
る
社
会
的
弊
害
が
な
く
な
り
、
自
分
の
両
親
と
子
供
だ
け
を

愛
す
る
血
統
意
識
を
超
え
て
、
真
正
な
人
類
愛
を
実
現
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
邪
悪
な
智
謀
や
窃
盗
、
亂
賊
が
な
く
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
究
極
的
に
は
全
て
の
存
在
と
の
共
存
が
可
能
に
な
る
と

い
え
る
。

　

三
つ
目
、
構
成
員
全
て
が
、
自
分
の
力
量
を
発
揮
し
同
時
に
、
障

碍
者
を
優
先
に
す
る
社
会
で
あ
る
。
男
子
と
女
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職

分
に
従
い
、
子
供
の
成
長
と
壮
年
の
活
動
が
保
障
さ
れ
、
老
人
が
余

生
を
よ
く
過
ご
せ
、
障
碍
者
が
全
て
扶
養
さ
れ
れ
ば
真
な
る
福
祉
社

会
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
発
的
な
労
働
の

神
聖
性
と
共
に
、
他
人
の
た
め
の
奉
仕
精
神
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
儒
教
が
指
向
す
る
理
想
社
会
の
具
体
的
な
方
案
を
提

示
し
て
い
る
大
同
思
想
は
、
古
代
の
舜
堯
が
太
平
盛
大
を
謳
歌
し
た

社
会
で
あ
り
、
孔
子
の
正
名
思
想
を
基
盤
に
し
た
仁
道
精
神
と
、
孟

子
の
王
道
思
想
を
基
盤
に
し
た
仁
政
を
具
現
さ
せ
よ
う
し
た
理
想
社

会
と
い
え
る
。

４
．
現
代
社
会
の
価
値
観
と
儒
教
の
役
割

　

現
代
社
会
の
価
値
観
は
道
徳
と
精
神
的
価
値
よ
り
は
、
経
済
と
物

質
的
な
価
値
に
優
位
性
を
持
た
せ
て
お
り
、
共
同
体
と
し
て
の
社
会

よ
り
は
、
個
体
と
し
て
の
個
人
の
問
題
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
代
社
会
の
価
値
観
は
、
科
挙
の
発
展
を
触
発
さ
せ
、
物
質

の
豊
か
さ
と
人
権
の
伸
長
そ
し
て
自
由
の
拡
大
を
促
進
さ
せ
て
き

た
。
し
か
し
、
手
段
で
あ
る
は
ず
の
物
質
が
目
的
に
な
る
こ
と
に
よ

り
、
価
値
観
の
混
乱
を
招
き
人
間
の
尊
厳
性
を
損
失
し
、
多
く
の
葛

藤
と
闘
争
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
責
任
意
識
が
伴
わ
な
い
自
由

放
任
主
義
に
流
れ
、
共
同
体
意
識
を
失
く
し
、
個
人
的
ま
た
は
集
団

的
な
利
己
主
義
に
陥
っ
て
い
る
。

　

人
間
優
越
主
義
の
立
場
か
ら
限
り
な
い
人
間
の
物
欲
を
充
足
さ
せ

る
た
め
に
行
わ
れ
る
蛮
行
的
な
自
然
破
壊
現
状
と
環
境
汚
染
は
、
人

類
の
生
存
自
体
を
も
脅
威
に
さ
ら
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
物
質
と
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私
利
を
中
心
に
す
る
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
特
徴
を
『
礼
記
』
で
い

う
小
康
の
時
代
と
比
喩
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
小
康
の
時

代
を
超
え
、
道
徳
性
を
基
盤
に
し
、
人
類
の
共
同
体
を
指
向
す
る
大

同
社
会
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
未
来
社
会
は
、
真
正
な

意
味
に
お
い
て
、
人
間
が
回
復
さ
れ
、
人
間
化
さ
れ
た
社
会
を
指
向

す
る
世
界
に
転
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
方
向
の
課

題
は
、
道
徳
性
を
基
盤
に
し
た
物
質
の
追
求
、
共
同
体
意
識
と
責
任

意
識
を
基
盤
に
し
た
個
人
主
義
、
人
類
の
平
和
的
共
存
と
自
然
と
の

親
和
的
関
係
を
維
持
す
る
新
し
い
共
同
体
意
識
の
模
索
と
い
え
る
。

　

儒
教
思
想
の
特
徴
は
、
個
人
的
に
は
人
間
の
生
命
を
尊
重
し
愛
を

実
践
、
そ
し
て
社
会
的
に
は
人
間
関
係
の
信
義
と
和
睦
を
重
要
視
し

家
庭
で
孝
悌
と
愛
を
基
盤
と
し
、社
会
で
人
類
愛
を
実
践
し
な
が
ら
、

自
然
と
親
和
的
関
係
を
成
し
、
政
治
的
に
は
経
済
的
均
分
と
障
碍
者

優
先
の
福
祉
政
策
を
具
現
さ
せ
な
が
ら
、
究
極
的
に
は
人
類
の
平
和

的
共
存
と
大
同
社
会
を
指
向
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で

儒
教
思
想
と
特
に
孔
子
の
大
同
思
想
に
込
め
ら
れ
た
内
容
は
、
今
日

の
国
際
社
会
の
分
争
・
対
立
と
戦
争
が
持
続
し
て
い
る
現
代
社
会
で
、

人
類
が
平
和
に
共
存
で
き
る
多
様
な
方
案
中
の
一
つ
と
し
て
重
要
な

意
味
を
含
ん
で
あ
り
、
人
類
平
和
の
定
着
に
重
要
な
示
唆
点
を
与
え

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

呉先生の基調講演より
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東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
の
中
に
は
、
豊
富
な
平
和
思
想
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
は
、
は
る
か
昔
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
う
人
類
の
核
心

文
明
の
発
端
、
い
わ
ゆ
る
「
枢
軸
時
代
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
枢
軸
時
代
」
は
、
お
お
よ
そ
古
代
中
国
の
春

秋
戦
国
時
代
に
相
当
す
る
。
そ
の
時
代
は
中
国
の
学
術
が
大
い
に
繁

栄
し
、
発
展
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　

周
王
室
の
東
遷
よ
り
後
、
中
国
の
学
術
の
中
心
は
民
間
に
移
り
、

孔
子
・
老
子
の
後
を
継
い
で
、
一
群
の
偉
大
な
思
想
家
ら
が
湧
き
出

で
て
き
た
。
例
え
ば
墨
子
・
孟
子
・
荘
子
・
荀
子
・
韓
非
子
な
ど
で

あ
る
。
こ
れ
ら
「
先
秦
諸
子
」
と
呼
ば
れ
る
思
想
的
な
偉
人
ら
は
、

み
な
書
を
著
し
て
説
を
成
し
、
一
家
の
言
を
成
し
た
。
そ
し
て
、
彼

ら
の
学
説
と
思
想
は
、
中
国
な
い
し
は
東
ア
ジ
ア
地
域
の
思
想
史
上

に
、
後
世
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
崇
高
な
地
位
を
占
め
、
後
世

の
諸
思
想
・
諸
学
派
の
淵
源
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
な
い
し
東
ア
ジ
ア
の
思
想
が
何
故
今
日
の
よ
う
な
様
相
と
な
っ

た
の
か
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
さ
し
く
、
常
に
先
秦
諸
子
の
独
特
で

山
東
大
学　

哲
学
・
社
会
発
展
学
院
教
授　

傅
　
　
　
永

　
軍

基
調
講
演
③　

人
性
と
平
和　
―
― 

墨
子
の
平
和
思
想
の
現
代
的
価
値 

―
―

翻
訳　

城
　
山
　
陽
　
宣

創
意
の
あ
る
性
質
の
思
想
に
遡
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
秦
諸
子
の
学
説
の
中
で
、
墨
子
の
学
説
は
儒
家
の
学
説
と
並

び
行
わ
れ
た
二
大
学
説
で
あ
る
。
我
々
は
今
日
、
墨
子
（
紀
元
前

四
六
八
年
〜
紀
元
前
三
七
六
年
）
の
思
想
の
中
に
、
東
方
古
来
の
平

和
の
智
恵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

墨
子
の
平
和
思
想
が
渉
猟
し
た
方
面
は
、
非
常
に
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
お
り
、「
天
志
」「
明
鬼
」
な
ど
の
篇
で
説
明
さ
れ
て
い
る
形

而
上
の
角
度
か
ら
は
、墨
子
の
述
べ
た
「
天
の
天
下
の
百
姓
を
愛
す
」

る
こ
と
を
分
析
し
た
も
の
で
も
あ
る
し
、「
兼
ね
て
之
を
明
ら
か
に

す
」

１ 

る
と
い
う
大
道
か
ら
は
、
異
な
る
政
治
共
同
体
の
平
和
共
存

の
た
め
に
哲
学
的
論
証
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。ま
た
、

「
親
士
」「
尚
賢
」「
尚
同
」
な
ど
の
篇
で
説
明
さ
れ
て
い
る
社
会
政

治
哲
学
の
角
度
か
ら
は
、
徳
・
才
兼
備
の
才
幹
を
分
析
し
取
り
出
し

て
国
家
を
治
め
、
王
道
政
治
を
実
行
し
て
、
強
き
を
恃
み
弱
き
を
虐

げ
る
覇
道
政
治
の
具
体
的
な
行
動
を
取
り
除
い
た
。さ
ら
に
、「
修
身
」

「
兼
愛
」「
非
攻
」
な
ど
の
篇
で
説
明
し
た
道
徳
哲
学
に
立
足
し
て
、
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墨
子
の
「
兼
ね
て
相
い
愛
し
、交
ご
も
相
い
利
す
（
博
く
愛
し
合
い
、

お
互
い
に
利
益
を
与
え
あ
う
）」（『
墨
子
』
兼
愛
中
）
思
想
よ
り
国

際
交
際
倫
理
規
範
を
演
繹
し
、
世
界
の
永
久
平
和
の
た
め
に
徳
性
の

基
礎
を
追
求
し
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 

こ
の
短
文
の
中
で
、
私
は
全
面
的
に
墨
子
の
平
和
思
想
を
説
明
し

よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
の
目
的
は
、
わ
ず
か
に
人
性
と
平
和

の
関
連
の
角
度
か
ら
、
墨
子
の
平
和
思
想
に
つ
い
て
道
徳
哲
学
に
よ

る
分
析
を
行
い
、
墨
子
の
平
和
思
想
の
現
代
的
価
値
を
発
掘
し
て
、

そ
の
一
端
か
ら
全
貌
を
窺
う
と
同
時
に
大
方
の
ご
批
正
を
請
う
こ
と

と
し
た
い
だ
け
で
あ
る
。

１
．
墨
子
の
人
性
に
対
す
る
解
釈

　

人
性
論
の
問
題
に
つ
い
て
、
墨
子
は
人
の
性
が
生
ま
れ
た
後
に
作

ら
れ
る
と
い
う
説
を
堅
持
し
て
い
る
。
墨
子
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、人
の
性
は
善
や
悪
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
の
性
は
、

決
し
て
、
人
に
と
っ
て
の
天
が
生
ん
だ
自
然
の
「
傾
向
」
や
、
も
と

か
ら
の
資
質
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
の
性

が
善
を
根
本
と
す
る
と
か
悪
に
本
づ
く
と
い
う
単
純
な
思
惟
の
制
限

を
超
越
し
、
そ
の
上
で
、
人
の
性
が
善
で
あ
る
と
か
悪
で
あ
る
と
い

う
二
元
並
立
論
的
な
思
考
の
制
限
を
越
え
て
、
人
の
性
が
人
の
生
ま

れ
た
後
に
自
ら
作
り
出
し
た
性
質
で
あ
り
、
人
が
善
や
悪
の
性
状
を

獲
得
す
る
の
は
、
人
と
環
境
及
び
要
素
の
互
い
の
作
用
の
過
程
の
中

か
ら
取
り
決
め
ら
れ
た
自
身
の
選
択
を
鍵
と
す
る
と
理
解
さ
れ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

『
墨
子
』
所
染
篇
に
よ
る
と
、
墨
子
は
人
の
性
の
養
成
と
絹
糸
を
染

め
る
こ
と
を
互
い
に
比
較
し
て
い
る
。
人
の
性
は
絹
糸
の
よ
う
な
も

の
で
、本
来
善
悪
の
区
別
は
な
く
、そ
の
善
悪
は
全
て
染
ま
っ
て
い
っ

た
も
の
で

２ 

、
後
天
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
と
明
確
に
取
り
決
め

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
の
本
性
は
人
自
身
と
居
住
す
る
環
境
の

相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
善
い
環
境
及
び
要
素
（
お
も
に
人
と
事

を
包
括
し
て
い
る
）
の
影
響
を
受
け
れ
ば
善
の
本
性
が
養
成
さ
れ
、

悪
の
環
境
及
び
要
素
を
受
け
れ
ば
悪
の
本
性
が
養
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
墨
子
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

蒼
に
染
む
れ
ば
則
ち
蒼
と
な
り
、
黄
に
染
む
れ
ば
則
ち
黄
と

な
る
。
入
る
所
の
者
変
ず
れ
ば
、
其
色
も
亦
た
変
ず
。
五
入
ら

ば
必
ず
、
而
し
て
已
に
則
ち
五
色
と
為
る
。
故
に
染
は
慎
ま
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　

 

（
染
于
蒼
則
蒼
、
染
于
黄
則
黄
、
所
入
者
変
、
其
色
亦
変
、
五

入
必
、
而
已
則
為
五
色
矣
。
故
染
不
可
不
慎
也
）。

３ 
『
墨
子
』
七
患
篇
に
あ
る
語
句
に
は
具
体
的
に
人
の
性
の
善
悪
が
い

か
に
環
境
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
て
い
く
か
を
描
写
し
て
い
る
。
彼
の

論
証
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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故
に
時
に
年
歳
善
な
れ
ば
、
則
ち
民
仁
に
し
て
且
つ
良
く
、

時
に
年
歳
凶
な
れ
ば
、
則
ち
民
吝
に
し
て
且
つ
悪
し
。

　
　

 

（
故
時
年
歳
善
、
則
民
仁
且
良
。
時
年
歳
凶
、
則
民
吝
且
悪
）。４

『
墨
子
』
所
染
篇
で
は
、
さ
ら
に
例
を
挙
げ
て
、
人
が
友
達
と
交
わ

る
の
は
人
の
本
性
の
品
位
に
養
成
さ
れ
た
影
響
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る
。
墨
子
は
正
反
対
の
二
つ
の
方
面
か
ら
論
証
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 　

其
の
友
皆
な
仁
義
を
好
み
、
淳
謹
み
て
霊
を
畏
る
れ
ば
、
則

ち
家
日
び
に
益
し
、
身
日
び
に
安
く
、
名
日
び
に
榮
え
、
官
に

處
り
て
其
の
理
を
得
ん
。
則
ち
段
干
木
・
禽
子
・
傅
説
の
徒
是

れ
な
り
。
其
の
友
皆
な
矜
奇
を
好
み
、
創
作
比
周
な
れ
ば
、
則

ち
家
日
び
に
損
し
、
身
日
び
に
危
く
、
名
日
び
に
辱
め
ら
れ
、

官
に
處
り
て
其
の
理
を
失
は
ん
。
則
ち
子
西
・
易
牙
・
竪
刀
の

徒
是
れ
な
り
。

　
　

 

（
其
友
皆
好
仁
義
、淳
謹
畏
令
、則
家
日
益
、身
日
安
、名
日
榮
、

處
官
得
其
理
矣
、
則
段
干
木
・
禽
子
・
傅
説
之
徒
是
也
。
其
友

皆
好
矜
奇
、
創
作
比
周
、
則
家
日
損
、
身
日
危
、
名
日
辱
、
處

官
失
其
理
矣
、
則
子
西
・
易
牙
・
竪
刀
之
徒
是
也
）。

５ 

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
人
の
性
を
養
成
す
る
の
は
絹
糸
を
染
め
る
よ
う

に
、必
ず
十
分
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

た
だ
、「
兼
ね
て
相
い
愛
す
」
る
善
良
な
本
性
が
人
に
影
響
を
与
え

れ
ば
、「
交
ご
も
相
い
利
し
、
交
ご
も
相
い
害
せ
ず
」
と
い
う
通
り
、

人
々
を
互
い
に
友
愛
に
向
か
わ
せ
、
互
い
に
害
を
加
え
る
こ
と
は
な

い
。
そ
し
て
、
は
じ
め
て
悪
の
本
性
を
造
成
す
る
環
境
と
要
素
か
ら

遠
ざ
か
り
、
健
全
で
善
良
な
人
性
を
培
養
し
、
自
愛
や
人
を
愛
す
る

心
を
生
み
、
互
恵
後
世
の
利
を
求
め
、
積
極
的
・
主
動
的
に
人
の
価

値
と
尊
厳
を
宣
揚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
社
会
は
複
雑
で
謎
め
い
て
い
て
察
知
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
、
人
の
世
の
中
で
の
生
活
は
予
測
す
る
こ
と
が
難
し
く
、

徳
性
は
決
し
て
福
利
に
拮
抗
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

墨
子
の
人
性
の
塑
造
説
を
具
体
的
に
社
会
個
体
の
本
性
生
成
の
上
に

実
行
し
て
み
る
な
ら
ば
、
世
界
上
に
す
で
に
存
在
す
る
人
性
の
善
を

造
成
す
る
環
境
・
要
素
や
、
存
在
す
る
人
性
の
悪
を
造
成
す
る
環
境
・

要
素
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
人
性
が
善
に
向
か
う
の

と
悪
に
向
か
う
の
は
、
同
様
の
理
性
的
根
拠
を
備
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
墨
子
の
人
性
塑
造
説
で
は
、
す
で
に
人
の
性
が

悪
に
本
づ
く
必
然
性
を
承
認
し
て
い
る
と
同
時
に
、
人
の
性
が
善
に

本
づ
く
必
然
性
を
承
認
し
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
墨

子
は
、
実
際
上
人
の
本
性
の
規
定
を
動
態
化
し
、
環
境
と
要
素
に
よ

る
変
化
が
自
然
の
角
度
に
よ
る
と
、
人
の
本
性
は
（
悪
）
と
な
る
と
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理
解
し
、
ま
た
、
環
境
と
要
素
に
よ
る
変
化
が
自
然
の
角
度
よ
り
道

徳
教
化
の
理
性
の
結
果
と
い
う
角
度
に
変
化
す
る
と
、
人
の
本
性
は

（
善
）
と
な
る
と
理
解
で
き
て
い
た
。
つ
ま
り
、
も
し
人
が
私
利
私

欲
の
心
の
蔽
い
を
受
け
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
悪
の
本
性
が

芽
生
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
仮
に
、
人
が
兼
愛
を
根
本
と
し
て
、

本
心
を
涵
養
す
れ
ば
、
私
利
私
欲
の
小
愛
よ
り
転
化
し
て
、
お
互
い

に
善
を
ほ
ど
こ
す
天
下
の
大
愛
と
な
り
、「
人
の
國
を
視
る
こ
と
其

の
國
を
視
る
が
若
く
し
、
人
の
家
を
視
る
こ
と
其
の
家
を
視
る
が
若

く
し
、
人
の
身
を
視
る
こ
と
其
の
身
を
視
る
が
若
く
す
（
視
人
之
國

若
視
其
國
、
視
人
之
家
若
視
其
家
、
視
人
之
身
若
視
其
身
）」

６ 

と

い
う
崇
高
な
境
地
に
到
達
し
、
善
の
人
性
は
ま
ぶ
し
く
光
り
輝
く
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
い
か
に
自
然
と
協
調
す
る
か
と
い
う

意
義
か
ら
理
解
さ
れ
る
人
の
本
性
と
、
理
性
化
さ
れ
た
道
徳
意
義
上

に
理
解
さ
れ
る
人
の
本
性
に
つ
い
て
、
墨
子
は
解
釈
を
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
両
者
が
相
対
的
に
独
立
し
た
存
在
と
い
う
に
任
せ
て
い
た

ら
し
い
。墨
子
は
歴
史
目
的
論
的
な
思
想
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、

ま
た
進
歩
史
観
的
な
主
張
を
提
出
し
て
も
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
決
し
て
彼
は
人
の
歴
史
を
理
性
の
角
度
よ
り
、
一
つ
の
自
然

状
態
か
ら
自
由
の
状
態
や
道
徳
の
状
態
に
向
か
っ
て
い
く
歴
史
と
理

解
す
る
こ
と
が
な
く
、
理
性
の
角
度
か
ら
人
の
歴
史
を
善
が
悪
を
克

服
し
て
善
に
向
か
っ
て
い
く
過
程
と
し
て
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
墨
子
は
人
の
性
を
善
や
悪
と
し
て
経
験
に
依
拠
し
た

感
性
や
事
実
と
見
な
し
、
他
者
に
利
益
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

倫
理
観
と
利
己
的
な
倫
理
観
を
分
類
す
る
と
と
も
に
、
人
類
発
展
の

二
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
。
墨
子
は
人
の
性
に
関
す
る
こ
の
融
通
性

を
持
っ
た
理
解
を
借
り
て
、
人
の
性
の
悪
を
用
い
て
戦
乱
の
現
象
を

解
釈
し
、
人
の
性
の
善
を
用
い
て
平
和
な
現
象
を
解
釈
し
、
進
ん
で

天
下
の
乱
か
ら
天
下
の
大
治
へ
と
解
決
す
る
方
案
を
提
出
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
墨
子
の
人
性
論
は
彼
の
治
乱
平
和
思
想
の
理
論
的
基
礎

で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

２
．
平
和
の
人
性
の
基
礎

　

墨
子
が
提
出
し
た
「
非
攻
」
の
思
想
は
、
す
べ
て
の
国
と
国
と
の

間
に
発
生
し
た
侵
略
戦
争
を
非
難
し
、
こ
の
戦
争
が
不
義
の
事
情
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
弾
し
て
い
る
。

　

お
も
に
「
義
」
の
問
題
を
論
述
す
る
魯
問
篇
の
中
で
、
墨
子
は
明

確
に
「
国
家
奪
を
務
め
て
侵
凌
す
れ
ば
、
即
ち
之
に
兼
愛
・
非
攻
を

語
る（
国
家
務
奪
侵
凌
、即
語
之
兼
愛
・
非
攻
）」７ 

と
提
起
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、「
今
天
下
の
士
君
子
、
忠
實
に
天
下
の
富
を
欲
し
て

其
の
貧
を
悪
み
、
天
下
の
治
を
欲
し
て
其
の
乱
を
悪
ま
ば
、
當
に
兼

ね
て
相
い
愛
し
、
交
ご
も
相
い
利
す
。
此
れ
聖
王
の
法
、
天
下
の
治

道
な
り
。
務
め
て
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り（
今
天
下
之
士
君
子
、

忠
實
欲
天
下
之
富
而
悪
其
貧
、
欲
天
下
之
治
而
悪
其
乱
、
當
兼
相
愛
、

交
相
利
。
此
聖
王
之
法
、
天
下
之
治
道
也
。
不
可
不
務
為
也
）」８ 

と
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旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
自
身
の
平
和
主
義
的
政
治
理
想
を
表
明
し
た
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
墨
子
は
、「
兼
愛
」「
非
攻
」
の
和
平
主
張
の
所
以
を
、
一

種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
式
の
政
治
理
念
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
墨
子
に
お

け
る
彼
自
身
の
平
和
主
張
が
、
彼
の
人
性
に
対
す
る
分
析
の
上
か
ら

組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
主
な
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
私
は
人
性
と
戦
争
・
人
性
と
平
和
の
二
つ
の
角
度

か
ら
私
の
観
点
を
説
明
し
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
墨
子
の
人
性
と
戦
争
に
関
す
る
観
点
を
分
析
し
よ
う
。
私

の
先
の
論
証
に
よ
る
と
、
墨
子
は
人
の
本
性
が
後
天
的
に
塑
像
さ
れ

る
と
い
う
説
を
主
張
し
て
い
る
。
人
は
後
天
的
に
良
好
な
環
境
の
作

用
に
よ
っ
て
善
良
な
本
性
を
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

ま
た
、
後
天
的
に
邪
悪
な
環
境
の
作
用
に
よ
っ
て
邪
悪
な
本
性
に
染

め
ら
れ
て
し
ま
う
、と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、

人
性
の
問
題
に
お
い
て
、
墨
子
は
決
し
て
人
の
性
が
悪
を
根
本
と
す

る
こ
と
を
排
除
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
は
お
そ
ら
く
私
利
私
欲

の
原
因
に
よ
り
、
自
己
の
本
性
を
、
教
化
を
受
け
て
い
な
い
自
然
状

態
の
中
に
留
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
と
人
・
国
と
国
の
間
に
ひ

と
つ
の
「
悪
の
関
係
」
を
築
き
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
も
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
悪
の
関
係
」
の
厳
し
い
包
囲
の
下
で
、

「
人
々
は
其
の
身
を
自
愛
し
、
其
の
家
を
自
愛
し
、
其
の
国
を
自
愛

し
、
そ
し
て
人
の
身
・
人
の
家
・
人
の
国
を
愛
さ
な
い
。
こ
の
自
愛
、

つ
ま
り
自
利
の
存
在
こ
そ
が
、
自
己
の
私
的
利
益
に
満
足
し
、
逆
に

他
人
を
利
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」９ 

根
源
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が

天
下
の
乱
れ
の
根
源
で
あ
り
、
自
ら
天
下
の
平
和
を
失
い
戦
争
に
陥

る
根
源
な
の
で
あ
る
。
墨
子
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

盗
は
其
の
室
を
愛
し
て
其
の
異
室
を
愛
せ
ず
。
故
に
異
室
を

竊
み
て
以
て
其
の
室
を
利
す
。
賊
は
其
の
身
を
愛
し
て
人
を
愛

せ
ず
。
故
に
人
を
賊
ひ
て
以
て
其
の
身
を
利
す
。
此
れ
何
ぞ
や
。

皆
な
相
愛
せ
ざ
る
に
起
る
。
大
夫
の
家
を
相
い
乱
し
、
諸
侯
の

國
を
相
い
攻
む
る
者
に
至
る
と
雖
も
亦
た
然
り
。
大
夫
各
お
の

其
の
家
を
愛
し
、
異
家
を
愛
せ
ず
。
故
に
異
家
を
亂
し
て
以
て

其
の
家
を
利
す
。
諸
侯
各
お
の
其
の
國
を
愛
し
、
異
國
を
愛
せ

ず
。
故
に
異
國
を
攻
め
て
以
て
其
の
國
を
利
す
。
天
下
之
亂
物
、

此
に
具
は
る
の
み
。

　
　

 

（
盗
愛
其
室
不
愛
其
異
室
。
故
竊
異
室
以
利
其
室
。
賊
愛
其
身

不
愛
人
。
故
賊
人
以
利
其
身
。
此
何
也
。
皆
起
不
相
愛
。
雖
至

大
夫
之
相
亂
家
、
諸
侯
之
相
攻
國
者
亦
然
。
大
夫
各
愛
其
家
、

不
愛
異
家
。故
亂
異
家
以
利
其
家
。諸
侯
各
愛
其
國
、不
愛
異
國
。

故
攻
異
國
以
利
其
國
。
天
下
之
亂
物
、
具
此
而
已
矣
）。
10 

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
天
下
大
乱
や
攻
伐
征
討
の
戦
争
が
世
に
絶
え
な

い
主
な
原
因
は
、
人
が
悪
の
本
性
に
染
め
上
げ
ら
れ
、
自
利
（
私
欲
）
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に
よ
っ
て
人
の
性
が
善
良
で
積
極
的
な
方
面
に
発
展
し
て
い
く
の
を

抑
圧
し
て
い
っ
た
か
ら
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
度
で
も
、
こ

の
「
別
」
の
「
自
利
（
私
欲
）
は
人
に
依
拠
す
る
」
と
い
う
主
張
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
解
き
放
た
れ
、「
兼
愛
」
を
選
択
し
て
公
義

の
価
値
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
天
下
の
乱
れ
の
か
た
ち
が

制
止
さ
れ
、
平
和
の
状
態
が
世
に
降
臨
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

労
思
光
先
生
は
、「
非
攻
」
が
「
兼
愛
」
よ
り
直
接
的
に
推
し
出
さ

れ
た
も
の
で
、
た
だ
、
人
々
の
間
に
相
親
相
愛
や
自
利
の
う
ち
他
者

を
利
す
る
心
が
あ
れ
ば
、
攻
伐
征
討
の
一
連
の
出
来
事
は
無
く
な
っ

て
い
く
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。（「
考
え
て
み
る
に
、
人
が
兼
ね
て
相

い
愛
し
、
交
ご
も
相
い
利
す
（
博
く
愛
し
合
い
、
お
互
い
に
利
益
を

与
え
あ
う
）
な
ら
ば
、
自
然
と
戦
争
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」。
11 

）

　

一
般
的
に
、
墨
子
の
「
非
攻
」
三
篇
は
、
主
に
戦
争
の
不
義
と
不

利
を
討
論
し
、
戦
争
の
罪
悪
に
つ
い
て
批
評
を
進
め
、
戦
争
を
消
滅

さ
せ
る
こ
と
を
呼
び
掛
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
墨
子
は
こ
う

主
張
し
て
い
る
。

　
　

 　

古
は
王
公
大
人
、
情
に
得
る
を
欲
し
て
失
う
を
悪
み
、
安
を

欲
し
て
危
き
を
悪
む
。
故
に
攻
戰
に
當
り
て
は
、
非
と
せ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　

 

（
古
者
王
公
大
人
、
情
欲
得
而
悪
失
、
欲
安
而
悪
危
。
故
當
攻

戰
、
而
不
可
不
非
）。
12 

　

戦
争
状
態
の
終
結
は
、
平
和
の
到
来
を
意
味
す
る
。
そ
ん
な
、
平

和
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
非
攻
」
三
篇
の
主
題
は

戦
争
に
反
対
す
る
こ
と
で
あ
り
、
平
和
に
論
及
す
る
人
の
性
の
基
礎

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
「
非
攻
」
と
「
兼
愛
」
と

を
関
連
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
墨
子
が
実
際
に
人

の
性
が
善
を
根
本
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
が
平
和
の
人
類
学

の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
、
き
っ
と
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
墨
子
の
兼
愛
は
、
人
の
性
が
善
を
根
本
と
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
依
拠
し
て
お
り
、
兼
愛
は
、
ち
ょ
う
ど
人
が
自
然

状
態
を
脱
し
て
理
性
的
な
社
会
の
人
と
な
る
道
徳
的
要
求
で
あ
る
か

ら
で
、
こ
れ
に
よ
り
兼
愛
は
、
人
の
良
知
良
能
を
喚
起
し
て
戦
争
を

終
結
さ
せ
、
平
和
に
向
か
う
普
遍
的
な
理
性
の
基
礎
で
あ
り
、
人
類

を
平
和
に
導
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
墨
子
は
明
確
に
、
人
と

人
の
「
相
い
賊
い
、
相
い
害
す
（
お
互
い
に
傷
付
け
合
い
、
お
互
い

に
害
い
合
う
）」
こ
と
が
戦
争
の
根
源
で
あ
り
、
人
と
人
の
「
相
い

親
し
み
、
相
い
愛
す
（
お
互
い
に
親
し
み
合
い
、
愛
し
合
う
）」
こ

と
が
平
和
へ
の
基
礎
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。
我
々
は
兼
愛
中
篇

に
以
下
の
文
章
が
あ
る
こ
と
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 　

是
の
故
に
諸
侯
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
野
戰
せ
ず
。
家
主
相
愛

す
れ
ば
、
則
ち
相
い
簒
は
ず
。
人
、
人
と
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
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相
い
賊
は
ず
。
君
臣
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
惠
忠
す
。
父
子
相
愛

す
れ
ば
、
則
ち
慈
孝
す
。
兄
弟
相
愛
す
れ
ば
、
則
ち
和
調
す
。

天
下
の
人
、
皆
な
相
愛
す
れ
ば
、
強
き
は
弱
き
を
執
へ
ず
、
衆

は
寡
を
劫
さ
ず
、
富
は
貧
を
侮
ら
ず
、
貴
は
賤
に
敖
ら
ず
、
詐

は
愚
を
欺
か
ず
。
凡
そ
天
下
の
禍
簒
怨
恨
、
起
る
な
か
ら
し
む

べ
き
者
は
、相
愛
す
る
を
以
て
生
ず
る
な
り
。
是
を
以
て
仁
者
、

之
を
誉
む
。

　
　

 

（
是
故
諸
侯
相
愛
、
則
不
野
戰
。
家
主
相
愛
、
則
不
相
簒
。
人

與
人
相
愛
、
則
不
相
賊
。
君
臣
相
愛
、
則
惠
忠
。
父
子
相
愛
、

則
慈
孝
。
兄
弟
相
愛
、則
和
調
。
天
下
之
人
皆
相
愛
、強
不
執
弱
、

衆
不
劫
寡
、
富
不
侮
貧
、
貴
不
敖
賤
、
詐
不
欺
愚
。
凡
天
下
禍

奪
怨
恨
、
可
使
毋
起
者
、
以
相
愛
生
也
。
是
以
仁
者
誉
之
）。
13 

　

上
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
墨
子
は
、
た
だ
人
の
性

の
中
に
他
者
を
利
す
る
徳
性
の
要
素
が
充
満
し
て
お
り
、
か
つ
、
人

の
性
の
中
の
他
者
を
利
す
る
要
素
が
「
自
愛
し
て
己
を
利
す
る
」
不

善
の
欲
望
を
十
分
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
類
が
き
っ
と
戦
争

を
終
結
し
て
平
和
な
状
態
に
突
入
す
る
と
い
う
理
性
的
な
選
択
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
和
と
は
天
道
を

体
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
が
万
物
に
公
平
無
私
に
恩
沢
を
施
す
実

際
的
な
表
現
で
あ
る
。
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
互
い
に
愛
し
互
い
に
利

益
を
与
え
合
い
、
平
和
に
共
存
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

３
．
根
本
に
回
帰
し
て
新
地
平
を
開
く
：
国
際
交
流
倫
理
の
建
設

　

墨
子
は
、「
兼
愛
」
や
「
非
攻
」
の
思
想
を
主
体
と
し
て
平
和
思

想
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
新
た
な
解
釈
か
ら
考
え
て
み

る
と
、世
界
平
和
の
基
本
理
論
を
構
築
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
、
国
と
国
の
間
の
平
和
共
存
や
互
い
に
恵
み
利
益
を
与
え

合
う
こ
と
・
共
に
勝
っ
て
発
展
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
近
現
代

の
二
度
の
残
酷
な
世
界
大
戦
の
後
、
各
国
国
民
の
間
に
血
の
代
償
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
基
本
認
識
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は

実
際
上
で
も
、
世
界
各
国
の
人
類
の
生
存
状
況
に
心
を
く
だ
く
哲
学

家
た
ち
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
唯
一
の
政
治
的
理
想
で
あ
る
。
古

今
東
西
、
多
く
の
哲
学
者
が
存
在
し
た
が
、
彼
ら
は
み
な
自
己
の
哲

学
的
活
動
の
中
で
、
人
類
の
平
和
問
題
を
深
く
検
討
し
、
す
で
に
多

く
の
充
実
し
た
新
知
見
や
理
論
を
提
供
し
、
さ
ら
に
、
多
く
の
具
体

的
で
実
際
に
応
用
で
き
る
実
践
的
な
方
案
も
提
出
し
て
き
た
。

　

遠
く
、世
界
に
影
響
を
与
え
た
近
代
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、

か
つ
て
自
己
の
非
凡
な
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
、
人
類
の
永
久
平
和
の
理

想
の
理
論
を
探
索
し
た
。
一
七
九
五
年
、
す
で
に
高
齢
の
カ
ン
ト
は

『
永
遠
平
和
の
た
め
に
―
― 

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に
よ
る
哲
学

的
構
想
』
を
著
し
た
が
、
そ
こ
に
は
彼
の
人
類
永
遠
の
友
愛
・
共
存

へ
の
渇
望
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
哲
学
者
の
経
世
済
民
へ
の
思

い
が
充
満
し
た
長
編
の
中
で
、
カ
ン
ト
は
、
自
身
に
基
づ
き
歴
史
に
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つ
い
て
、
人
の
本
性
が
悪
か
ら
善
に
向
か
う
歴
史
目
的
論
の
思
想
を

披
歴
し
、
主
権
国
家
の
角
度
か
ら
人
類
が
永
久
的
な
平
和
を
実
現
で

き
る
道
筋
14 

を
検
討
し
た
。

　

あ
ま
り
に
も
偶
然
で
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
説
明
も
ま
た
人
性
の

観
点
か
ら
永
久
平
和
の
可
能
性
に
つ
い
て
究
明
を
加
え
た
も
の
で
あ

り
、
墨
子
と
異
な
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
人
性
の
悪
の
角
度
か
ら
、
自

身
の
平
和
思
想
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
人
の

性
に
つ
い
て
一
種
の
悲
観
主
義
的
な
態
度
を
採
っ
て
い
た
た
め
、
人

の
道
徳
的
本
性
の
実
現
は
、
基
本
的
に
現
実
の
世
界
に
お
い
て
完
成

さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
人
の
性
が
悪
か
ら
善
に
遷
る
の
は
、
人

類
が
自
身
の
歴
史
を
完
成
さ
せ
る
過
程
の
中
で
、
歴
史
の
最
終
的
な

目
的
の
た
め
に
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ

の
道
徳
的
自
覚
の
世
界
は
、
事
実
上
一
つ
の
可
能
性
の
世
界
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
カ
ン
ト
は
、

永
久
的
な
平
和
の
基
礎
が
徳
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
治
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
永
久
的
な
平
和
に
よ
る
国
際
秩
序

を
建
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
徳
の
力
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
類
の
永
久
的
な
平
和
に
は
、
た
だ
法

治
の
実
現
だ
け
が
そ
れ
を
達
成
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
を

換
え
て
言
う
と
、
人
類
の
永
久
的
な
平
和
は
、
国
と
国
の
間
の
取
り

決
め
と
普
遍
的
な
国
際
法
や
規
範
を
遵
守
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
総

体
的
に
は
近
代
に
形
成
さ
れ
た
国
際
法
の
構
造
の
下
で
、
権
利
を
基

礎
と
す
る
国
際
平
和
関
係
の
法
治
が
表
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

一
種
の
国
家
平
和
関
係
の
法
治
実
現
の
モ
デ
ル
を
指
向
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
に
対
し
て
、
墨
子
は
、
平
和
を
人
の
性
の
善
の
基
礎
上
に

建
設
し
た
。
墨
子
の
見
解
に
よ
る
と
、
人
類
の
平
和
の
状
態
と
は
、

人
類
が
、
生
存
す
る
世
界
と
人
の
歴
史
の
功
利
的
な
態
度
を
改
変
・

対
処
で
き
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
と
り
わ
け
、
国
と
国
の

間
の
関
係
は
、
さ
ら
に
功
利
の
目
的
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
人
と
人
・
国
と
国
と
の
間
は
、
お
互
い
が
道
徳

的
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
墨

子
は
人
類
平
和
の
可
能
性
を
倫
理
規
範
の
上
に
構
築
し
、
一
種
の
国

と
国
と
の
間
の
道
徳
化
を
交
際
の
普
遍
的
倫
理
規
範
と
し
て
訴
求
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
と
は
異
な
り
、
墨
子
が
描
写
し
た
人
類

平
和
の
状
態
と
は
、
友
愛
の
概
念
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
た
国
際

平
和
の
関
係
が
倫
理
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は

国
際
関
係
の
一
種
の
倫
理
的
信
任
モ
デ
ル
15 

を
規
範
と
し
て
構
築
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

人
類
の
永
久
的
な
平
和
の
実
現
に
は
、
一
種
の
権
力
を
尊
重
す
る

法
治
の
基
礎
を
必
要
と
す
る
一
方
で
、
一
種
の
友
愛
や
配
慮
の
倫
理

の
基
礎
も
必
要
と
し
、両
者
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
永
久
的
な
平
和
へ
法
治
の
基
礎
を
提
供
し
た
が
、
墨
子
の

平
和
思
想
は
現
代
性
へ
の
転
換
を
経
て
、
世
界
平
和
の
た
め
に
一
種
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の
交
際
倫
理
の
理
論
的
資
源
を
提
供
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
墨
子
の
平
和
思
想
の
現
代
的
価
値
な
の
で
あ

る
。

〈
注
〉

１ 

『
墨
子
』
天
志
上
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

二
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

２ 

馮
友
蘭『
中
国
哲
学
史
』、上
海
：
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、二
〇
〇
〇
年
、

七
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

３ 

『
墨
子
』
所
染
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

４ 

『
墨
子
』
七
患
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

三
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

５ 

『
墨
子
』
所
染
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

６ 

『
墨
子
』
兼
愛
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

７ 

『
墨
子
』
魯
問
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

四
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

８ 

『
墨
子
』
兼
愛
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

９ 

呉
進
安
『
墨
家
哲
学
』、
台
北
：
五
南
図
書
出
版
公
司
、
二
〇
〇
三
年
、

一
七
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

10 

『
墨
子
』
兼
愛
上
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
二
〇
〜
一
二
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

11 

「（
蓋
人
既
應
兼
相
愛
、交
相
利
、則
自
不
能
互
為
攻
伐
）」。
労
思
光『
新

編
中
国
哲
学
史
』
一
巻
、
桂
林
：
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五

年
、
二
二
七
ペ
ー
ジ
。

12 

『
墨
子
』
非
攻
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
六
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

13 

『
墨
子
』
兼
愛
中
篇
、
方
勇
校
注
、
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、

一
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

14 

カ
ン
ト
は
『
永
遠
平
和
の
た
め
に 

―
― 

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に
よ

る
哲
学
的
構
想
』
の
中
で
、国
家
間
に
永
久
平
和
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、

六
項
目
か
ら
な
る
「
予
備
条
項
」
と
三
項
目
か
ら
な
る
「
確
定
条
項
」

を
提
示
し
た
。
六
項
目
の
予
備
条
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⑴
「
将

来
の
戦
争
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
留
保
を
秘
密
裏
に
含
ん
で
締
結
さ
れ

る
平
和
条
約
は
、
決
し
て
平
和
条
約
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」

⑵
「
独
立
し
て
存
続
し
て
い
る
い
か
な
る
国
家
（
そ
の
大
小
は
こ
こ
で

は
問
題
と
は
な
ら
な
い
）
も
、
相
続
、
交
換
、
買
収
、
贈
与
に
よ
っ
て
、

他
の
国
家
の
所
有
と
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。」
⑶
「
常
備
軍
は
、
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や
が
て
全
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
⑷
「
国
家
の
対
外
的
な
紛
争
の

た
め
に
、
い
か
な
る
国
債
も
発
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
⑸
「
い
か

な
る
国
家
も
他
の
国
家
の
体
制
や
統
治
に
、
武
力
的
に
干
渉
す
べ
き
で

は
な
い
。」
⑹
「
い
か
な
る
国
家
も
他
国
と
の
戦
争
に
お
い
て
、
将
来

平
和
が
訪
れ
た
際
に
、
相
互
の
信
頼
関
係
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
よ

う
な
敵
対
的
行
動
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
。」
ま
た
、
三
項
目
の
確
定

条
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⑴「
各
国
家
に
お
け
る
市
民
の
体
制
は
、

共
和
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
⑵ 

「
国
際
法
は
、
自
由
な
諸
国
家

の
連
盟
に
基
礎
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。」
⑶
「
世
界
市
民
法
は
、
普
遍

的
な
友
好
関
係
が
実
現
す
る
限
り
で
、
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
こ
う
し
た
条
項
が
示
し
て
い
る
の
は
、
実
践
理

性
が
政
治
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
際
に
、
カ
ン
ト
は
、
す
べ
て
の
政
治

の
、
法
へ
の
従
属
を
最
重
要
視
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
語
版

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
八
巻
、
李
秋
零
主
編
，
北
京
：
中
国
人
民
大
学
出

版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
三
四
八
―
三
六
六
ペ
ー
ジ
参
照
の
こ
と
〔
訳
注

　

ド
イ
ツ
語
原
文
：
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、
第
8
巻
、
三
四
一
―
三
八
六
ペ
ー

ジ
／
カ
ッ
シ
ラ
ー
版
、
第
6
巻
、
四
二
五
―
四
七
四
ペ
ー
ジ
。
日
本
語

訳
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
遠
山
義
孝
訳
、『
歴
史
哲
学
論
集
』（
カ
ン

ト
全
集
、
第
14
巻
）、
東
京
：
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
七
―

三
一
五
ペ
ー
ジ
〕（
翻
訳
協
力　

関
沢
和
泉
）。

15 

中
国
哲
学
者
の
馮
友
蘭
先
生
は
、
墨
子
一
種
の
普
遍
的
社
会
公
共
道
德

を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
尽
力
し
て
以
普
遍
的
社
会
配
慮
を
実
現
し
た
と

主
張
し
て
い
る
。
彼
は
、「
墨
子
は
主
義
信
条
を
持
つ
戦
争
の
専
門
家

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
国
を
治
め
る
道
を
論
じ
、
侠
の

集
団
の
中
に
自
ず
と
道
徳
を
持
た
せ
た
。
ま
た
、
墨
子
は
そ
の
道
徳
を

実
行
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
道
徳
を
系
統
化
・
理
論
化
し
て
、

こ
れ
を
普
遍
化
さ
せ
、
一
般
社
会
の
公
共
道
徳
と
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。馮
友
蘭「
原
儒
墨
」、『
三
松
堂
学
術
文
集
』（
北

京
：
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
掲
載
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

傅先生発表中の会場の様子
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国
立
台
湾
大
学　

中
国
文
学
部
教
授　

葉
　
　
　
國

　
良

基
調
講
演
④　
「『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
」
思
想
と
東
ア
ジ
ア
の
平
和

翻
訳　

戸
　
田
　
聖
　
子

１
．「『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

「『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
」
と
い
う
言
葉
が
『
孟
子
・
尽
心
下
』
に

見
え
る
。
そ
の
意
味
は
、『
春
秋
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
二
百
四
十

余
年
の
間
に
起
こ
っ
た
戦
争
に
つ
い
て
、
孔
子
は
そ
の
全
て
を
正
義

で
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、『
論

語
・
憲
問
篇
』
に
は
「
陳
成
子
、
簡
公
を
弑
す
。
孔
子
、
沐
浴
し
て

朝
し
、
哀
公
に
告
げ
て
曰
く
、
陳
恒
、
其
の
君
を
弑
す
。
請
う
、
こ

れ
を
討
た
ん
と
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
孔
子
は
、
陳
恒
が
臣
下
の
身

分
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
の
君
主
を
殺
害
し
た
こ
と
は
不
正
義
の
行
為

で
あ
る
と
し
て
、
魯
の
哀
公
に
陳
恒
を
討
伐
す
る
た
め
の
戦
争
を
発

動
す
る
よ
う
建
議
し
て
い
る
。
以
上
の
二
か
所
の
記
載
は
相
反
す
る

も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
全
く
矛
盾
し
て
い
な
い
。
な

ぜ
な
ら
孔
子
は
、
戦
争
の
目
的
は
不
正
義
を
除
く
こ
と
に
あ
り
、
不

正
義
を
作
り
出
す
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
『
孟
子
』
孫
奭
の
疏
で
は
、「
春
秋
の
世
の
戦
い
で
は
、
小

国
は
大
国
に
使
わ
れ
、
弱
者
は
強
者
に
使
わ
れ
る
。
怒
り
に
よ
り
軍

を
組
織
し
、
礼
を
捨
て
て
利
を
貪
る
。
こ
れ
ま
で
に
、
凶
暴
な
勢
力

を
抑
制
し
て
混
乱
の
局
面
を
治
め
る
義
の
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。

こ
れ
を
も
っ
て
『
春
秋
』
に
義
戦
無
し
と
す
る
」
と
言
う
。
孫
奭
は
、

春
秋
時
代
の
戦
争
は
貪
欲
と
怒
り
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
指

摘
す
る
。
貪
欲
の
目
指
す
も
の
は
権
力
、
土
地
、
人
民
、
資
源
で
あ

り
、
怒
り
は
積
も
り
積
も
っ
た
恨
み
或
い
は
猜
疑
心
か
ら
来
る
も
の

で
あ
る
。
貪
欲
は
他
国
の
領
土
を
侵
略
し
、
他
国
の
資
源
を
略
奪
す

る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
怒
り
は
戦
火
を
引
き
起
こ
し
、
人
々
を
迫
害

す
る
。
ゆ
え
に
孔
子
は
『
春
秋
』
に
み
ら
れ
る
戦
争
は
全
て
不
正
義

で
あ
る
と
考
え
た
。

　

孔
子
の
観
点
は
、
歴
代
の
儒
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
儒
者
は
基

本
的
に
戦
争
に
反
対
し
て
き
た
。
戦
争
や
む
な
し
、
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
暴
虐
な
政
治
を
打
倒
す
る
か
、
或
い
は

侵
略
を
防
ぐ
場
合
に
限
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
武
王
が
紂
を
討
っ
た
こ

と
や
斉
の
桓
公
が
戎
狄
を
防
い
だ
こ
と
な
ど
は
儒
家
に
称
揚
さ
れ

た
。
こ
の
種
の
反
戦
思
想
は
、
王
覇
の
弁
え
を
導
く
。『
孟
子
・
公
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孫
丑
上
』
に
「
力
を
以
て
仁
を
仮
る
者
は
覇
な
り
。
覇
は
必
ず
大
国

有
り
。
徳
を
以
て
仁
を
行
う
者
は
王
な
り
。
王
は
大
い
な
る
を
待
た

ず
。
湯
は
七
十
里
を
以
て
し
、
文
王
は
百
里
を
以
て
す
。
力
を
以
て

人
を
服
す
る
者
は
、
心
服
す
る
に
非
ず
。
力
た
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
徳

を
以
て
人
を
服
す
る
者
は
、
中
心
悦
ん
で
誠
に
服
す
。
七
十
子
の
孔

子
に
服
せ
る
が
如
し
」
と
言
う
。「
力
を
以
て
人
を
服
す
」
と
は
、

侵
略
者
が
武
力
に
よ
っ
て
他
国
を
征
服
す
る
こ
と
を
指
す
が
、
武
力

に
頼
る
以
上
、
そ
れ
は
必
ず
暴
虐
な
政
治
を
行
う
こ
と
と
な
る
。
こ

の
種
の
覇
権
は
長
期
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。な
ぜ
な
ら
、

抑
圧
を
受
け
る
者
の
恨
み
が
積
み
重
な
っ
て
行
っ
て
復
讐
の
気
持
ち

を
引
き
起
こ
し
、
侵
略
者
は
結
局
ひ
ど
い
目
に
遭
う
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
儒
家
は
王
道
を
提
唱
す
る
。
王
道
と
は
、
徳
を

以
て
人
を
従
わ
せ
、
他
国
に
苦
痛
で
は
な
く
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
人
々
は
王
道
を
行
う
者
を
心
の
底
か
ら
支
持

し
、
彼
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
。
互
い
の
間
に
は
矛
盾
や
摩
擦
は
な
く
、

長
期
的
な
平
和
が
ご
く
自
然
に
訪
れ
る
。
王
道
を
行
う
者
も
ま
た
自

然
の
う
ち
に
指
導
者
と
な
る
。
そ
れ
以
下
の
な
ら
ず
者
国
家
に
至
っ

て
は
、『
荀
子
・
王
覇
篇
』
に
「
権
謀
立
て
ば
す
な
わ
ち
亡
ぶ
」
と

言
う
。
こ
の
手
の
、
謀
略
に
よ
っ
て
人
を
欺
く
国
家
に
は
、
国
と
し

て
必
要
と
さ
れ
る
信
義
が
欠
落
し
て
お
り
、
外
か
ら
の
力
の
介
入
を

待
た
ず
に
、
自
ら
人
民
の
反
対
に
遭
っ
て
滅
亡
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
貪
欲
と
怒
り
を
人
の
心
か
ら
取
り
除
く
の
は
と
て
も
難

し
い
。
春
秋
時
代
だ
け
が
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
古
今
東
西
み
な
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
は
、
貪
欲
の
一
言

以
外
に
は
解
釈
が
不
可
能
で
あ
る
。
９
・
11
後
の
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ

ク
進
攻
は
、
憤
怒
に
よ
り
報
復
を
加
え
る
と
宣
言
し
て
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
双
方
の
死
傷
者
は
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
た
。

し
か
し
一
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
出
兵
は
イ
ラ
ク
の
石
油
を
掌
握
せ
ん

が
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
な
ら
ば
そ
れ
は
貪
欲
よ
り
発
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
ど

の
よ
う
に
弁
解
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恨
み
や
憎
し
み
の
気

持
ち
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
平
和

と
王
道
の
尊
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

２ 

．
戦
争
は
人
に
損
を
さ
せ
る
も
の
で
、
自
ら
を
利
す
る
こ
と
に
も

な
ら
な
い

　

戦
争
の
正
当
性
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
反
戦
の
も
う
一
つ
の
重
要

な
理
由
は
、
戦
争
が
人
に
損
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
利

益
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
孟
子
・

離
婁
上
』
に
「
地
を
争
い
て
以
て
戦
い
、
人
を
殺
し
て
野
に
盈
て
、

城
を
争
い
て
以
て
戦
い
、
人
を
殺
し
て
城
に
盈
つ
。
此
れ
所
謂
土
地

を
率
い
て
人
肉
を
食
ま
し
む
。
罪
死
に
も
容
れ
ら
れ
ず
。
故
に
善
く

戦
う
者
は
上
刑
を
服
す
」
と
言
う
。
一
将
功
成
り
て
万
骨
枯
れ
、
人

を
殺
し
て
そ
れ
が
野
に
満
ち
、
城
に
満
ち
る
。
そ
こ
に
は
自
ず
と
双
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方
の
人
馬
が
共
に
含
ま
れ
、
善
く
戦
う
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
殺
す

人
も
多
く
な
る
。
そ
こ
で
孟
子
は
、
罪
死
に
も
容
れ
ら
れ
ず
、
上
刑

を
服
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
道
家
は
中
華
文
化
の
重

要
な
流
れ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
ま
た
こ
の
理
由
に
よ
り
戦
争

に
反
対
す
る
。『
老
子
』
は
「
師
の
処
る
所
、
荊
棘
生
ず
。
大
軍
の

後
に
は
、
必
ず
凶
年
有
り
」
と
言
う
。
作
者
は
戦
争
の
破
壊
力
が
き

わ
め
て
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
嫌
悪
感
を
抱
く
。『
老
子
』

は
ま
た
「
果
た
し
て
已
む
を
得
ず
」、「
戦
い
勝
ち
て
喪
礼
を
以
て
之

に
処
る
」
と
も
言
う
。
作
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
：
応
戦
や

む
な
き
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
勝
利
を
得
た
と
こ
ろ
で
戦
い
を
止
め

る
べ
き
で
あ
り
、
敵
方
を
殺
し
尽
く
し
、
国
家
を
滅
ぼ
し
尽
く
し
て

は
な
ら
な
い
。
葬
礼
に
参
加
す
る
の
と
同
様
に
、
悲
し
み
と
憐
み
の

心
を
抱
い
て
敵
味
方
の
双
方
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
敵
味

方
共
に
そ
の
損
失
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

ト
イ
ン
ビ
ー
（A

rnold J. T
oynbee

）
の
『
歴
史
研
究
』
の
分

析
に
よ
れ
ば
、
兵
力
を
総
動
員
し
、
み
だ
り
に
戦
い
を
仕
掛
け
る
こ

と
は
、
帝
国
滅
亡
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
征

服
の
代
価
は
莫
大
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
戦
い
続
け
た
ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
の
広
大
な
領
土
は
、
彼
が
死
ん
だ
後
す
ぐ
に
分
裂
し
、
十
数

年
に
わ
た
る
努
力
は
春
の
夜
の
夢
の
よ
う
に
儚
い
も
の
と
な
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
席
巻
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
死
し
て
は
国
の
恥
と
な
り
、
ド
イ

ツ
を
再
度
恥
辱
に
塗
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
一

方
で
、
正
義
の
た
め
に
参
戦
し
て
勝
利
を
得
た
と
し
て
も
、
回
復
不

能
な
人
的
損
害
と
莫
大
な
る
国
力
の
損
失
を
被
り
、
徐
々
に
衰
退
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
。
近
代
の
イ
ギ

リ
ス
が
そ
の
例
で
あ
る
。
過
去
の
教
訓
は
明
白
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま

た
人
々
が
戦
争
に
反
対
す
る
主
要
な
理
由
で
あ
る
。

　

参
戦
し
た
双
方
が
必
ず
損
失
を
被
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
国

家
も
ま
た
と
ば
っ
ち
り
を
受
け
る
。
二
十
世
紀
以
来
壊
滅
的
な
威
力

を
持
つ
に
至
っ
た
軍
備
は
、
日
本
へ
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
悲
惨
な

苦
し
み
を
与
え
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
全
世
界
の
人
々
の
生
活
を
長

い
間
恐
怖
に
陥
れ
て
い
る
。
現
代
の
人
類
は
も
し
か
し
た
ら
歴
史
上

最
も
不
幸
な
一
群
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
兆
し
は
各
国
の
多
く

の
大
人
た
ち
の
心
に
重
く
の
し
か
か
り
、
憂
鬱
で
煩
わ
し
い
気
持
ち

に
さ
せ
、
若
者
の
生
活
を
退
廃
的
で
怠
惰
に
、
目
標
の
持
て
な
い
も

の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
莫
大
な
社
会
コ
ス

ト
と
経
済
的
な
代
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
症
状
は
、
国
家
が
強
く
な
り
豊
か
に
な
っ
た
り
、
医

学
が
進
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
治
療
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
決

し
て
な
い
。
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３
．
戦
禍
の
原
因
は
政
府
に
あ
り

　

以
上
の
分
析
に
よ
り
、
貪
欲
と
怒
り
を
断
ち
切
る
こ
と
が
、
戦
争

を
防
止
す
る
主
要
な
方
法
で
あ
り
、
ま
た
心
を
治
療
す
る
こ
と
か
ら

始
め
て
、
そ
れ
を
民
衆
、
政
党
、
政
府
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

　

人
々
に
対
し
て
、
修
養
或
い
は
信
仰
に
よ
っ
て
個
人
の
貪
欲
と
怒

り
を
断
ち
切
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
大
い
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、

学
術
界
と
宗
教
界
が
継
続
的
に
道
徳
教
育
と
宗
教
信
仰
を
推
し
進
め

る
こ
と
が
、
大
部
分
の
人
々
に
己
の
本
分
を
守
ら
せ
、
平
和
を
愛
好

さ
せ
、
戦
争
を
嫌
悪
さ
せ
る
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
上

の
戦
争
は
、
一
部
の
民
衆
の
行
為
が
政
府
に
口
実
を
与
え
る
こ
と
は

あ
っ
た
に
せ
よ
、
決
し
て
人
民
大
衆
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。

　

一
方
で
、
修
養
或
い
は
信
仰
に
よ
っ
て
貪
欲
と
怒
り
を
断
ち
切
る

こ
と
を
、
民
衆
が
政
府
或
い
は
そ
の
上
層
機
構
に
要
求
す
る
の
は
大

変
に
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
方
面
に
お
い
て
、
人
類
は
比
較
的
効

果
の
あ
る
防
止
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ま
だ
生
み
出
し
て
は
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
古
来
よ
り
、大
権
を
掌
握
す
る
政
府
と
そ
の
上
層
機
構
は
、

ど
う
や
ら
そ
の
行
い
、
中
で
も
対
外
的
な
措
置
に
お
い
て
、
道
徳
性

や
正
当
性
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
日
、
大
部

分
の
国
家
が
政
党
政
治
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
多

く
の
政
治
屋
た
ち
は
常
に
自
ら
の
利
益
を
国
家
の
利
益
の
上
に
置

き
、
目
先
の
こ
と
し
か
考
え
ず
、
未
来
の
子
孫
の
こ
と
な
ど
顧
み
る

こ
と
は
な
く
、も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
憂
え
る
こ
と
な
ど
全
く
な
い
。人
々

が
投
票
権
を
有
し
、
情
報
が
か
な
り
発
達
し
た
今
日
で
あ
っ
て
も
、

平
和
で
合
理
的
に
見
え
る
よ
う
に
取
り
繕
わ
れ
た
陰
謀
が
存
在
し
て

い
な
い
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
自
国
で
は
自
然

環
境
の
保
持
を
重
視
し
て
い
な
が
ら
、
他
国
の
森
林
を
大
量
に
伐
採

し
て
自
分
た
ち
の
た
め
に
使
用
し
た
り
、
或
い
は
真
実
が
覆
い
隠
さ

れ
た
状
況
の
下
で
、
高
汚
染
の
工
業
を
他
国
に
移
植
し
た
り
す
る
。

こ
れ
は
災
い
を
人
に
転
嫁
す
る
不
義
の
行
為
で
あ
り
、
侵
略
と
遠
く

な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
科
学
研
究
を
口
実
に
、

他
国
の
領
土
や
資
源
を
我
が
物
と
せ
ん
と
す
る
の
は
、
未
来
の
侵
略

の
た
め
の
準
備
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
政
府
は
そ
の
行
為
を

全
て
国
家
の
長
期
的
な
利
益
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
、

民
衆
は
国
家
の
利
益
と
い
う
大
義
名
分
を
聞
か
さ
れ
て
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
そ
れ
を
見
逃
し
て
し
ま
い
、
間
接
的
に
正
当
で
な
い

行
為
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
政
府
が
不
義
の
行
為
を

行
っ
た
な
ら
ば
、
民
衆
も
そ
の
部
分
的
な
責
任
を
負
わ
な
け
ら
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

歴
史
上
内
戦
が
頻
発
し
て
い
る
と
は
い
え
、
東
ア
ジ
ア
の
各
国
間

の
侵
略
戦
争
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
れ
ば
非
常
に
少
な
い
。
一
つ

に
は
様
々
な
地
理
的
障
害
に
よ
り
国
々
が
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
、
ま
た
一
つ
に
は
東
ア
ジ
ア
の
儒
・
道
・
仏
・
神
各
宗
教
に
は
戦
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い
を
好
む
文
化
が
な
い
た
め
、
か
な
り
の
程
度
戦
争
の
発
生
率
を
抑

制
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
今
や
交
通
は
便

利
に
な
り
、
地
理
的
な
障
害
は
取
り
除
か
れ
、
お
互
い
の
接
触
は
何

百
倍
、
何
千
倍
も
に
増
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
利
益
の
吸
引
力
も
大

き
く
な
り
、紛
争
も
そ
れ
に
伴
い
増
強
さ
れ
た
大
き
な
も
の
と
な
り
、

大
き
な
衝
突
の
種
が
ま
か
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
国
際
紛
争
の
交
渉

に
お
い
て
は
、
現
在
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
西
側
列
強
が
定

め
た
暗
黙
裡
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
そ
こ
で
重
ん
じ
ら
れ
る
の
は
武
力

と
経
済
力
で
あ
っ
て
、頼
み
と
す
る
の
は
後
ろ
盾
の
大
き
さ
で
あ
り
、

伝
統
的
な
道
徳
或
い
は
普
遍
的
な
価
値
は
唱
導
さ
れ
な
い
。
最
近
各

国
が
領
土
・
領
海
紛
争
を
処
理
す
る
方
法
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
が
、

そ
の
や
り
方
で
は
衝
突
を
な
く
す
こ
と
は
難
し
く
、
い
た
ず
ら
に
お

互
い
の
猜
疑
心
と
敵
愾
心
を
深
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時

に
は
、
民
衆
は
政
府
を
監
督
し
、
平
和
の
伝
統
を
発
揚
し
、
過
去
の

傷
跡
を
縫
い
合
わ
せ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
国
の
文

化
の
違
い
を
尊
重
し
、
お
互
い
の
福
祉
を
促
進
し
、
互
恵
を
以
て
独

占
に
替
え
、
温
情
を
以
て
恨
み
の
気
持
ち
を
消
し
去
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
戦
争
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
を
起
こ
し

て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
破
滅
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し

て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

４
．
民
衆
は
い
か
に
政
府
を
監
督
す
べ
き
か

　

二
十
一
世
紀
の
科
学
技
術
の
発
展
は
、
貪
欲
と
怒
り
に
関
し
て
、

政
府
或
い
は
政
党
に
対
し
て
一
つ
の
転
機
と
な
る
考
え
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
資
源
は
積
極
的
な
研
究
開
発
と
合

理
的
な
貿
易
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
簒
奪
に
依
拠
す
る

必
要
な
し
に
、
豊
か
な
社
会
を
作
り
出
す
こ
と
は
可
能
だ
。
戦
後
の

日
本
が
戦
前
よ
り
も
豊
か
に
な
っ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
政
府

は
資
源
の
獲
得
の
た
め
に
様
々
な
手
段
を
尽
く
す
必
要
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
手
段
は
コ
ソ
泥
の
す
る
こ
と
で
、
猜
疑
心
し
か

も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
紛
争
が
も
た
ら
す
恨
み
と
怒
り
は
、

早
急
に
情
報
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
通
の
関
心
事

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政

府
は
何
か
と
い
う
と
す
ぐ
に
武
力
で
対
立
す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
そ
の
よ
う
な
行
為
は
な
ら
ず
者
の
す
る
こ
と
で
、
恨
み
の
気
持

ち
し
か
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

政
府
の
行
為
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
民
衆
は
輿
論
に
よ
っ
て
実
際
に

政
府
を
監
督
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
時
儒
者
は
反
戦
思
想
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
王
覇
の
弁
え
を
評
価
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政

府
の
企
て
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
、
民
衆
は
貪
欲
に
よ
っ
て
ご
ま
か

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
は
そ
の
判
断
は

非
常
に
簡
単
で
あ
る
。
民
衆
は
後
の
世
代
の
子
孫
の
た
め
に
考
え
、

政
府
が
王
道
を
施
し
、貪
欲
の
念
と
正
当
な
ら
ざ
る
行
為
を
放
棄
し
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
子
孫
に
災
い
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求

め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
東
ア
ジ
ア
の
各
国
の
言
語
、
文
化
、
信
仰
は
お
互
い
に

か
な
り
隔
た
り
が
あ
り
、
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
。
そ
こ
で
民

衆
が
異
文
化
を
理
解
し
尊
重
す
る
よ
う
教
え
諭
し
続
け
る
こ
と
が
、

平
和
を
獲
得
す
る
根
本
と
な
る
。
現
在
、
各
国
の
交
流
は
頻
繁
で
あ

る
が
、
各
国
の
文
化
の
違
い
を
尊
重
し
、
お
互
い
の
福
祉
を
促
進
し
、

各
国
の
教
育
体
系
の
中
で
異
文
化
を
多
く
学
ば
せ
る
よ
う
に
し
て
、

相
互
理
解
に
よ
っ
て
摩
擦
を
な
く
し
、
頻
繁
な
交
流
に
よ
っ
て
協
力

を
促
す
こ
と
が
、
以
前
に
も
増
し
て
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
残
念
な

こ
と
に
、
現
今
の
東
ア
ジ
ア
各
国
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
異
文

化
教
育
へ
の
投
資
は
明
ら
か
に
不
足
し
て
い
る
。
中
に
は
、
異
文
化

教
育
を
重
視
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
強
烈
な
自
己
本
位
主
義
に
よ
り
、

教
科
書
の
中
に
事
実
と
異
な
る
情
報
や
恨
み
つ
ら
み
の
種
を
ま
き
散

ら
し
、
純
粋
な
学
生
を
利
用
し
て
、
政
府
が
領
土
や
資
源
を
簒
奪
す

る
た
め
の
後
ろ
盾
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
も
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
東
ア
ジ
ア
世
界
の
大
い
な
る
危
機
で
あ
る
。こ
う
い
っ
た
状
況
は
、

良
心
的
で
、
将
来
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
学
者
が
立
ち
上
が
っ
て

正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（Sam

uel Phillips H
untington

）
の
『
文
明

の
衝
突
』
の
説
に
は
、
大
い
に
先
見
の
明
が
あ
っ
た
。
お
互
い
の
文

化
の
違
い
を
尊
重
せ
ず
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
悲
劇
は
、
今
も
世
界
各

地
で
発
生
し
て
い
る
。
例
え
ば
欧
米
文
化
と
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
衝
突

な
ど
は
そ
れ
が
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
お
互
い
に
「
歯
に
は
歯
を
、

血
に
は
血
を
」、
状
況
は
徐
々
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
際
限
が
な
い

よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
種
の
悲
劇
は
、
東
ア
ジ
ア
の
国
家
に
と
っ
て

は
特
に
戒
め
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
東
ア
ジ
ア
世
界
は
そ

も
そ
も
極
め
て
脆
弱
で
あ
り
、
人
口
は
多
く
、
資
源
は
乏
し
い
。
植

民
地
か
ら
抜
け
出
し
て
間
も
な
い
国
家
も
あ
れ
ば
、
戦
火
の
中
か
ら

よ
う
や
く
復
興
し
始
め
た
国
家
も
あ
る
。
ま
た
、
貧
困
か
ら
抜
け
出

し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
り
、依
然
と
し
て
貧
困
の
中
の
国
家
も
あ
り
、

強
大
な
ど
と
は
全
く
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
消

費
す
る
元
手
も
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
も
し
衝
突
が
あ
れ
ば
、

こ
の
い
く
ば
く
か
の
成
果
も
大
幅
に
後
退
し
、
ひ
い
て
は
烏
有
に
帰

し
、
落
ち
ぶ
れ
て
物
の
数
に
も
入
ら
な
い
国
家
と
な
り
果
て
る
だ
ろ

う
。
い
っ
た
ん
悪
夢
が
真
実
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に

は
、
誇
り
に
胸
を
張
る
こ
と
の
で
き
る
日
は
お
そ
ら
く
二
度
と
訪
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。

５
．
結
び
に
か
え
て

　

現
在
、
東
ア
ジ
ア
内
部
で
は
、
日
本
海
、
黄
海
、
東
シ
ナ
海
、
南

シ
ナ
海
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
領
土
、
領
海
の
紛
争
が
存
在
し
、
資

源
を
求
め
、
或
い
は
環
境
上
の
災
い
を
他
国
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と

す
る
動
き
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
衝
突
の
潜
在
的
な
導
火
線
と
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な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
強
権
の
関
与
が
あ
っ
た
り
、
何
ら
か

の
メ
デ
ィ
ア
の
評
価
に
基
づ
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
要
素
は
、
東
ア
ジ
ア
を
し
て
も
っ
と
も
た
や
す
く
戦
争
の
発
生
す

る
地
域
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
確
率
は
中
東
に

次
い
で
高
い
。
加
え
て
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
の
状
況
は
、
第
一
次
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
の
列
強
の
軍
備
競
争
の
再
現
と
も
言
う
べ
き

も
の
で
、
ミ
サ
イ
ル
の
密
度
は
世
界
で
も
ト
ッ
プ
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
極
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
各
国
政
府
は
、
恐
れ
慎
む
気
持
ち

を
も
っ
て
こ
の
事
実
を
直
視
し
、
前
車
の
轍
を
踏
む
こ
と
の
な
い
よ

う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

東
ア
ジ
ア
世
界
は
、
こ
の
二
、三
世
紀
の
間
、
植
民
帝
国
の
侵
略

と
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
屈
辱
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア

の
民
衆
に
は
、
平
和
を
愛
す
る
伝
統
が
あ
り
、
ま
た
強
靭
な
性
格
が

あ
る
。
こ
の
伝
統
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
覇
権
主
義
の
考
え
に
立

ち
向
か
う
べ
き
で
あ
る
。
当
面
の
急
務
は
、
東
ア
ジ
ア
の
従
来
の
価

値
観
を
回
復
さ
せ
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
秩
序
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
う
し
て
初
め
て
、
外
か
ら
の
力
の
侵
略
を
食
い
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
東
ア
ジ
ア
に
不
必
要
な
の
は
戦
争

と
覇
権
で
あ
り
、
必
要
な
の
は
平
和
と
団
結
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
各
国
の
教
育
界
は
、
職
業
教
育
或
い
は
科
学

研
究
に
偏
る
こ
と
な
く
、
道
徳
の
薫
陶
と
異
文
化
教
育
を
強
化
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
お
互
い
の
理
解
と
協
力
関
係
を
促
進
し
、「『
春
秋
』

に
義
戦
無
し
」
の
思
想
を
宣
揚
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
平
和
の
共
通
認

識
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
。
強
大
な
国
家
は
王
道
を
行
い
、
弱
小
国

家
を
助
け
、
正
義
を
守
り
、
平
和
を
保
障
す
る
た
め
に
努
力
し
、
推

戴
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
武
力
に
頼
り
、

ほ
し
い
ま
ま
に
要
求
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に
奪
っ
て
、
人
か
ら
恐
れ
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

東
ア
ジ
ア
の
平
和
は
保
障
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

原稿を確認される葉先生
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発
表
①　

儒
家
共
同
体
の
洪
範
経
世
と
中
和

東
日
本
国
際
大
学　

名
誉
教
授

　

儒
学
文
化
研
究
所　

所
長
　
徐

　
　
　
坰

　
遙

１
．
共
生
意
識

　

人
類
は
原
始
時
代
か
ら
共
同
生
活
を
営
ん
で
き
た
。
自
然
環
境
と

同
和
し
、
人
間
同
士
が
親
し
く
な
り
、
生
命
を
維
持
し
、
衣
食
住
を

は
じ
め
と
し
た
経
済
活
動
を
営
ん
で
き
た
。
し
か
し
時
代
が
過
ぎ
れ

ば
過
ぎ
る
ほ
ど
、
人
間
の
自
分
だ
け
を
考
え
る
私
欲
が
増
え
、
自
然

と
共
の
共
生
の
た
め
の
公
心
に
陰
り
を
見
せ
て
き
て
い
る
。

　

儒
家
思
想
は
、
人
間
社
会
を
経
綸
す
る
哲
学
的
な
基
盤
を
人
間
ら

し
く
生
き
て
い
く
生
活
に
置
い
て
い
る
。〈
大
学
〉の
明
徳
と〈
中
庸
〉

の
天
命
に
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
人
性
は
、徳
性
の
本
来
の
志
で
あ
り
、

人
間
の
自
生
力
、
社
会
性
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
徳
性
を
涵
養
す

る
こ
と
は
、
自
分
ば
か
り
で
な
く
他
人
の
た
め
の
心
を
持
つ
、
人
間

ら
し
さ
を
忘
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
仁
愛
す
る
と
い
う
善
良
な
気
持

ち
は
、
他
で
も
な
く
、
人
間
ら
し
さ
で
他
人
に
人
情
を
分
け
与
え
る

こ
と
で
あ
る
。

　

人
倫
社
会
は
、
共
同
体
の
生
活
を
営
む
た
め
に
自
分
と
他
人
が
人

間
関
係
を
成
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
は
、
今
日

で
い
う
社
会
性
で
あ
る
。
社
会
性
と
は
自
他
が
互
い
に
仲
睦
ま
し
く

一
緒
に
暮
ら
す
潜
在
力
で
あ
り
自
発
性
を
意
味
す
る
。
今
日
、
個
人

の
偶
像
化
に
よ
る
評
価
基
準
も
や
は
り
、
他
人
を
配
慮
す
る
志
を
社

会
に
ど
れ
く
ら
い
貢
献
し
た
か
の
度
数
で
見
計
ら
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
徳
性
の
啓
発
は
、
自
己
発
展
ば
か
り
で
な
く
他
人
も
一
緒
に
発

展
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。〈
易
経
〉繋
辞
傳
の
崇
徳
広
業
、厚
徳
載
物
、

称
物
平
施
等
の
言
表
も
そ
う
し
た
点
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
儒
学

は
最
も
人
間
ら
し
い
理
想
的
な
人
間
で
あ
る
君
子
、
聖
人
に
似
よ
う

と
す
る
希
聖
学
と
言
っ
た
り
も
す
る
。

　

漢
字
文
化
圏
で
良
く
使
わ
れ
る
平
和
、
和
平
と
い
う
概
念
は
、
西

方
の
戦
争
、
闘
争
の
反
対
語
で
は
な
い
。
寧
ろ
社
会
的
に
太
平
、
平

安
、
均
安
で
あ
っ
た
り
中
和
を
示
唆
す
る
合
成
語
と
し
て
使
わ
れ
て

き
た
。
こ
う
し
た
東
西
の
概
念
的
な
違
い
は
、
人
間
の
生
活
空
間
が

東
方
は
農
耕
社
会
の
環
境
の
中
で
共
生
す
る
た
め
、
植
物
的
な
思
惟

翻
訳　

山
　
田

　
紀

　
浩
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に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
植
物
は
あ
る
地
域
に
固
定
的
に
定
着
し
て
お

り
、
動
物
は
餌
を
求
め
て
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
、
世

界
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、
先
進
化
と
は
全
て
の

都
市
が
密
集
化
を
追
求
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
都

市
化
は
人
口
密
度
が
高
く
な
り
、
有
物
的
な
生
活
か
ら
逃
れ
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
半
面
、
個
人
の
単
独
化
あ
る
い
は
、
孤
立
化
が

過
重
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
新
技
術
の
開
発
を
優
先
す
る
機
能
産
業

化
で
、
成
長
経
済
を
目
標
に
技
術
融
合
を
通
し
た
尖
端
産
業
社
会
を

追
求
し
て
い
る
。
し
か
し
古
代
で
の
自
然
と
共
存
し
た
農
村
化
と
、

近
代
の
環
境
公
害
の
都
市
化
は
ど
ち
ら
か
一
つ
で
も
独
占
さ
れ
て
は

だ
め
で
あ
り
、
適
切
な
標
準
化
を
成
す
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

現
代
社
会
で
も
ど
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
人
間
が
生
命
的

な
活
動
力
で
人
生
を
生
き
て
い
く
人
類
社
会
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

儒
家
の
経
世
観
は
人
間
社
会
を
一
つ
の
共
同
体
と
見
、
生
命
を
維
持

し
て
い
く
家
族
共
同
体
と
生
活
を
営
ん
で
い
く
国
家
共
同
体
を
、
ど

う
す
れ
ば
経
倫
で
き
る
の
か
を
重
要
な
要
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
〈
大
学
〉
で
の
至
善
世
界
の
平
天
下
の
平
ら
概
念
と
〈
中
庸
〉
で

の
天
下
の
大
本
は
中
概
念
で
あ
り
、
達
道
と
し
て
は
和
概
念
と
い
う

中
和
者
の
九
経
を
提
示
し
て
い
る
。

　

儒
家
が
持
っ
て
い
る
共
同
体
に
関
す
る
概
念
は
、
人
倫
社
会
を
指

す
。
儒
家
共
同
体
に
関
す
る
意
識
は
、
ま
さ
に
平
天
下
の
概
念
で
あ

る
。
天
下
世
界
は
、
人
間
社
会
を
指
す
。
そ
れ
は
自
然
と
万
物
を
度

外
視
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
れ
ら
と
中
和
を
成
し
、
天
地

が
自
ら
の
場
を
知
り
、
万
物
が
育
ち
人
間
の
生
活
を
主
と
す
る
三
才

思
想
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。（〈
中
庸
〉）
い
わ
ゆ
る
中
庸
之
道

は
儒
家
の
‘
一
以
貫
之
’
の
思
想
体
系
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仁
民
愛

物
の
思
想
や
君
子
之
道
、
聖
賢
之
道
な
ど
と
密
接
な
連
携
が
あ
る
。

儒
家
の
中
庸
概
念
は
、
折
衝
、
妥
協
な
ど
、
平
面
的
な
も
の
と
誤
解

さ
れ
る
が
、
中
庸
の
真
義
は
〈
論
語
〉
で
は
中
道
、
時
中
、〈
孟
子
〉

で
は
兼
善
、〈
大
学
〉
で
は
‘
誠
於
中
、形
於
外
’、
矩
、至
善
、〈
中

庸
〉
で
は
‘
執
中
致
和
’、‘
合
外
内
之
道
’
な
ど
立
体
的
に
指
摘
し

て
い
る
。

２
．
洪
範
九
疇
と
経
世
観
念

　

経
世
と
は
人
倫
関
係
を
成
し
共
生
す
る
人
間
社
会
で
あ
り
、
内
在

的
に
は
修
身
、
外
在
的
に
は
氏
族
国
家
を
治
国
す
る
経
綸
を
意
味
す

る
。
こ
う
し
た
内
聖
外
王
の
道
理
は
、
均
和
と
均
平
を
成
す
こ
と
を

目
標
に
し
て
い
る
。
内
聖
と
は
人
間
ら
し
さ
、
爲
仁
と
し
て
情
感
を

分
け
自
分
を
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
外
王
と
は
一
緒
に
交
わ
り
共
生

し
他
人
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
は
単
独
的
な
個
々
人
が
共
生
す
る
構
成
員
な
の
か
。
こ
こ
か

ら
派
生
さ
れ
る
公
私
、
義
利
、
名
利
等
の
問
題
は
根
本
的
に
は
対
立

的
な
自
他
の
区
分
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
自
分
と
他
人

と
の
関
係
の
問
題
に
帰
結
さ
れ
る
。
そ
し
て
個
人
と
は
自
発
性
、
社
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会
性
等
の
生
命
力
で
あ
る
。

　

儒
家
の
為
政
の
目
標
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
世
界
を
治
め
よ
う

と
す
る
徳
治
、
礼
治
、
孝
治
な
ど
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
中
核
は
、

一
つ
の
よ
う
に
人
間
中
心
の
道
徳
率
が
基
本
で
あ
っ
た
。
現
代
の
法

治
国
家
で
は
法
律
が
優
先
さ
れ
る
が
、
道
徳
政
治
は
人
間
中
心
の
徳

性
を
根
本
と
す
る
教
化
で
あ
る
。
そ
の
徳
性
は
合
理
的
な
義
利
に
つ

い
て
考
え
る
よ
り
は
、
情
理
的
な
感
性
を
通
し
、
主
観
と
客
観
が
合

一
す
る
正
直
思
想
と
し
て
生
ま
れ
た
。〝
我
々
の
村
の
正
直
な
者
は

そ
の
と
こ
ろ
が
違
う
。
親
は
子
供
の
た
め
に
隠
し
て
あ
げ
、
子
供
は

親
の
た
め
に
隠
し
て
あ
げ
る
が
、正
直
さ
は
そ
の
間
に
あ
る
。〞（〈
論

語
、
子
路
〉）
と
は
、
天
理
と
人
情
に
交
わ
る
率
直
さ
に
関
し
て
は
、

や
は
り
情
理
に
よ
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
だ
。

　

一
方
〈
詩
経
〉
で
は
皇
極
条
で
‘
無
偏
無
党
、
王
道
蕩
蕩
。
無
党

無
偏
、
王
道
平
平
。’
の
蕩
平
を
中
庸
で
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
堯

舜
禹
が
相
授
し
た
心
法
で
精
一
執
中
を
示
し
、
商
湯　

周
武
が
相
伝

し
た
心
法
で
建
中
建
極
を
示
し
、
王
天
下
す
る
た
め
の
洪
範
九
疇
を

示
し
て
い
る
。〈
漢
志
〉
で
‘
禹
王
が
洪
水
を
治
め
る
こ
と
に
洛
書

を
与
え
見
習
っ
て
施
行
す
る
よ
う
に
し
た
が
、
こ
れ
を
洪
範
と
言
っ

た
。’
史
記
に
武
王
が
殷
の
国
に
勝
っ
て
箕
子
を
訪
ね
て
行
き
天
道

に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
箕
子
が
洪
範
を
施
行
す
る
よ
う
に
と

言
っ
た
。
こ
れ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
洪
範
は
禹
王
が
言
っ
た

こ
と
だ
が
、
そ
の
意
味
を
拡
大
し
〈
書
経
〉
の
洪
範
篇
に
出
て
い
る

の
で
あ
る
。
天
が
禹
王
に
洪
範
九
疇
を
与
え
、
人
倫
が
拡
が
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
九
つ
の
範
疇
が
中
心
に
な
り
天
下
を
治
め
る
法
で

あ
る
。

　
　

 　

偏
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
傾
く
こ
と
が
な
く
し
、
王
の
義
利
に

よ
り
私
的
な
嗜
好
を
作
ら
ず
、
王
の
道
に
よ
り
私
的
な
も
の
を

憎
み
王
の
道
を
進
み
な
さ
い
。
偏
り
が
な
け
れ
ば
不
公
平
が
な

く
、
王
の
道
が
広
く
遠
大
に
な
る
だ
ろ
う
。
不
公
平
さ
が
な
く

偏
り
が
な
け
れ
ば
、
王
の
道
が
平
平
し
、
常
道
に
よ
じ
れ
が
な

く
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
王
の
道
が
正
直
で
あ
り
、

標
準
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
標
準
に
戻
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
偏
陂
、
好
悪
、
篇
党
、
反
則
は
、
私
的
な
心
か
ら
出

て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
蕩
平
は
王
の
標
準
と
し
て
、
正
大

な
本
体
で
あ
る
。
そ
の
九
疇
の
中
で
人
間
の
政
経
社
会
と
関
連
し
た

八
政
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
古
代
社
会
の
農
政
を
厚
用
す
る
た
め
の
も

の
だ
が
、民
の
基
本
的
な
生
活
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
八
政
と
は
、

人
間
生
活
を
安
楽
に
す
る
た
め
の
行
政
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
食
（
農

業　

勧
奨
）、貨
（
物
資　

実
用
）、祀
（
鬼
神　

恭
敬
と
し
て
成
教
）、

司
空
（
住
居
地　

管
轄
）、
司
徒
（
礼
儀　

教
化
）、
司
寇
（
姦
淫
犯
、

盗
賊
罪　

主
管
）、
賓
（
賓
客　

接
待
）、
師
（
治
安
隊　

士
卒　

訓

練
）
で
あ
り
、
人
間
の
経
済
活
動
と
人
間
関
係
の
交
流
を
通
し
た
安
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定
と
繁
栄
の
た
め
で
あ
る
。

　

食
べ
る
も
の
が
民
に
と
っ
て
の
一
番
の
急
務
で
あ
り
、
生
活
物
資

は
そ
の
次
だ
。
食
貨
は
養
生
の
た
め
の
基
本
で
あ
る
。
祭
祀
は
人
間

生
命
に
対
し
て
報
い
る
も
の
で
あ
り
、
土
地
を
勧
奨
す
る
こ
と
は
民

の
安
住
の
た
め
で
あ
り
、
司
徒
が
教
育
を
勧
奨
す
る
こ
と
は
性
情
を

育
て
る
た
め
で
あ
り
、
司
寇
が
掌
禁
す
る
こ
と
は
姦
を
治
め
る
た
め

で
あ
り
、
賓
は
禮
と
し
て
書
候
と
遠
人
の
往
来
を
接
待
、
交
際
す
る

の
で
あ
り
、
師
は
警
察
と
し
て
社
会
の
中
で
残
暴
な
者
を
無
く
す
し

防
ぐ
も
の
で
あ
る
。（〈
書
経
〉
蔡
沈
の
註
）

３
．
執
中
致
和
と
人
倫
九
経

　

中
の
概
念
の
始
ま
り
は
、
尭
舜
の
素
朴
な
‘
執
中
’（〈
論
語
〉
尭

日
）、（〈
孟
子
〉
盡
心
上
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
繋
が
り
の
よ

う
に
人
道
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
集
中
力
を
発
揮
し
ろ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
中
庸
、
中
行
、
中
正
、
中
枢
、
適
中
な
ど
で
解
釈
し
た
り

も
し
た
が
、
そ
の
意
味
は
普
遍
的
に
妥
当
な
も
の
を
選
ぶ
澤
善
固
執

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
過
不
及
の
極
端
な
も
の
を

避
け
、
両
端
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
施
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

人
倫
社
会
の
共
同
体
を
引
っ
張
っ
て
い
く
天
下
の
達
道
を
行
う
徳

目
は
智
仁
勇
で
あ
る
。
智
仁
勇
は
天
下
の
達
道
と
し
て
そ
れ
を
行
う

理
由
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
は
誠
で
あ
り
、
一
如
終
始
、
一

様
で
あ
る
。
天
道
は
自
然
の
摂
理
で
あ
り
、
保
合
太
和
（〈
周
易
〉

繋
辞
傳
〉）
し
、
自
然
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
人
道
は
人
間
の
当
為

の
道
理
を
言
い
、
執
中
致
知
（〈
中
庸
〉）
し
、
自
然
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
道
は
天
人
合
一
を
成
し
、
人
間
が

人
間
社
会
を
生
き
て
い
く
世
道
の
方
法
で
あ
る
。
人
間
は
や
は
り
自

然
の
生
命
体
で
あ
る
。し
か
も
感
性
活
動
が
豊
か
な
生
物
体
で
あ
る
。

人
間
は
小
宇
宙
と
し
て
、
自
然
に
似
て
お
り
、
人
間
は
全
て
性
情
が

似
た
も
の
で
あ
る
。

　

人
間
社
会
で
行
わ
れ
る
五
達
道
は
君
臣
、
父
子
、
夫
妻
、
兄
弟
、

盟
友
等
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
大
道
を
実
行
す
る
品
徳
は
智
慧
、
仁

愛
、
勇
敢
で
あ
る
（〈
中
庸
〉）。
九
経
と
は
、
九
つ
の
人
間
関
係
を

そ
の
ま
ま
維
持
す
る
方
法
で
あ
る
。
天
下
国
家
を
治
理
す
る
九
つ
の

普
遍
の
原
則
が
あ
る
。自
分
を
修
養
す
れ
ば
そ
の
大
道
を
掌
握
で
き
、

賢
人
を
尊
重
す
れ
ば
迷
惑
を
受
け
ず
、
親
族
を
親
愛
す
れ
ば
怨
望
が

生
ま
れ
ず
、
大
臣
を
敬
重
す
れ
ば
政
事
を
処
理
す
る
時
に
混
乱
が
な

く
、一
般
の
臣
下
を
深
く
思
い
や
れ
ば
士
人
が
礼
儀
を
持
ち
尽
力
し
、

平
民
を
我
が
子
の
よ
う
に
接
す
れ
ば
全
て
の
民
が
労
働
を
頑
張
り
工

夫
も
自
分
の
仕
事
に
打
ち
込
み
、
し
い
て
は
財
豊
の
用
途
が
充
足
さ

れ
、
辺
境
地
域
の
人
々
が
安
ら
ぐ
よ
う
に
な
れ
ば
四
方
の
人
々
が
集

ま
る
よ
う
に
な
り
、
各
国
の
書
候
た
ち
が
信
頼
を
抱
く
よ
う
に
な
れ

ば
天
下
が
安
定
す
る
よ
う
に
な
る
（〈
中
庸
〉）。
こ
の
よ
う
に
九
経

も
や
は
り
、
人
間
関
係
の
社
会
性
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
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４
．
兼
善
天
下
と
均
平

　

人
類
が
共
同
体
の
生
活
を
維
持
す
る
道
は
自
分
と
他
人
が
人
間
関

係
を
素
直
に
結
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
社
会
を
生

き
て
い
く
人
道
が
ま
さ
に
修
己
治
人
の
方
法
で
あ
る
。‘
物
有
本
末

あ
り
事
有
終
始
あ
り
。
知
所
先
后
な
ら
則
近
道
矣
で
あ
る
。’（〈
大

学
〉）
こ
の
よ
う
に
先
後
を
知
る
こ
と
が
重
要
だ
。
ま
ず
自
分
を
知

れ
ば
他
人
を
理
解
し
包
容
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
完
全
な
自
分
が

他
人
を
感
化
す
る
よ
う
に
し
、
感
動
を
し
、
感
銘
を
受
け
、
自
ら
自

信
と
自
発
心
を
呼
び
起
こ
し
、
共
同
体
の
た
め
に
協
力
す
る
よ
う
に

な
る
。
孟
子
の
‘
窮
則
獨
善
其
身 

達
則
兼
善
天
下
’ （〈
孟
子
〉 

盡
心

上
）
と
は
、古
訓
も
ま
さ
に
修
己
安
人
の
道
を
教
え
る
言
葉
で
あ
る
。

自
分
の
修
養
を
通
し
て
徳
性
で
あ
る
社
会
性
を
拡
大
さ
せ
、
他
人
に

感
動
を
感
化
さ
せ
れ
ば
、
自
発
的
で
創
造
的
に
仕
事
に
打
ち
込
む
よ

う
に
な
る
。

　

現
代
社
会
で
の
世
界
的
な
大
都
市
は
、
産
業
経
済
が
集
中
し
規
模

が
大
き
い
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
市
民
の
幸
福
指
数
が
高
い
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
経
済
的
に
は
貧
し
く
と
も
、
自
然
環
境
と
人
間
環

境
が
良
い
所
の
幸
福
指
数
が
高
い
。
産
業
都
市
化
は
人
間
関
係
の
基

本
で
あ
る
孝
悌
の
家
族
社
会
を
離
散
さ
せ
、
自
然
環
境
を
も
汚
染
さ

せ
て
い
る
。
今
日
、
注
目
さ
れ
て
い
る
儒
教
資
本
主
義
は
、
貨
幣
を

資
本
と
す
る
の
で
は
な
く
人
間
関
係
の
家
族
を
資
本
と
す
る
こ
と
が

特
徴
だ
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
。
家
族
と
は
血
統

関
係
で
あ
り
、
学
縁
や
地
縁
の
よ
う
な
人
為
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と

で
は
な
く
、
天
符
的
に
結
ば
れ
た
天
倫
で
あ
る
。

　

人
間
は
一
人
で
は
何
の
仕
事
も
で
き
ず
、
共
同
生
活
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
陰
陽
現
象
に
似
た
人
間
の
男
女
が
夫
婦
と
し

て
出
会
い
、
子
供
を
産
ん
で
家
庭
を
築
く
。
人
間
の
男
女
は
身
体
を

生
理
的
に
補
完
す
る
陰
陽
待
対
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
新
し
い
人

間
の
生
命
体
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
も
協
力
し
な
け
れ
ば
不
可
能
で

あ
る
。
力
を
使
う
こ
と
で
も
、
力
学
的
に
‘
男
負
女
戴
’
す
る
違
い

が
あ
る
。
そ
の
違
い
は
特
徴
で
は
な
く
、
男
女
の
役
割
分
担
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
社
会
の
基

本
的
単
位
は
家
族
関
係
で
な
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
産
業
化
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
様
々
な
不
条
理
な
現
象
は
、
家
族
社
会
が
核
家
族
化
に

よ
っ
た
家
族
単
位
構
造
の
喪
失
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
春
秋
戦
国

時
代
も
一
つ
の
国
際
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
の
狂
気
的
な
現
象

は
、
子
供
が
親
を
殺
害
し
臣
下
が
王
を
殺
す
た
め
に
家
族
が
無
く
な

り
、
国
家
も
無
く
な
る
と
い
う
‘
無
父
無
君
’
の
乱
世
で
あ
っ
た
た

め
に
、
憂
患
意
識
が
逆
流
し
た
の
で
あ
る
。
修
身　

齊
家　

治
国　

平
天
下
を
な
す
に
は
、‘
天
子
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
修
身
を
基
本

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
’
と
い
う
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の

天
賦
的
な
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
個
人
的
な
修
心
が
基
本
に
な
る
。

個
人
は
家
族
共
同
体
の
同
じ
釜
の
飯
を
食
べ
る
一
人
の
家
族
と
し
て
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含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
国
家
共
同
体
と
天
下
共
同
体
の
全
体

を
構
成
す
る
構
成
員
と
し
て
国
民
の
中
の
一
人
の
個
人
で
あ
る
だ
け

で
あ
る
。

　

自
然
の
道
理
と
は
、
天
道
は
終
始
如
一
す
る
誠
と
し
て
保
合
太
一

す
る
も
の
で
あ
り
‘
自
然
に
’
な
る
こ
と
を
言
い
、
人
間
の
道
理
で

あ
る
人
道
は
執
中
致
和
す
る
誠
と
し
て
中
和
を
成
す
こ
と
で
あ
り

‘
あ
り
の
ま
ま
に
’
行
う
こ
と
を
言
う
（〈
中
庸
〉）。
こ
こ
で
の
自

然
に
と
は
自
然
そ
の
ま
ま
を
言
い
、
あ
り
の
ま
ま
に
は
人
間
が
自
分

の
思
う
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
と
一
緒
に
行
う
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
善
行
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
至
善
の
世
界

と
は
、
人
間
が
天
道
を
追
っ
て
自
然
に
似
て
い
く
人
道
を
実
践
す
る

段
階
で
も
あ
る
。

　

団
体
の
公
益
性
と
個
人
の
義
理
性
を
分
け
ら
れ
な
く
な
る
。
個
人

的
な
私
利
の
た
め
の
貧
欲
で
は
な
く
、
社
会
的
な
公
益
（
兼
善
）
の

た
め
の
欲
心
を
少
な
く
し
中
和
さ
せ
る
、
寡
欲
の
個
人
的
な
徳
行
の

修
養
が
必
要
で
あ
る
。
自
他
と
公
私
が
一
緒
に
関
係
性
を
結
び
な
が

ら
、
人
間
ら
し
い
社
会
を
生
き
て
い
く
こ
と
を
自
他
が
兼
善
す
る
天

下
と
い
え
る
。

　

自
然
の
土
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
が
死
ん
で
土
に
帰
る
自
然
原
理
の

通
り
、
生
き
て
い
る
生
前
に
取
り
込
ん
だ
財
産
を
社
会
に
公
的
に
還

元
す
る
こ
と
が
、
最
も
共
同
体
社
会
の
た
め
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

歓迎懇親会の様子
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発
表
②　

ガ
ン
デ
ィ
ー
と
仏
教
的
非
暴
力

は
じ
め
に

　

Ｍ
・
Ｋ
・
ガ
ン
デ
ィ
―（M

ohandas K
aram

chand Gandhi

）は
、

二
〇
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
イ
ン
ド
の
政
治
指
導
者
で
あ
る
。
そ
の

名
は
、
と
り
わ
け
「
非
暴
力
」
の
実
践
者
と
し
て
世
界
中
に
知
ら
れ

る
。
彼
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
育
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
に
遊
学

し
、
一
八
九
三
年
に
南
ア
フ
リ
カ
で
弁
護
士
と
し
て
出
発
し
た
。
そ

し
て
、
人
種
差
別
政
策
を
取
る
南
ア
フ
リ
カ
で
公
民
権
運
動
に
参
加

し
、
帰
国
後
は
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
を
指
導
し
た
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
運
動
方
針
は
、「
非
暴
力
」「
不
服
従
」
の
二
点
に

集
約
さ
れ
る
。
ま
た
、
諸
宗
教
の
対
立
に
関
し
て
は
融
和
主
義
を
唱

え
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
狂
信
的
な

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
凶
弾
に
倒
れ
、
一
九
四
八
年
一
月
、
七
十
八
歳

で
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
実
践
の
核
と
な
る
非
暴
力
の
信
条
は
、
純
粋
に
宗

教
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
を
殺
そ
う
と
す
る
相
手
に
対
し
、
怒

り
も
、
恐
怖
も
、
復
讐
心
も
抱
か
ず
、
非
暴
力
を
貫
い
て
死
ぬ
。
そ

東
日
本
国
際
大
学　

東
洋
思
想
研
究
所
所
長

　
松

　
岡

　
幹

　
夫

う
し
た
超
然
た
る
態
度
は
、
彼
が
言
う
よ
う
に
「
神
へ
の
生
き
た
信

仰
（a living faith in God

）
な
く
し
て
は
不
可
能
」

１
な
こ
と
だ

ろ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
標
榜
し
た
が
、
彼

の
信
ず
る
神
と
は
、
す
べ
て
の
人
の
良
心
に
宿
る
真
理
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
真
理
こ
そ
「
神
の
別
名
」
で
あ
り
、
宗
教
や
宗
派
の
枠
を

超
え
て
宗
教
的
な
生
き
た
真
理
に
従
う
こ
と
が
非
暴
力
へ
の
道
で

あ
る
と
さ
れ
る
。「
真
理
の
道
は
非
暴
力
の
道
で
も
あ
る
」

２
と
も
、

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
強
調
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
と
い
っ
た
世
界
の
主
要
な
宗
教

を
等
し
く
尊
敬
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
仏
教
の
生
命
尊
重
の
精
神
を

高
く
評
価
し
、
讃
嘆
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
。ガ
ン
デ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、仏
教
の
創
唱
者
で
あ
る
釈
尊（
ブ
ッ
ダ
）

や
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
、「
不
殺
生
」
を
掲
げ

た
非
暴
力
運
動
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
釈
尊
の
肉
声
を
伝
え
る
原
始

仏
典
を
読
む
と
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
対
し
て
暴
力
を
用
い
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な
い
」（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』）
な
ど
と

３ 

、
非
暴
力
の
教
え
が
随
所
に

説
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
釈
尊
は
政
治
的
な
分
野
で
は
非
暴
力
を
行

わ
な
か
っ
た
と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

の
政
治
的
な
非
暴
力
運
動
は
新
し
い
「
実
験
」
と
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

彼
が
自
ら
を
釈
尊
の
後
継
者
と
位
置
づ
け
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、「
仏
陀
の
非
暴
力
の
行
為
の
結
果
は
、
い
つ
ま

で
も
滅
び
る
こ
と
な
く
、
年
と
と
も
に
増
大
し
て
ゆ
く
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
ま
す
」

４ 

と
い
う
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

る
。

　

小
論
で
は
、
簡
略
な
が
ら
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
思
想
と
仏
教
的

な
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
み

た
い
と
思
う
。

１
．
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
慈
悲

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は
、
宗
教
的
な
真
理
を
体
す
る
こ
と

が
前
提
と
な
る
。
こ
の
真
理
の
体
得
を
「
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ

satyāgraha

」
と
言
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
い
て
真
理
と
は
神
を
意
味
し

た
。
よ
っ
て
、
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
は
神
へ
の
忠
誠
で
も
あ
り
、
す

な
わ
ち
神
の
愛
に
生
き
抜
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
己
の
内
な
る
怒
り

や
臆
病
を
乗
り
越
え
、
神
の
愛
の
ご
と
く
人
々
を
愛
す
る
。
こ
れ

が
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
言
え
よ
う
。「
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
信

奉
者
は
、
暴
力
の
圧
政
に
対
し
て
神
の
庇
護
に
す
が
り
」、
そ
れ
に

よ
っ
て
疑
い
や
恐
れ
を
打
ち
払
い
、「
精
神
の
強
者 the strong in 

spirit

」
と
し
て
立
ち
上
が
る

５ 

。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
当
初
、
こ
の
運
動
を
「
受
動
的
抵
抗 passive 
resistance

」
と
称
し
て
い
た
。
そ
れ
は
肉
体
の
力
や
武
力
で
な
く
、

魂
の
力
、
愛
の
力
、
真
理
の
力
に
よ
っ
て
不
当
な
支
配
に
抗
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
苦
難
を
甘
受
す
る
の
は
受
動
的
だ
が
、真
理
の
力
、

愛
の
力
に
よ
る
抵
抗
は
こ
の
上
な
く
積
極
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
や

が
て
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
受
動
的
抵
抗
を
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
い
う

自
身
の
造
語
で
言
い
換
え
る
よ
う
に
な
る
。
真
理
を
持
ち
、
純
粋
な

愛
の
力
で
暴
力
に
勝
つ
。
そ
の
ひ
た
む
き
な
信
念
に
、
受
動
的
と

い
う
消
極
的
な
言
葉
は
確
か
に
似
合
わ
な
い
。「
わ
た
し
は
、
不
道

徳
に
対
す
る
精
神
的
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
道
徳
的
反
抗
（m

oral 
opposition

）
を
考
え
て
い
る
」

６
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
精
神
は
、
ま
さ
し
く
仏
教
の
慈
悲
の

教
え
を
想
起
さ
せ
る
。
宇
宙
根
源
の
真
理
に
目
覚
め
、
一
切
平
等

の
愛
に
よ
っ
て
万
物
を
慈
し
む
。
こ
れ
が
仏
教
に
説
く
慈
悲
（Skt., 

m
aitrī

）
で
あ
る
。
真
理
に
殉
ず
る
人
に
は
、
全
世
界
に
対
す
る
慈

し
み
の
心
が
溢
れ
て
い
る
。
慈
悲
は
、
自
己
と
他
者
、
愛
す
る
者
と

憎
む
者
な
ど
を
区
別
す
る
執
着
か
ら
離
れ
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
対
し

て
平
等
な
慈
し
み
の
念
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
は
教
え
た
。「
あ

た
か
も
、
母
が
己
が
独
り
子
を
命
を
賭
け
て
も
護
る
よ
う
に
、
そ
の
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よ
う
に
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
ど
も
に
対
し
て
も
、
無
量
の

（
慈
し
み
の
）
こ
こ
ろ
を
起
す
ベ
し
」「
全
世
界
に
対
し
て
無
量
の
慈

し
み
の
心
を
起
こ
す
べ
し
」 ７
と
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
唱
道
し
た
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
は
、
神
の
愛
を
体

現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
神
教
的
な
宗
教
観
で
あ
り
、
本
来
な
ら

ば
、
神
に
背
く
悪
人
は
厳
し
く
罰
す
る
、
と
い
う
裁
き
の
信
仰
も
唱

え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
暴
力
に

対
す
る
断
固
た
る
抵
抗
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
敵
に
対
し
て
怒
り
を

抱
か
ず
、
敵
を
愛
し
、
非
暴
力
を
貫
い
て
自
己
を
犠
牲
に
せ
よ
と
説

い
て
や
ま
な
か
っ
た
。
筆
者
は
こ
こ
に
、
東
洋
の
汎
神
論
的
な
信
仰

を
認
め
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
言
う
「
愛
」
は
、
一
神
教
の
愛
よ
り
も

仏
教
の
「
慈
悲
」
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
説
く
神
は
真
理

と
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
万
物
に
平
等
に
内
在
す
る
と
考
え
て
よ

い
。
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
思
想
的
背
景
に
は
、
一
種
の
汎
神
論
的

な
信
仰
が
あ
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
に
み
ら
れ
る
精
神
面
の
積
極

性
も
、
仏
教
的
な
慈
悲
の
実
践
と
通
じ
合
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
区
別
へ
の
執
着
を
排
し
て
万
物
一
体
の
真
理
に
立
ち
、
仏
の
慈

悲
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
に
は
、
熾
烈
な
道
徳
的
戦
い
が
待
ち
受
け

て
い
る
。「
わ
た
し
は
神
聖
な
者
で
あ
り
、
無
比
で
あ
り
、
悪
魔
の

軍
勢
を
撃
破
し
、
あ
ら
ゆ
る
敵
を
降
伏
さ
せ
て
、
な
に
も
の
を
も
恐

れ
る
こ
と
な
し
に
喜
ぶ
」

８
と
釈
尊
は
宣
言
し
た
。

「
悪
魔
の
軍
勢
」
と
は
欲
望
や
怒
り
な
ど
の
執
着
心
を
指
す
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
の
撃
破
は
精
神
的
な
闘
争
と
な
る
。

　

仏
教
の
悟
り
と
い
う
と
、
い
か
に
も
静
寂
で
観
想
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
が
、
偽
り
の
自
己
、
悪
し
き
自
己
に
打
ち
克
つ
に
は
戦
闘
的

な
精
神
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
釈
尊
は
、
内
な
る
悪
魔
で
あ
る
怒

り
を
容
赦
な
く
斬
り
殺
せ
と
教
え
た

９
。「
情
欲
に
ひ
と
し
い
激
流

は
存
在
し
な
い
」
10 

が
ゆ
え
に
「
自
分
と
い
う
も
の
は
、
ま
こ
と
に

制
し
難
い
」
11 

の
で
あ
り
、自
制
は
精
神
的
格
闘
の
異
名
と
い
え
る
。

こ
れ
は
、
非
暴
力
の
実
践
に
お
い
て
「
内
な
る
獣
性 the brute in 

him

」
か
ら
脱
す
る
自
己
抑
制
の
努
力
を
求
め
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
態

度
と
同
じ
で
あ
ろ
う
12 

。
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
運
動
に
お
い
て
も
、

真
の
勝
利
と
は
自
己
に
打
ち
克
つ
こ
と
で
あ
っ
た 

13
。

　

自
己
を
制
し
、
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
の
力
で
非
暴
力
の
勝
利
者
と

な
る
。
自
己
抑
制
に
よ
る
愛
の
平
和
を
説
く
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の

理
念
は
、
仏
教
が
掲
げ
る
慈
悲
の
政
治
の
理
想
に
も
通
じ
て
い
く
だ

ろ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
、
非
暴
力
の
歴
史
的
な
実
例
と
し
て
、
武

力
を
用
い
ず
法ダ

ル
マと

い
う
真
理
の
力
で
慈
悲
の
統
治
を
行
っ
た
仏
教
徒

の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
名
を
挙
げ
て
い
る 

14

。

２
．
ア
ヒ
ン
サ
ー
と
不
殺
生
戒

 

ア
ヒ
ン
サ
ーahi

sā

と
は
、
殺
害
（
ヒ
ン
サ
ー
）
の
否
定
（
ア
）

を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
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等
が
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
教
義
を
強
調
し
た
た
め
、
イ
ン
ド
で
は
古
代
か

ら
不
殺
生
の
伝
統
が
根
づ
い
て
い
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
に
よ
る
と
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
真
理
と
区
別
で
き
な

い
ほ
ど
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
真
理
を
求
め
る
の
に
不
可
欠
な
手

段
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
彼
は
、
こ
の
ア
ヒ
ン
サ
ー
を
非
暴
力
主
義

の
鍵
概
念
と
し
、
自
ら
を
「
ア
ヒ
ン
サ
ー
―
―
非
暴
力
―
―
の
教

義
の
全
き
信
奉
者 an out-and-out believer in the religion of 

A
him

sa̶
non-violence

」
と
称
し
た
15

。
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
対
象
に

は
、
人
間
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
生
き
物
が
含
ま
れ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
生
き
物
に
対
し
て
ア
ヒ
ン
サ
ー
を
守
る
と
な
れ
ば
、
生

物
を
食
し
て
生
物
が
生
き
る
、
と
い
う
自
然
の
法
則
か
ら
言
っ
て
不

可
能
な
義
務
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
訴
え
た
の
は

「
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
行
動
」に
も
増
し
て「
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
心
」で
あ
っ

た
。「
た
ん
な
る
非
殺
生
と
言
う
意
味
で
の
非
暴
力
は
、
わ
た
し
に

は
、
暴
力
的
方
法
か
ら
一
歩
も
進
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
」
16

と

彼
は
言
う
。
つ
ま
り
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
け
る
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
、
殺

害
の
禁
止
と
い
う
外
面
的
な
規
定
よ
り
も
内
面
的
な
愛
の
心
を
重
視

す
る
と
み
ら
れ
る
。
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
最
高
の
義
務
ゆ
え
、
完
全
に
実

践
で
き
な
く
と
も
、
で
き
る
だ
け
暴
力
を
避
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
大
事
な
の
は
非
暴
力
の
心
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
愛
で

あ
り
、
人
類
が
こ
の
ア
ヒ
ン
サ
ー
に
向
か
っ
て
進
化
し
続
け
る
こ
と

で
は
な
い
か
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
そ
う
唱
え
た
。

　

実
際
、
彼
の
言
う
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
自
制
心
や
宗
教
性
を
格
別
に
重

視
す
る
。
な
る
ほ
ど
現
実
の
世
界
で
は
、
ど
う
し
て
も
争
い
ご
と
や

殺
生
が
避
け
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
心
が
そ
こ
に
あ
れ

ば
、
勝
者
も
敗
者
も
、
殺
す
者
も
殺
さ
れ
る
者
も
、
共
に
魂
を
高
め

て
い
け
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
そ
う
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。

　

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
心
を
忘
れ
た
、
単
な
る
理
性

的
な
正
義
や
平
和
の
議
論
な
ど
に
は
頑
な
に
反
対
し
た
。「
わ
た
し

は
い
か
な
る
戦
争
も
正
当
な
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
。そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
な
戦
争
の
賛
否
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
領
域
外

で
あ
る
」17

。
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
あ
っ
て
は
、い
わ
ゆ
る「
正
義
の
戦
争
」

を
論
ず
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
冷
酷
か
つ
無
慈
悲
な
観
念
論
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
原
子
爆
弾
の
出
現
に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
地
上
に
ア
ヒ
ン

サ
ー
が
実
現
さ
れ
る
と
の
見
方
に
対
し
て
も
批
判
的
で
あ
り
、「
原

子
爆
弾
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
久
し
く
人
類
を
支
え
て
き
た
高
尚
な

感
情
が
死
滅
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
18 

と
慨
嘆
し
て
い
る
。
核
抑

止
論
と
は
非
暴
力
の
魂
を
失
っ
た
力
の
法
則
論
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的

に
は
暴
力
的
な
思
想
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
け
る
ア
ヒ
ン
サ
ー
は
「
万
物
へ
の
慈
悲

心
」
と
要
言
で
き
る
19

。
慈
悲
の
心
で
怒
り
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、

一
歩
一
歩
、
堅
実
に
非
暴
力
の
世
界
を
構
築
し
て
い
く
。
こ
う
し
た

ア
ヒ
ン
サ
ー
は
、
ま
さ
し
く
仏
教
的
な
実
践
の
理
想
で
も
あ
ろ
う
。

「
殺
す
人
は
殺
さ
れ
、
怨
む
人
は
怨
み
を
買
う
。
ま
た
罵
り
わ
め
く
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人
は
他
の
人
か
ら
罵
ら
れ
、
怒
り
た
け
る
人
は
他
の
人
か
ら
怒
り
を

受
け
る
」
と
い
う
釈
尊
の
言
葉
が
あ
る
。
暴
力
の
連
鎖
、
怒
り
の
連

鎖
か
ら
万
物
へ
の
慈
悲
心
に
よ
っ
て
自
由
に
な
る
こ
と
―
―
そ
れ
が

釈
尊
の
説
く
不
殺
生
戒
の
真
意
で
あ
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ア
ヒ
ン

サ
ー
と
同
じ
く
、
仏
教
の
不
殺
生
戒
に
お
い
て
も
、
最
も
問
わ
れ
る

べ
き
は
「
不
殺
生
の
心
」
で
あ
る
。
不
殺
生
戒
は
、い
う
な
れ
ば
「
殺

す
心
を
殺
す
」
実
践
に
他
な
ら
な
い
20

。

　

非
暴
力
は
行
動
の
理
論
で
は
な
い
。暴
力
の
対
立
概
念
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
一
切
の
暴
力
を
生
み
出
す
根
源
の
心
を
変
え
ゆ
く
実
践
で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
実
践
は
自
己

と
の
闘
い
に
尽
き
る
も
の
だ
っ
た
。「
戦
場
に
お
い
て
百
万
人
の
敵

に
勝
つ
と
も
、
唯
だ
一
つ
の
自
己
に
克
つ
者
こ
そ
、
実
に
不
敗
の
勝

利
者
で
あ
る
」
21

。
釈
尊
の
こ
の
教
え
こ
そ
が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ア

ヒ
ン
サ
ー
思
想
の
核
心
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

３
．
教
育
的
非
暴
力

　

激
流
の
ご
と
き
怒
り
を
制
す
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
の
実
践

は
、
内
な
る
悪
魔
と
の
戦
闘
と
呼
び
う
る
激
し
さ
を
と
も
な
う
。
だ

が
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
道
徳
的
な
力
を
ど
こ
ま
で
も
信
ず
る
、

人
間
信
頼
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
立
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
わ

た
し
は
手
に
負
え
な
い
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
（an irrepressible 

optim
ist

）
で
す
。
わ
た
し
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
非
暴
力
を
発

揮
し
う
る
個
人
の
能
力
の
、
無
限
の
可
能
性
へ
の
信
念
に
も
と
づ
い

て
い
ま
す
」
22 

と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
公
言
し
た
。
人
間
の
善
性
に
対

す
る
確
固
不
動
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
愛
の
力
は
剣

の
力
に
勝
る
と
し
て
、
非
暴
力
に
よ
る
対
決
が
頑
な
に
唱
道
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。

　

敵
を
信
じ
、
敵
を
愛
し
、
そ
の
暴
力
性
と
は
徹
底
的
に
戦
う
。
ガ

ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は
、戦
闘
的
で
あ
り
つ
つ
も
教
育
的
で
あ
っ
た
。

戦
闘
的
な
非
暴
力
を
実
践
し
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
同
時
に
教
育
的
な

非
暴
力
の
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
た
と
え
善
に
も
せ
よ
、力
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
人
間
の
個
性
を
破
棄
す
る
」
と
い

う
考
え
方
を
と
り
、「
愛
と
い
う
説
得
力
を
も
っ
て
改
革
が
成
就
で

き
た
な
ら
、
人
間
の
個
の
本
質
は
失
わ
れ
ず
、
恒
久
的
な
ほ
ん
と
う

の
進
歩
が
世
界
に
約
束
さ
れ
よ
う
」
と
人
々
に
呼
び
か
け
た
の
が
23

、

ガ
ン
デ
ィ
ー
そ
の
人
で
あ
っ
た
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
に
か
か
れ
ば
、
歴
史
上
に
悪
名
高
い
暴
君
ネ
ロ
で
さ

え
、
奥
底
に
は
人
間
ら
し
い
心
を
持
っ
た
人
物
と
な
る
。
ま
た
、
彼

と
同
時
代
に
現
れ
た
破
滅
的
な
独
裁
者
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
や
ヒ
ト

ラ
ー
に
つ
い
て
も
、
愛
の
接
近
に
は
必
ず
応
え
る
は
ず
だ
と
主
張
し

て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
24

。
そ
し
て
、
こ
の
信
念
を
自
ら
実
行
に
移

し
て
も
い
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
後
、
ド
イ
ツ
の
ア

ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
宛
て
て
手
紙
を
認
め
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
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手
紙
の
論
調
が
対
決
的
と
い
う
よ
り
説
得
的
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ

の
手
紙
は
「
親
愛
な
る
友
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
り
、「
あ
な

た
が
、
あ
な
た
の
敵
た
ち
の
言
う
よ
う
な
怪
物
だ
と
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
」「
ひ
と
と
き
の
平
和
の
た
め
に
努
力
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
あ

な
た
に
お
願
い
す
る
」
な
ど
の
丁
重
な
言
葉
が
続
き
、
最
後
は
「
あ

な
た
の
誠
実
な
友　

Ｍ
・
Ｋ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー I am

, Y
our sincere 

friend, M
. K

. Gandhi 
」
の
署
名
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
行
為
を
「
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る

恐
る
べ
き
も
の
」「
人
間
性
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
」と
厳
し
く
断
罪
し
、

「
あ
な
た
が
戦
争
で
勝
利
を
お
さ
め
た
と
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
、

あ
な
た
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
た

だ
、
あ
な
た
の
破
壊
力
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と

で
す
」
な
ど
と
教
え
諭
し
つ
つ
、
人
類
の
名
に
お
い
て
戦
争
を
停
止

す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
25

。

　

同
様
な
手
紙
を
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
中
国
へ
の
侵
略
を
進
め
る
日

本
人
に
宛
て
て
も
書
い
た
。「
す
べ
て
の
日
本
人
へ T

o Every 
Japanese

」
と
題
す
る
、そ
の
手
紙
で
は
、日
本
の
中
国
侵
略
を
「
帝

国
主
義
的
な
野
望
」
と
指
弾
し
、
彼
が
読
ん
だ
す
べ
て
の
文
書
の
中

で
日
本
人
は
「
い
か
な
る
訴
え
に
も
耳
を
傾
け
よ
う
と
は
な
さ
ら
な

い
、
た
だ
剣
に
の
み
耳
を
か
す
民
族
だ
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹

介
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
「
そ
の
よ
う
に
考
え
る

の
は
あ
な
た
が
た
を
は
な
は
だ
し
く
誤
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
そ
し
て
、
わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
の
心
の
正
し
い
琴
線

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
と
、
ど
ん
な
に
か
念
じ
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
」
と
自
ら
の
心
情
を
記
し
、「
人
間
性
に
は
相
反
応

し
合
う
も
の
が
あ
る
と
の
不
滅
の
信
念
」
に
基
づ
き
日
本
人
を
道
徳

的
に
救
済
し
た
い
と
願
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
情
け
容
赦
の
な
い
戦
争

が
だ
れ
の
独
占
物
で
も
な
い
こ
と
に
、
あ
な
た
が
た
が
気
づ
か
れ
て

い
な
い
と
い
う
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
そ
れ

が
連
合
国
で
な
く
と
も
、
ど
こ
か
他
の
国
が
、
き
っ
と
あ
な
た
が
た

の
方
法
に
改
良
を
加
え
、
あ
な
た
が
た
自
身
の
武
器
を
も
っ
て
あ
な

た
が
た
を
打
ち
負
か
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
か
り
に
あ
な
た
が
た
が
戦

争
に
勝
っ
た
と
し
て
も
、
国
民
が
誇
り
に
思
う
よ
う
な
遺
産
を
な
に

一
つ
遺
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
等
々
と
書
き
連
ね
、
侵

略
戦
争
の
愚
か
さ
を
諄
々
と
教
え
諭
し
た
の
で
あ
る
26

。

　

か
く
の
ご
と
く
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
に
は
教
育
的
な
態
度
が

鮮
明
に
見
て
と
れ
る
。
彼
が
非
暴
力
の
急
速
な
普
及
を
目
指
さ
ず
漸

進
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
の
も
、
人
類
の
良
心
の
教
育
的
な
啓
発
を

第
一
義
と
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
非
暴
力
の
あ

り
方
を
教
育
的
非
暴
力
と
呼
ん
で
み
た
い
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
行
っ
た
教
育
的
非
暴
力
は
、
仏
教
の
非
暴
力
に
お

い
て
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。釈
尊
の
思
想
は
、暴
力
に
慣
れ
た
人
々

に
教
育
的
な
態
度
で
改
心
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
殺
そ
う
と
争

闘
す
る
人
々
を
見
よ
。
武
器
を
執
っ
て
打
と
う
と
し
た
こ
と
か
ら
恐



51

■総力特集：昌平黌 110 周年　第五回日中韓国際学術シンポジウム　論文発表

怖
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
ぞ
っ
と
し
て
そ
れ
を
厭
い
離

れ
た
そ
の
衝
撃
を
宣
べ
よ
う
」
27 

「
殺
す
人
は
殺
さ
れ
、
怨
む
人
は

怨
み
を
買
う
。
ま
た
罵
り
わ
め
く
人
は
他
の
人
か
ら
罵
ら
れ
、
怒
り

た
け
る
人
は
他
の
人
か
ら
怒
り
を
受
け
る
」
28

「
生
き
と
し
生
け
る

も
の
に
対
し
て
暴
力
を
用
い
な
い
人
こ
そ
、〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
も
、〈
道

の
人
〉
と
も
、
ま
た
〈
托
鉢
遍
歴
僧
〉
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
」
29

―
―
こ
う
し
た
言
葉
の
数
々
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
釈
尊
が
紛
れ
も

な
く
教
育
的
非
暴
力
の
人
だ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
と

き
、
古
代
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国
の
王
が
隣
国
の
ヴ
ァ
ッ
ジ
国
を
侵
略

し
よ
う
と
思
い
、
一
人
の
大
臣
を
使
い
に
立
て
て
釈
尊
の
意
見
を

伺
っ
た
。
釈
尊
は
、
使
者
の
大
臣
で
な
く
、
傍
ら
に
い
た
仏
弟
子
の

ア
ー
ナ
ン
ダ
に
語
り
か
け
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
人
に
関
す
る
七
つ
の
質
問
を

行
う
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
、
そ
れ
ら
に
次
々
と
答
え
て
い
っ
た
。
こ
の

や
り
取
り
か
ら
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
国
の
人
々
は
理
想
的
な
共
和
政
治
を
行

い
、
遵
法
精
神
に
富
み
、
道
徳
的
で
あ
る
な
ど
、
七
つ
の
衰
亡
し
な

い
法
を
守
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
釈
尊
は
、
王

の
使
者
た
る
大
臣
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。
七
つ
の
法
と
は
か
つ
て
私

（
釈
尊
）
が
ヴ
ァ
ッ
ジ
人
に
教
え
た
も
の
で
あ
る
、
こ
の
七
つ
の
法

を
守
る
限
り
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
人
は
繁
栄
し
、
衰
亡
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
。

こ
れ
を
聞
い
た
大
臣
は
、
戦
争
で
ヴ
ァ
ッ
ジ
国
を
征
服
す
る
の
は
無

理
だ
と
思
い
知
り
、
喜
ん
で
座
を
立
ち
、
去
っ
て
い
っ
た
30

。

　

以
上
の
説
話
に
お
い
て
、
釈
尊
は
直
接
的
に
戦
争
の
停
止
を
要
求

し
て
い
な
い
。
彼
が
用
い
た
の
は
弟
子
と
の
対
話
を
通
し
、
そ
れ
と

な
く
政
治
権
力
者
に
暴
力
的
な
征
服
の
無
意
味
さ
を
わ
か
ら
せ
る
よ

う
な
方
法
で
あ
っ
た
。
実
に
巧
み
な
教
育
的
非
暴
力
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
独
裁
者
や
帝
国
主
義
者
に
対
し
て
も
堂
々

と
暴
力
や
戦
争
の
悪
徳
を
訴
え
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
、
違
う
と
い
え
ば

違
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
争
を
望
む
者
と
真
っ
向

か
ら
対
立
せ
ず
、
む
し
ろ
戦
争
支
持
者
た
ち
の
内
面
に
分
け
入
っ
て

彼
ら
自
身
が
非
を
悟
れ
る
よ
う
仕
向
け
て
い
く
言
論
の
方
向
性
に
お

い
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
釈
尊
は
完
全
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
二
人
は
共
に
非
暴
力
の
心
を
啓
発
す
る
教
育
的
非
暴
力
の
実
践

者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
教
育
的
非
暴
力
が
批
判
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
実

効
性
へ
の
疑
問
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
非
暴
力
と
い
う
神
の
理
念
を
人

類
に
教
育
し
、
実
際
に
根
づ
か
せ
る
に
は
多
大
な
時
間
と
労
力
を
要

す
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
浸
透
に
は
数
世
代
を
要
す

る
と
述
べ
、
非
暴
力
の
実
験
は
一
歩
一
歩
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
た
31

。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
今
こ
こ
に
あ
る
暴
力
と
流

血
を
止
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
侵
略
者
も
や
が
て
は
精
神
的

に
、
あ
る
い
は
肉
体
的
に
も
、
非
暴
力
の
抵
抗
者
を
殺
害
す
る
の
に

飽
き
る
だ
ろ
う
」
32

と
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
信
念
は
、
現
実
的
な
人
道

主
義
者
か
ら
は
強
い
反
発
を
受
け
る
に
違
い
な
い
。
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さ
ら
に
、
釈
尊
の
教
育
的
非
暴
力
に
つ
い
て
は
、
悲
劇
的
な
運
命

を
諦
観
す
る
傾
向
も
指
摘
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。『
増
一
阿

含
経
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
釈
尊
は
自
分
の
出
身
部
族
で
あ
る

シ
ャ
カ
族
が
コ
ー
サ
ラ
国
に
攻
め
ら
れ
た
と
き
、
何
度
か
そ
れ
を
押

し
と
ど
め
た
が
、
最
後
に
は
「
釈
種
は
今
日
宿
縁
す
で
に
熟
す
。
い

ま
ま
さ
に
報
を
受
く
べ
し
」
33 

と
述
べ
て
一
族
滅
亡
の
宿
命
を
諦
観

し
、
そ
の
と
お
り
に
シ
ャ
カ
族
は
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
。

　

教
育
的
な
非
暴
力
こ
そ
が
恒
久
的
な
平
和
を
確
立
す
る
真
の
道
で

あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
否
定
し
な
い
と
思
う
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
と
と
も
に
、
目
の
前
の
暴
力
的
な
惨
劇
を
制
止
す
る
力
を
も
切

実
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
感
情
は
、
一
つ
の
意
見
と
い
う
よ
り
も
万

人
の
道
徳
的
直
観
で
あ
ろ
う
。
教
育
的
非
暴
力
が
決
し
て
無
視
で
き

な
い
根
本
的
な
課
題
が
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

４
．
諸
宗
教
へ
の
寛
容

　

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
非
暴
力
を
語
る
際
に
は
、
宗
教
の
問
題
を
避

け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
教
は
暴
力
と
非
暴
力
の
両
義
性
を

持
つ
。
宗
教
は
、
外
在
的
に
せ
よ
、
内
在
的
に
せ
よ
、
人
間
を
超
え

た
存
在
を
説
く
。
そ
の
超
越
的
な
権
威
に
お
い
て
、
人
間
を
裁
く
暴

力
性
と
人
間
を
赦
す
非
暴
力
性
と
が
矛
盾
の
ま
ま
緊
張
関
係
を
保
っ

て
い
る
の
が
、
生
き
た
宗
教
の
世
界
で
あ
ろ
う
。

　

宗
教
の
暴
力
性
が
顕
在
化
す
る
最
大
の
契
機
は
、
何
と
い
っ
て
も

異
な
る
宗
教
間
の
対
立
で
あ
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
と
ム
ス
リ
ム
の
対
立
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主

義
者
の
凶
弾
に
倒
れ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

で
あ
り
な
が
ら
も
、
諸
宗
教
を
平
等
に
扱
う
立
場
を
と
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
世
界
の
主
な
す
べ
て
の
宗
教
に
つ
い
て
、
ひ

と
し
く
尊
敬
の
念
（regard

）を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 34

と
の
信
念
に
立
ち
、
異
教
徒
を
憎
悪
す
る
人
々
に
非
暴
力
と
愛
を
呼

び
か
け
て
い
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は
平
等
主
義
的
な
宗
教
理

解
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
彼
は
諸
宗
教
を
平
等
に
尊
重
す
る
の
か
。
そ
れ
は
一

言
で
い
え
ば
、
真
理
＝
神
に
対
す
る
人
間
の
認
識
の
不
完
全
性
と
い

う
信
条
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
あ
く
ま
で
真
理
の
探
究
者
、

求
道
者
で
あ
っ
て
、
真
理
な
る
神
と
合
一
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
探
究
者
と
し
て
の
不
完
全
さ
を
自
覚
す
れ
ば
、
宗
教
の

優
劣
を
比
較
す
る
と
い
っ
た
問
題
も
起
こ
り
え
な
い
。「
ど
の
宗
教

も
み
な
、
真
理
の
啓
示
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
は
い
ま
す
が
、
同
時

に
み
な
不
完
全（im

perfect

）で
あ
り
、
過
ち（error

）を
免
れ
ま

せ
ん
」
35

と
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
力
説
す
る
。

　

そ
し
て
、
数
多
く
の
宗
教
が
存
在
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
つ

の
宇
宙
霊
が
多
く
の
肉
体
に
宿
る
か
ら
だ
と
す
る
。「
真
の
完
全
な

宗
教
」「
一
な
る
完
全
な
宗
教 T

he one Religion

」
は
一
切
の
言

語
を
超
え
て
い
る
が
、「
不
完
全
な
人
間
が
、
そ
れ
を
自
分
に
駆
使



53

■総力特集：昌平黌 110 周年　第五回日中韓国際学術シンポジウム　論文発表

で
き
る
言
語
で
語
り
、
そ
の
言
葉
が
ま
た
、
同
じ
不
完
全
な
他
の
人

び
と
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
」
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
に
他
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
宗
教
も
誤
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
こ
と

も
な
く
、
こ
こ
に
寛
容
の
必
要
性
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
36

。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
人
間
の
宗
教
的
認
識
の
不
完
全
性
を
認
め
、
諸

宗
教
は
完
全
な
る
真
理
の
一
部
を
様
々
な
言
語
で
表
現
し
た
も
の
と

し
て
平
等
に
尊
重
す
べ
き
だ
と
説
く
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
今
日

で
言
う
宗
教
多
元
主
義
の
立
場
に
あ
た
る
。
と
い
う
よ
り
、
今
日
の

宗
教
多
元
主
義
を
生
み
だ
し
た
源
流
の
一
つ
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
宗

教
理
解
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
宗
教
多
元
主
義
の
代
表
的
な

論
客
で
あ
る
神
学
者
の
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
同
じ
く
人

間
の
認
識
は
真
理
を
完
全
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
偉
大

な
世
界
宗
教
が
提
唱
す
る
神
や
真
理
は
唯
一
の
究
極
的
な
「
実
在
者

the Real

」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
通
じ
て
様
々
に
表
象
し
た
も
の

だ
と
主
張
す
る
。
ヒ
ッ
ク
の
実
践
活
動
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
人
物
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
で
あ
る
と
い
う
。
ヒ
ッ
ク
的
な
宗
教
多
元

主
義
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
宗
教
理
解
と
酷
似
す
る
点
は
特
筆
さ
れ
て
よ

い
。

　

真
理
と
の
合
一
を
理
想
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
伝
統
を
継
承
し
な

が
ら
、
神
の
絶
対
性
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
も
少
な
か
ら
ず
影
響

を
受
け
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
信
仰
で
は
、
真
理
と
の
合
一
を
目
指
す
人

間
の
有
限
性
が
強
調
さ
れ
た
。真
理
と
し
て
の
神
を
把
握
す
べ
き
だ
、

し
か
し
完
全
に
は
把
握
で
き
な
い
、
有
限
な
人
間
が
解
釈
し
た
諸
宗

教
は
み
な
不
完
全
で
あ
る
、
ゆ
え
に
諸
宗
教
を
平
等
に
尊
重
し
つ
つ

永
遠
に
完
全
を
目
指
せ
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
信
仰
と
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
真
理
へ
の
目
覚
め
を
説
く
東
洋
の
宗
教
と
、

神
に
よ
る
世
界
創
造
を
説
く
西
洋
の
宗
教
と
の
融
合
を
見
る
の
は
、

筆
者
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
諸
宗
教
の
優
劣
を
論
ず
る
こ
と
に
反
対
し
、
い

わ
ば
諸
宗
教
を
統
合
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
視
座
か
ら
そ
れ
ら
の
平
等

な
尊
重
を
訴
え
た
わ
け
で
あ
る
。
思
想
や
宗
教
を
メ
タ
レ
ベ
ル
で
考

え
る
べ
き
こ
と
は
、
仏
教
の
創
始
者
で
あ
る
釈
尊
も
唱
え
て
い
た
。

釈
尊
は
、
一
つ
の
見
解
に
固
執
す
る
な
、
一
切
の
断
定
を
捨
て
よ
、

と
説
き
、「
汝
ら
は
、
無
論
争
の
境
地
を
安
穏
で
あ
る
と
観
じ
て
、

論
争
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
37

と
弟
子
た
ち
を
誡
め
た
と
い
う
。
し

か
し
、
こ
の
こ
と
は
釈
尊
が
真
理
の
把
握
を
放
棄
し
た
か
ら
で
は
な

か
っ
た
。「
真
理
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
第
二
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
（
真
理
）
を
知
っ
た
人
は
、
争
う
こ
と
が
な
い
」
38

と
も
釈
尊

は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
当
に
唯
一
の
真
理
を
把
握
す
れ
ば
他

の
思
想
家
や
宗
教
家
と
論
争
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
教
え
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
唯
一
の
真
理
は
、
一
般
に
論
争
さ
れ
る
真
理

の
次
元
を
超
え
た
メ
タ
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
釈
尊
も
一
種
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
宗
教
観
に
立
ち
、

異
な
る
思
想
信
条
に
対
す
る
寛
容
を
説
い
た
と
み
て
も
よ
い
。
た
だ
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し
、
釈
尊
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
到
達
不
可
能
と
す
る
「
真
の
完
全
な

宗
教
」「
一
な
る
完
全
な
宗
教
」に
自
ら
到
達
し
た
と
の
立
場
を
と
る
。

「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
は
、
一
切
の
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で

あ
る
」
39 

と
す
る
、
そ
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
）
の
悟
り
を
得
た

人
こ
そ
仏
陀
（
釈
尊
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
仏
教
は
真
理
の
完

全
な
把
握
を
は
っ
き
り
と
標
榜
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
釈
尊
が

異
な
る
見
解
の
人
々
と
争
う
な
と
説
い
た
の
は
、
真
理
の
完
全
な
把

握
を
あ
く
ま
で
メ
タ
レ
ベ
ル
に
置
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
的
な
考
え
方
だ
と
、
真
理
の
完
全
な
把
握
を
主
張
し

た
時
点
で
、
も
は
や
メ
タ
レ
ベ
ル
で
な
く
な
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
的
な
メ
タ
理
論
は
無
限
の
否
定
で
あ
り
、
一
切
の

区
別
を
排
除
す
る
。
そ
こ
に
は
完
全
／
不
完
全
の
区
別
も
な
く
、
区

別
／
無
区
別
の
〈
区
別
〉
さ
え
な
い
。
す
べ
て
に
お
い
て
自
由
自
在

な
る
境
地
、
そ
れ
が
仏
の
悟
り
で
あ
る
。
完
全
／
不
完
全
の
区
別
に

立
っ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
宗
教
的
理
想
を
さ
ら
に
大
き
く
包
み
込
む
、

極
限
的
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
真
理
把
握
に
仏
教
の
真
骨
頂
が
あ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
仏
教
で
は
人
間
を
不
完
全
に
し
て
完
全
と
見
な
し
、

不
完
全
な
ま
ま
で
完
全
な
真
理
の
把
握
に
達
す
る
こ
と
も
認
め
る
と

い
え
る
。
ゆ
え
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
み
ら
れ
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
宗
教

的
完
成
を
想
定
し
た
諸
宗
教
の
尊
重
に
本
質
的
に
同
意
し
な
が
ら

も
、
神
と
合
一
し
た
完
全
な
人
間
が
存
在
し
う
る
と
の
立
場
を
捨
て

ず
、
そ
の
意
味
か
ら
人
間
の
絶
対
的
尊
厳
に
基
づ
く
寛
容
の
態
度
が

導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
唱
道
し
た
非
暴
力
は
純
粋
に
宗
教
的
で
あ
り
、
仏

教
の
創
始
者
で
あ
る
釈
尊
の
非
暴
力
の
教
え
と
も
共
通
す
る
点
が
多

い
。
す
な
わ
ち
、
真
理
の
力
へ
の
信
仰
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ

の
慈
愛
、
自
己
抑
制
の
提
唱
、
不
殺
生
の
心
の
重
視
、
教
育
的
な
非

暴
力
、
異
な
る
信
仰
に
対
す
る
寛
容
の
精
神
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

こ
れ
ら
は
み
な
、
人
間
を
ど
こ
ま
で
も
信
頼
す
る
強
靭
な
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。ガ
ン
デ
ィ
ー
に
も
、

そ
し
て
釈
尊
に
も
、
人
間
は
必
ず
よ
く
変
わ
れ
る
、
と
の
揺
る
が
ぬ

信
念
が
あ
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
「『
悪
行
は
善
行
に
よ
っ
て
帳
消

し
に
な
る A

 bad turn is neutralized by a good

』
と
は
、
日

常
の
実
践
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
賢
明
な
諺
で
あ
る
」
40

と
述
べ
、
釈

尊
も
「
も
し
も
愚
者
が
『
わ
れ
は
愚
か
で
あ
る
』
と
知
れ
ば
、
す
な

わ
ち
賢
者
で
あ
る
」
41 

と
語
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
悪
人
で
も
、
心
一

つ
で
善
人
に
変
っ
て
い
け
る
。
そ
う
固
く
信
じ
、
人
間
性
へ
の
希
望

を
持
ち
続
け
た
か
ら
こ
そ
、
二
人
は
人
々
の
心
の
変
革
に
す
べ
て
を

賭
け
、
教
育
的
非
暴
力
を
貫
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
二
人
の
間
に
対
照
的
な
相
違
点
も
見
出
さ
れ

る
。
釈
尊
は
主
に
脱
世
俗
的
な
出
家
集
団
の
中
で
非
暴
力
を
説
い
た



55

■総力特集：昌平黌 110 周年　第五回日中韓国際学術シンポジウム　論文発表

が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
世
俗
の
社
会
で
非
暴
力
の
理
想
を
実
現
し
よ
う

と
奮
闘
し
た
。
こ
の
点
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
が「
イ
エ
ス
も
仏
陀
も
、

政
治
的
な
分
野
で
は
非
暴
力
を
行
わ
な
か
っ
た
」
42

と
自
覚
し
て
い

た
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
的
積
極
性
の
有
無
に
お
い
て
、
両
者
に
は

明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
釈
尊
の
実
践
を
評
し
て
、
ド
イ
ツ
の
哲
学

者
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
世
界
は
あ
る
が
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
。
仏
陀
は

こ
の
た
だ
中
を
ゆ
き
、
し
か
も
、
一
切
の
も
の
の
た
め
の
改
革
を
考

え
る
こ
と
を
し
な
い
。
か
れ
の
教
え
は
、
世
の
中
か
ら
脱
す
る
こ
と

で
あ
り
、
世
の
中
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
い
」
43

と
述
べ
た
。
ガ
ン

デ
ィ
ー
は
、
釈
尊
が
唱
え
た
非
暴
力
を
脱
世
俗
か
ら
世
俗
の
領
域
に

拡
大
す
る
役
割
を
担
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

た
だ
、
釈
尊
が
志
向
し
た
徹
底
的
な
無
執
着
の
真
理
を
熟
考
す
る

と
、
事
は
そ
う
単
純
に
運
ば
な
い
。
仏
教
で
は
、
一
般
倫
理
の
相
対

的
次
元
で
暴
力
と
非
暴
力
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
執
着
す
る
こ
と
を
誡

め
る
は
ず
だ
ろ
う
。
暴
力
へ
の
執
着
が
思
い
が
け
ず
冷
戦
的
な
非
暴

力
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
に
、
非
暴
力
へ
の
執
着
は
自
己
犠
牲
の
流

血
と
い
う
暴
力
を
招
く
こ
と
も
あ
る
。
硬
直
化
し
た
考
え
方
に
と
ら

わ
れ
て
い
て
は
、
真
に
暴
力
な
き
世
界
を
築
く
こ
と
は
で
き
ま
い
。

釈
尊
は
倫
理
的
な
断
定
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
自
在
無
碍
な
る
非
暴

力
の
心
、
要
す
る
に
「
非
暴
力
の
智
慧
」
を
教
え
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
王
権
に
向
か
っ
て
遠
回
し
な
言
い
方
で
戦
争
回
避
を
勧
め
た
事

跡
な
ど
は
、
ま
さ
に
「
非
暴
力
の
智
慧
」
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
場
合
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ご
と
く
世
俗
に
お

け
る
非
暴
力
を
宗
教
上
の
絶
対
的
規
則
と
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
原
始
仏
教
か
ら
発
展
し
た
大
乗
仏
教
に
な

る
と
「
戦
争
が
続
く
時
は
実
力
の
あ
る
者
に
な
っ
て
残
虐
な
者
た
ち

を
滅
ぼ
し
、
後
に
憂
い
や
恐
れ
が
な
い
よ
う
に
し
て
や
り
た
い
。
苦

し
み
な
が
ら
死
ん
だ
り
、
牢
獄
に
縛
ら
れ
た
り
、
打
た
れ
た
り
、
水

や
火
な
ど
に
責
め
ら
れ
た
り
、
王
や
盗
賊
に
苦
し
め
ら
れ
た
り
、
貧

窮
に
な
っ
た
り
、
悪
が
は
び
こ
り
、
無
法
状
態
に
な
っ
た
り
し
て
世

間
の
人
々
が
恐
怖
に
お
の
の
く
の
を
取
り
除
け
る
よ
う
に
な
り
た

い
」
44 

な
ど
と
記
す
『
涅
槃
経
』
の
よ
う
な
経
典
も
出
て
く
る
。
非

暴
力
の
実
現
の
た
め
に
最
小
限
の
暴
力
を
生
か
し
て
使
う
の
は
、
暴

力
と
区
別
さ
れ
た
非
暴
力
の
倫
理
で
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
。だ
が
、

自
在
な
智
慧
と
し
て
の
非
暴
力
の
心
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
認
め
る

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
暴
力
に
対
す
る
力
の
制
止
は
、
そ
れ
が
慈

愛
の
発
露
で
あ
る
限
り
、
暴
力
と
区
別
さ
れ
な
い
非
暴
力
と
も
い
え

よ
う
。
暴
力
と
非
暴
力
の
区
別
を
生
み
出
す
根
源
の
心
に
立
ち
返
れ

ば
、
自
在
な
「
非
暴
力
の
智
慧
」
が
発
現
し
て
く
る
。
智
慧
の
自
在

さ
は
、
あ
え
て
戦
闘
の
世
界
に
我
が
身
を
投
じ
、
人
々
と
同
苦
し
な

が
ら
平
和
を
目
指
す
、と
い
っ
た
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。『
法
華
経
』

の
観
音
品
に
、
観
世
音
菩
薩
は
将
軍
の
身
を
も
っ
て
救
う
べ
き
者
に

は
将
軍
の
姿
で
法
を
説
く
、
と
示
さ
れ
る
45

。
仏
教
の
非
暴
力
主
義

者
は
、
同
苦
の
ゆ
え
に
武
装
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
や
む
な
く
暴
力
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の
世
界
で
同
苦
す
る
非
暴
力
の
あ
り
方
を
、必
ず
し
も
否
定
し
な
い
。

仏
教
に
は
、
清
浄
か
つ
自
由
な
心
で
世
俗
の
倫
理
を
柔
軟
に
捉
え
る

一
面
が
あ
る
46

。
教
育
的
非
暴
力
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
も
い
え
る
実
効

性
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
は
、
こ
う
し
た
「
非
暴
力
の
智
慧
」
に
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

断
っ
て
お
く
が
、
筆
者
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
主
義
に
ま
っ
た

く
柔
軟
性
が
な
い
、
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
彼
が
「
卑
怯
か

暴
力
か
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
以
外
に
道
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
た
し
は

暴
力
を
す
す
め
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
」
47

と
述
べ
た
り
、
非
暴

力
的
な
肉
食
主
義
者
に
敬
意
を
払
っ
た
り
し
た
の
は
48

、
倫
理
的
な

柔
軟
性
の
現
れ
と
み
て
も
よ
か
ろ
う
。
非
暴
力
の
心
を
最
も
重
視
す

る
以
上
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
い
て
も
行
為
の
規
律
は
二
次
的
な
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
基
本
的
に
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
は

厳
格
主
義
的
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
を
行

う
と
は
、
射
殺
さ
れ
よ
う
が
、
海
に
投
げ
込
ま
れ
よ
う
が
、
さ
れ
る

が
ま
ま
に
な
る
こ
と
だ
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
こ
う
語
っ
て
は
ば
か
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
49 

。

　

け
だ
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
釈
尊
が
倫
理
的
な
態
度
を
異
に
す
る
理

由
は
、
最
終
的
に
は
彼
ら
の
宗
教
的
世
界
観
の
違
い
に
求
め
ら
れ

よ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
人
間
に
よ
る
真
理
の
把
握
が
常
に
不
完

全
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
神
に
対
す
る
自

己
の
卑
小
さ
を
強
調
し
、
自
ら
を
「
不
完
全
な
器 an im

perfect 

instrum
ent

」
と
謙
称
し
た
50

。
不
完
全
な
人
間
の
自
己
は
、
完
全

な
真
理
す
な
わ
ち
神
の
前
で
は
否
定
さ
れ
る
し
か
な
い
。
そ
の
自
己

否
定
の
極
限
に
、
自
己
犠
牲
と
い
う
神
聖
な
義
務
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。

　

一
方
、
釈
尊
は
、
人
間
の
姿
の
ま
ま
で
真
理
を
完
全
に
把
握
し
た

覚
者
（Buddha

）
と
さ
れ
た
。
釈
尊
自
身
、「
わ
れ
に
は
い
か
な
る

師
も
存
在
し
な
い
。
わ
れ
に
等
し
い
者
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
世
に

お
い
て
唯
だ
一
人
の
完
全
に
覚
っ
た
者
で
あ
り
、
最
上
の
完
き
さ
と

り
を
得
た
の
で
あ
る
」
51

と
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
自
己
の
本
質
は

宇
宙
の
真
理
と
同
一
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
真
の
自
己
に
目
覚
め
、
帰

依
せ
よ
。
釈
尊
は
こ
う
説
き
教
え
、
世
を
去
る
前
に
は
「
わ
た
し
は

自
己
に
帰
依
す
る
こ
と
を
な
し
と
げ
た
」52 

と
語
り
残
し
た
と
い
う
。

仏
教
と
い
え
ば
、
無
我
の
自
己
否
定
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ

は
偽
り
の
自
己
、
虚
像
の
自
己
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

原
始
仏
典
に
描
か
れ
た
釈
尊
は
、
は
っ
き
り
と
自
己
の
尊
厳
を
高
唱

し
て
い
る
。
人
間
に
よ
る
真
理
の
完
全
な
把
握
（
悟
り
）
を
標
榜
す

る
仏
教
は
、
本
質
的
に
自
己
を
肯
定
し
、
こ
の
上
な
く
尊
重
す
る
宗

教
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、自
発
的
献
身
な
ら
と
も
か
く
、ガ
ン
デ
ィ
ー

の
よ
う
に
自
己
犠
牲
の
倫
理
的
義
務
を
示
そ
う
と
す
る
傾
向
は
み
ら

れ
な
い
。

　

不
可
思
議
な
究
極
の
真
理
を
完
全
に
把
握
し
た
と
す
る
仏
教
は
、

あ
ら
ゆ
る
区
別
か
ら
―
―
区
別
を
す
る
・
し
な
い
と
い
う
〈
区
別
〉
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か
ら
も
―
―
自
由
な
立
場
を
と
る
た
め
、
自
己
犠
牲
の
義
務
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。「
来
る
こ
と
も
無
く
、
行
く
こ

と
も
無
く
、
生
ず
る
こ
と
も
無
く
、
没
す
る
こ
と
も
無
い
。
住
し
て

と
ど
ま
る
こ
と
も
無
く
、
依
拠
す
る
こ
と
も
無
い
―
―
そ
れ
が
苦
し

み
の
終
滅
で
あ
る
と
説
か
れ
る
」
53

。
こ
れ
は
釈
尊
の
直
説
と
さ
れ

る
。
か
く
も
徹
底
的
に
区
別
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
、
自
己
と
他
者
の

区
別
、
引
い
て
は
自
己
と
絶
対
者
の
断
絶
ま
で
も
が
溶
解
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
ろ
う
。
自
己
に
対
す
る
一
方
的
な
否
定
も
な
け
れ
ば
、
そ

の
一
方
的
な
肯
定
も
な
い
。
自
己
は
自
己
に
あ
ら
ず
、
他
者
は
他
者

に
あ
ら
ず
、
絶
対
者
は
絶
対
者
に
あ
ら
ず
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
自
己

は
自
己
、
他
者
は
他
者
、
絶
対
者
は
絶
対
者
で
あ
る
。
後
の
大
乗
仏

教
で
中
道
の
哲
学
と
し
て
大
成
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
自
由
自
在
な
真

理
観
に
立
つ
限
り
、
自
己
犠
牲
の
み
を
殊
更
に
強
調
す
べ
き
道
理
は

な
い
。

　

何
も
の
で
も
な
く
何
も
の
で
も
あ
る
自
己
は
、
す
べ
て
を
生
か
そ

う
と
す
る
根
源
的
な
〈
非
暴
力
〉
の
心
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

自
在
な
智
慧
を
発
揮
し
、
暴
力
で
あ
れ
、
非
暴
力
で
あ
れ
、
一
切
を

調
和
の
方
向
に
導
い
て
い
く
。
仏
教
的
非
暴
力
の
本
義
と
は
、
恐
ら

く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、「
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
仏
教
的
非
暴
力
」と
い
う
テ
ー
マ
の
下
で
、

両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
を
種
々
考
察
し
た
次
第
で
あ
る
。最
後
に
、

両
者
の
非
暴
力
思
想
が
共
に
抱
え
て
い
る
、
深
刻
な
問
題
を
一
つ
提

起
し
た
い
。
肉
体
の
蔑
視
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
を
鳥
籠
（cage

）
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
。「
享
楽
へ
の
欲
求
が
霊
魂
に
た
い
し
て

肉
体
を
生
み
だ
し
〔
そ
れ
を
維
持
し
〕
て
き
た
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
で
す
。
欲
望
が
消
滅
す
れ
ば
、
も
は
や

肉
体
の
必
要
性
は
な
く
な
り
、
人
は
生
死
の
循
環
か
ら
解
放
さ
れ

ま
す
。
霊
魂
は
遍
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
霊
魂

は
鳥
籠
の
よ
う
な
肉
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
が
る
の
で
し
ょ
う
か
」

54

。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な
解
脱
の
理
想
が
、
こ
こ
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
是
非
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
肉
体
の
蔑
視
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お

け
る
自
己
犠
牲
や
自
己
放
棄
の
理
念
を
後
押
し
し
た
こ
と
は
疑
い
え

な
い
。「
婦
人
た
ち
は
髪
一
本
で
さ
え
穢
さ
れ
る
前
に
、
自
ら
命
を

断
つ
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
55 

と
い
っ
た
潔
癖
主
義
は
、
ガ
ン

デ
ィ
ー
が
肉
体
に
対
す
る
精
神
の
圧
倒
的
な
優
位
を
考
え
て
い
た
証

左
で
あ
ろ
う
。

　

釈
尊
の
教
団
も
ま
た
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
違
っ
て
自
己
否
定
的
で
は

な
か
っ
た
も
の
の
、
肉
体
を
蔑
視
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
肉
体
の
不
浄
は
、
当
時
の
出
家
修
行
者
た
ち
の
共
通
認
識

で
あ
っ
た
と
い
う
。「
身
体
は
厭
わ
し
き
か
な
！
悪
臭
を
放
ち
、
悪

魔
の
徒
党
で
あ
り
、（
体
内
か
ら
）
惨
み
出
て
い
る
」
56 

等
々
と
彼

ら
は
語
り
合
い
、
肉
体
の
束
縛
か
ら
の
解
放
を
願
っ
て
修
行
に
励
ん

だ
の
で
あ
る
。
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宗
教
的
な
信
仰
を
離
れ
て
非
暴
力
の
実
践
を
考
え
た
と
き
、
肉
体

を
蔑
視
す
る
非
暴
力
の
意
義
に
疑
問
を
持
つ
人
が
い
た
と
し
て
も
決

し
て
お
か
し
く
は
な
い
。
幾
千
幾
万
の
血
の
犠
牲
を
と
も
な
う
非
暴

力
の
抵
抗
や
、
焼
身
自
殺
に
よ
る
僧
侶
の
反
戦
行
動
は
、
魂
の
価
値

を
最
優
先
す
る
宗
教
的
な
人
々
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
世
俗
的
な
良
識
派
や
知
識
人
は
、
そ
れ
ら
を
か
え
っ
て
自
己
の

肉
体
に
対
す
る
暴
力
行
為
と
見
な
す
か
も
し
れ
な
い
。
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
運
動
に
よ
る
犠
牲
が
「
最
小
限
の
生
命
の
損

失
に
終
わ
る
」
と
強
調
し
た
が
57

、
そ
う
し
た
こ
と
で
な
く
、
要
は

肉
体
を
蔑
視
す
る
非
暴
力
が
非
暴
力
た
り
う
る
の
か
と
い
う
点
が
問

題
な
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
仏
教
の
思
想
的
展
開
を
追
う
と
、
肉
体
の
蔑
視
か
ら

脱
し
た
面
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
い
え
る
。
大
乗
の
『
涅
槃
経
』

は「
解
脱
は
肉
体
が
有
る
と
も
肉
体
が
な
い
と
も
言
う
」と
主
張
し
58

、

『
華
厳
経
』
は
「
一
本
の
毛
の
孔
の
な
か
に
無
量
の
仏
国
土
が
荘
厳

さ
れ
て
お
り
、
悠
々
と
し
て
安
定
し
て
い
る
」
な
ど
と
説
く
59

。
肉

体
的
欲
望
に
関
し
て
も
、
そ
の
消
滅
で
な
く
活
用
を
唱
え
る
教
説
が

み
ら
れ
る
。
区
別
と
い
う
執
着
的
な
見
方
か
ら
の
完
全
な
解
放
が
仏

教
の
悟
り
な
ら
ば
、
本
来
、
仏
教
者
は
精
神
と
肉
体
の
区
別
に
も
と

ら
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
釈
尊
の
無
執
着
は
、
最
終
的
に
は
肉
体

の
尊
厳
に
ま
で
到
る
は
ず
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
徒
が
言
う
よ
う
に
、

精
神
と
肉
体
と
は
不
二
（
色
心
不
二
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
釈

尊
は
言
語
を
絶
す
る
無
執
着
の
真
理
を
開
示
す
る
前
段
階
に
お
い

て
、
ひ
と
ま
ず
肉
体
や
肉
体
的
欲
望
の
消
滅
を
教
え
た
、
と
推
察
す

る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

今
日
の
世
界
で
起
き
て
い
る
暴
力
の
現
実
は
、
ま
す
ま
す
複
雑
で

多
面
的
な
様
相
を
帯
び
て
い
る
。
非
暴
力
の
愛
の
抵
抗
に
よ
っ
て
怒

り
狂
う
敵
を
改
心
さ
せ
高
め
て
い
く
、
と
い
う
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴

力
は
、
基
本
的
に face to face

の
対
面
倫
理
を
前
提
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
で
は
原
水
爆
や
化
学
兵
器
、
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
等
が

広
が
り
、
非
対
面
的
な
倫
理
と
し
て
の
非
暴
力
も
重
要
に
な
っ
て
き

た
。あ
る
い
は
、構
造
的
暴
力
に
対
抗
す
る
非
暴
力
と
は
何
か
と
い
っ

た
議
論
も
不
可
欠
だ
ろ
う
。
非
暴
力
の
思
想
も
、
新
し
い
時
代
の
要

請
に
応
答
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
い
つ
い
か
な
る
時
代
に
あ
っ
て
も
、
人
格
の
光
こ
そ
が

非
暴
力
の
最
大
の
力
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
思
想
家
は
深
く
銘
記

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
や
釈
尊
は
、
何
よ
り
も
人
格
的

な
感
化
を
通
じ
て
人
々
を
非
暴
力
の
実
践
に
導
い
た
。
一
人
か
ら
一

人
へ
の
心
の
伝
播
が
、非
暴
力
の
実
践
の
要
諦
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

非
対
面
の
倫
理
が
問
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
も
何
ら
変
わ
ら
な
い
だ

ろ
う
。
現
代
に
お
い
て
、
一
人
の
非
暴
力
の
心
は
表
情
や
肉
声
に
と

ど
ま
ら
ず
、
文
字
、
芸
術
作
品
、
電
波
、
液
晶
の
画
面
等
に
も
な
っ

て
他
の
人
々
の
心
に
呼
び
か
け
る
。
ア
メ
リ
カ
公
民
権
運
動
の
指
導

者
Ｍ
・
Ｌ
・
キ
ン
グ
は
、
書
物
と
い
う
非
対
面
の
世
界
で
ガ
ン
デ
ィ
ー
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の
心
に
触
れ
、
愛
の
倫
理
の
社
会
的
力
を
確
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
60

。
非
暴
力
の
思
想
や
理
論
は
、
い
つ
も
慈
愛
の
人
格
を

説
明
す
る
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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し
の
非

暴
力
２
』
み
す
ず
書
房 

一
九
九
七
年
、
一
八
六
頁
。

３D
ham

m
apada,

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ

と
ば
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
三
〇
頁
。

４Gandhi, M
y N

on-violence, p. 60.　

森
本
訳『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』

八
八
頁
。

５Ibid., p. 237.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
一
四
〇
頁
。

６Ibid., p. 31.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』
四
七
頁
。

７

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
―
―
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
―
―
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
年
、
三
八
頁
。 

８

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
一
二
五
頁
。 

９Sa
yutta-nikāya, 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ　

悪
魔
と
の
対
話
―
―
サ
ン

ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
Ⅱ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
二
九
一
頁
。 

10

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ

と
ば
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
二
六
五
頁
。

11
同
前
、
二
三
〇
頁
。

12Gandhi, M
y N

on-violence, p. 107.　

森
本
達
雄
訳
『
わ
た
し
の
非

暴
力
１
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
、
一
五
七
〜
一
五
八
頁
。

13
一
九
〇
九
年
に
刊
行
さ
れ
た

に
お
い
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
ス
ワ
ラ
ー
ジ
（
自
治
）
に
つ
い
て
種
々
語
っ
て
い
る
。
そ
の
総
括

の
中
に
「
真
の
自
治
は
、
克
己
で
あ
り
、
自
己
抑
制
で
あ
る  Real 

hom
e-rule is self-rule or self-control

」
と
の
言
葉
が
あ
る
（M

. K
. 

Gandhi, Indian H
om

e R
ule [K

indle android version], 1922, 
Chapter 20, para.41. Retrieved from

 A
m
azon.com

. 

森
本
達
雄

訳
『
わ
が
非
暴
力
の
闘
い
』
第
三
文
明
社
、二
〇
〇
一
年
、一
六
一
頁
）。

14
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
あ
る
質
問
に
答
え
た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と

い
う
。「
あ
る
国
が
非
暴
力
に
も
と
づ
く
こ
と
は
可
能
で
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
武
力
に
も
と
づ
く
世
界
連
合
に
対
し
て
も
非
暴
力
の
抵
抗

を
も
っ
て
立
ち
向
か
う
こ
と
は
で
き
る
と
言
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
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実
例
に
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
国
家
が
あ
り
ま
す
」（Gandhi, M

y N
on-

violence, p. 248.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
一
五
九
頁
）。

15Gandhi, M
y N

on-violence, p. 11.　

森
本
訳『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』

一
八
頁
。

16Ibid., p. 218.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
一
〇
八
頁
。

17Ibid., p. 71.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』
一
〇
四
頁
。

18Ibid., p. 251.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
一
六
三
頁
。

19
ガ
ン
デ
ィ
ー
自
身
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
を
「
万
物
へ
の
慈
悲
心
（universal 

com
passion

）
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
」（Gandhi, M

y N
on-

violence, p. 323.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
二
七
四
頁
）
と

表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
。

20
中
村
元
『
原
始
仏
教　

そ
の
思
想
と
生
活
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、

一
九
七
〇
年
、
一
二
三
頁
。 

21

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と

ば
』
二
二
九
頁
。

22Gandhi, M
y N

on-violence, p. 92.　

森
本
訳『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』

一
三
五
頁
。

23Ibid., p. 299.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
二
四
〇
頁
。

24Ibid., p. 81.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』
一
一
八
頁
。

25Ibid., pp. 158-161.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
七
〜
一
一
頁
。

26Ibid., pp. 177-180.　

森
本
訳『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』三
三
〜
三
八
頁
。

27

 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
二
〇
三
頁
。 

28

 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と

ば
』
二
〇
二
頁
。

29D
ham

m
apada, 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と

ば
』
三
〇
頁
。

30

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
―
―

大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
九
〜
一
六
頁
。 

31Gandhi, M
y N

on-violence, pp. 57, 113.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非

暴
力
１
』
八
五,

一
六
七
頁
。 

32Ibid., p. 66.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
２
』
三
〇
頁
。

33
「
釋
種
今
日
宿
縁
已
熟
今
當
受
報
」（『
増
一
阿
含
経
』、『
大
正
新
修
大

蔵
経
』
第
二
巻
、
六
九
一
頁
・
中
）。

34Gandhi, M
y N

on-violence, p. 65.　

森
本
訳『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』

九
七
頁
。

35M
ohandas K

. Gandhi, 
, A

hm
adabad: N

avajivan Publishing H
ouse, 

1945, p. 39.　

森
本
達
雄
訳
『
ガ
ン
デ
ィ
ー 

獄
中
か
ら
の
手
紙
』
岩
波

文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
六
九
頁
。 

36Ibid.　

森
本
訳
、
七
〇
〜
七
一
頁
。

37
 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
一
九
六
頁
。

38
同
前
、
一
九
四
頁
。

39Sa

　

 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ 

悪
魔
と
の
対
話
』
二
三
四
頁
。

40Gandhi, M
y N

on-violence, p. 341.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力

m・
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２
』
三
〇
一
頁
。 

41
 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と

ば
』
二
三
九
頁
。

42Gandhi, M
y N

on-violence, p. 162.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力

２
』
一
二
頁
。

43K
arl Jaspers, 

, E
rster B

and, 
M

ünchen: Piper V
erlag, 1957  

（Reprint1988

）, S. 152. 

峰
島
旭

雄
訳
『
仏
陀
と
龍
樹
』
理
想
社
、
一
九
六
〇
年
、
五
一
頁
。 

44
「
刀
兵
之
劫
有
大
力
勢
断
其
残
害
令
無
遺
餘
。
能
断
衆
生
種
種
怖
畏
。

所
謂
若
死
閉
繋
打
擲
水
火
王
賊
貧
窮
破
戒
悪
名
悪
道
。
如
是
等
畏
悉
當

断
之
」（『
大
般
涅
槃
経
』
師
子
吼
菩
薩
品
、『
大
正
蔵
』
第
十
二
巻
、

五
三
四
頁
・
上
）、田
上
太
秀
訳（『
ブ
ッ
ダ
臨
終
の
説
法 

３
』大
蔵
出
版
、

一
九
九
七
年
、
三
三
六
頁
）。 

45
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
（
下
）』
岩
波
文
庫
、一
九
六
七
年
、

二
五
四
頁
。

46
Ｈ
・
ベ
ッ
ク
は
、
仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
を
比
較
す
る
中
で
、
仏
教

に
は
イ
ン
ド
的
な
苦
行
の
傾
向
や
様
々
な
形
式
を
重
ん
ず
る
こ
と

が
な
い
と
し
な
が
ら
、「
仏
教
は
イ
ン
ド
の
通
念
か
ら
み
る
と
法
外

な
ほ
ど
自
由
な
考
え
方
を
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（H

erm
ann 

Beckh, 
, Stuttgart: V

erlag Freies 
Geistesleben, 1958, S. 18. 

渡
辺
照
宏
訳
『
仏
教
（
上
）』
岩
波
文
庫
、

一
九
六
二
年
、
九
頁
）。

47Gandhi, M
y N

on-violence, p. 3.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』

五
頁
。

48
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
完
全
に
自
己
に
う
ち
勝
ち
、
万

人
へ
の
愛
に
あ
ふ
れ
、
そ
し
て
す
べ
て
の
行
為
が
愛
の
法
則
に
支
配
さ

れ
て
い
る
、
そ
ん
な
人
が
い
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
個
人
と
し
て
は
、
た

と
え
そ
の
人
が
肉
食
主
義
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
心
か
ら
の
敬
意
を
払
う

だ
ろ
う
」（Gandhi, M

y N
on-violence, p. 156.　

森
本
訳
『
わ
た
し

の
非
暴
力
１
』
二
三
四
頁
）。

49Gandhi, M
y N

on-violence, p. 74.　

森
本
訳『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』

一
〇
八
頁
。

50Ibid., p. 126.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』
一
八
七
頁
。

51

 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と

ば
』
二
二
四
頁
。

52

 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』

九
七
頁
。

53

 

中
村
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と

ば
』
二
四
四
頁
。

54Gandhi, 
, p. 25. 

森
本
訳
、
四
六
頁
。 

55Gandhi, M
y N

on-violence, p. 273.　

森
本
訳
『
わ
た
し
の
非
暴
力

２
』
一
九
九
頁
。

56

 

中
村
元
訳
『
仏
弟
子
の
告
白
―
―
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
―

―
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
、
七
八
頁
。
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57Gandhi, M
y N

on-violence, p. 30.　

森
本
訳『
わ
た
し
の
非
暴
力
１
』

四
六
頁
。

58
「
解
脱
亦
色
非
色
」（『
大
般
涅
槃
経
』盧
舍
那
品
、『
大
正
蔵
』第
十
二
巻
、

三
九
二
頁
・
上
）、田
上
太
秀
訳（『
ブ
ッ
ダ
臨
終
の
説
法 

１
』大
蔵
出
版
、

一
九
九
六
年
、
一
八
三
頁
）。

59
「
一
毛
孔
中 

無
量
佛
刹　

荘
厳
清
浄 

曠
然
安
住
」（『
華
厳
経
』
盧
舍

那
品
、『
大
正
蔵
』
第
九
巻
、
四
一
〇
頁
・
下
）、
玉
城
康
四
郎
訳
（
中

村
元
編
『
大
乗
仏
典
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
、
一
九
九
頁
・
上
）。

60M
artin Lurther K

ing, Jr., 
 

, Boston: Beacon Press, 2010

（originally 
published in 1958

）, p. 84.　

Ｍ
・
Ｌ
・
キ
ン
グ
、
雪
山
慶
正
訳
『
自

由
へ
の
大
い
な
る
歩
み
―
非
暴
力
で
闘
っ
た
黒
人
た
ち
―
』岩
波
新
書
、

二
〇
〇
二
年
（
初
版
一
九
五
九
年
）、
一
一
四
〜
一
一
五
頁
。

発表は日中韓の間で同時通訳された
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発
表
③　
「
仁
」
が
実
践
さ
れ
る
孔
子
の
理
想
社
会
と
い
う
甘
美
な
夢
を
見
る翻

訳　

山
　
田

　
紀

　
浩

成
均
館
大
学
校
儒
学
大
学　

副
教
授

　
高

　
　
　
在

　
錫

　

新
し
い
理
想
社
会
が
話
題
に
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
新
自
由

主
義
に
武
装
し
た
資
本
主
義
を
通
し
て
全
て
の
人
々
が
満
足
す
る
理

想
社
会
を
追
求
し
て
き
た
が
、
寧
ろ
利
己
主
義
と
無
限
経
済
の
病
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
、
私
た
ち
は
既
存
の
概
念
と
価
値
基
準
を
修

正
し
、
新
し
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
夢
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
に
来
て

い
る
。
理
想
・
合
理
性
・
資
本
主
義
・
民
族
主
義
に
武
装
し
た
近
代

的
価
値
と
制
度
は
、
す
で
に
自
分
の
力
で
は
治
す
こ
と
が
で
き
な
い

問
題
を
起
こ
し
て
お
り
、
近
代
西
欧
の
科
学
技
術
や
文
明
観
そ
し
て

産
業
社
会
の
開
発
お
よ
び
成
長
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
修
正
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
学
者
の
推
想
的
な
空
論
に
過
ぎ
る
の

で
は
な
く
、
思
惟
的
で
革
命
的
な
転
換
が
な
け
れ
ば
、
破
滅
の
道
へ

進
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
切
迫
し
た
全
地
球
的
な
問
題
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
思
惟
の
根
本
的
な
転
換
は
、
多
元
化
さ
れ
た
価
値
が
抹
殺
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
の
方
式
に
よ
り
主
導
さ
れ
る
も
の
で

も
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
数
千
年
の
間
、
東
ア
ジ
ア
の
思
惟
の
根

幹
と
な
っ
て
き
た
儒
学
は
、
我
々
に
新
し
い
世
界
に
対
す
る
東
ア
ジ

ア
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
理
想
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

孔
子
が
生
涯
を
通
し
念
願
し
果
た
そ
う
と
し
た
理
想
社
会
は
、
遥

か
遠
く
の
空
の
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
今
ま
さ
に
こ
こ
に
我
々

が
二
本
足
で
立
っ
て
い
る
現
実
に
あ
る
。
こ
れ
以
上
、
商
の
国
末
期

の
よ
う
に
、
巫
女
や
祭
事
を
通
し
て
受
動
的
に
天
の
意
思
を
把
握
す

る
必
要
も
な
く
、
周
の
国
初
期
の
よ
う
に
、「
天
命
」
が
統
治
権
力

を
維
持
す
る
た
め
、
王
だ
け
が
独
占
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ

は
、「
天
の
内
在
化
」
と
い
う
能
動
的
な
方
式
に
転
換
し
、
主
体
的

に
天
と
通
じ
、
一
人
独
占
で
は
な
く
全
て
の
人
が
、
そ
の
気
に
な
れ

ば
天
の
意
思
を
理
解
で
き
る
方
式
を
選
択
す
る
。
そ
の
た
め
彼
が
夢

見
た
理
想
社
会
は
、
一
度
も
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
死
後
に

よ
う
や
く
経
験
で
き
る
遥
か
遠
い
夢
物
語
で
は
な
く
、
現
実
で
必
ず

実
現
可
能
で
、
後
世
に
持
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
で
に
実
現

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
「
過
去
の
記
憶
」
で
あ
る
。
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孔
子
は
こ
う
し
た
人
間
の
内
在
化
さ
れ
た
徳
性
を
「
仁
」
と
表
現

し
た
。
彼
は
弟
子
た
ち
の
徳
性
や
資
質
、
学
問
水
準
等
に
よ
り
其
々

ち
が
う
方
式
で
説
明
し
た
り
し
た
。「
私
的
な
欲
望
に
勝
ち
、
時
に

合
わ
せ
た
禮
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
（
復
己
復
禮
）」、「
人
を
愛

す
る
こ
と
で
あ
る
（
愛
人
）」、「
己
が
欲
せ
ざ
る
こ
と
を
人
に
施
す

こ
と
勿
れ
（
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
）」
ち
ょ
う
ど
胎
児
と
母
親
が

臍
の
緒
で
繋
が
っ
た
一
つ
の
体
の
よ
う
に
、
人
は
肉
体
だ
け
見
れ
ば

個
別
的
で
独
立
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
仁
に
よ
り
有
機
的
に
繋
が
っ

た
一
体
が
本
質
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

孔
子
が
「
70
歳
に
な
る
と
思
う
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
て
そ
れ
で
も
道

を
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
（
七
十
而
從
心
所
欲
、

踰
矩
）
と

言
っ
た
こ
と
も
、
他
人
の
拘
束
や
制
約
か
ら
逃
れ
て
肉
体
的
な
自
由

を
享
受
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
生
活
の
重
要
な
領
域
で
あ
る

「
社
会
性 sociality

」
に
該
当
す
る
社
会
的
規
範
や
人
々
の
価
値
判

断
を
一
緒
に
考
慮
す
る
自
由
を
拡
げ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
西
欧

社
会
が
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
、
自
分
の
問
題
は
誰
の
干

渉
も
受
け
ず
、
自
分
が
決
定
で
き
る
権
利
が
あ
り
、
個
人
の
権
利
を

強
く
擁
護
し
、
少
し
ず
つ
個
人
の
権
利
を
抑
圧
し
て
き
た
多
様
な
形

態
の
集
団
主
義
へ
の
挑
戦
と
不
信
を
表
現
し
て
き
た
こ
と
と
明
ら
か

に
違
い
が
あ
る
。

　

儒
学
は
社
会
か
ら
分
離
さ
れ
た
個
人
の
絶
対
的
な
自
由
や
自
立
性

は
偽
り
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
。
仁
を
回
復
し
自
然
に
他
人
と
の
調
和

を
な
し
共
存
で
き
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
人
と
の

調
和
が
個
人
の
犠
牲
を
強
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。孔
子
が
言
う「
和

而
不
同
」
は
、
調
和
の
理
想
的
な
方
向
を
提
示
し
て
い
る
。
自
分
だ

け
の
差
別
性
を
捨
て
て
、
利
益
と
状
況
に
合
わ
せ
和
を
装
う
こ
と
が

同
で
あ
る
。
花
畑
の
花
が
そ
れ
ぞ
れ
の
色
と
香
り
を
持
ち
共
存
す
る

よ
う
に
、
自
分
の
個
性
を
忘
れ
ず
、
自
分
美
外
の
共
存
者
と
仁
に
よ

り
調
和
を
成
す
こ
と
が
自
然
で
あ
り
美
し
い
。

　

し
か
し
儒
学
で
は
、
仁
を
実
践
し
人
間
ら
し
さ
の
本
質
を
完
成
す

る
こ
と
が
生
活
の
目
的
に
な
る
。
注
目
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
愛

の
実
践
が
墨
家
の
普
遍
的
な
愛
で
あ
る
「
兼
愛
」
と
は
異
な
る
こ
と

で
あ
る
。
他
人
を
自
分
の
よ
う
に
大
切
に
し
愛
せ
よ
と
言
っ
て
、
自

分
の
近
く
に
い
る
全
て
を
蔑
に
し
て
、
他
人
を
愛
し
、
両
親
や
子
ど

も
に
対
す
る
愛
を
置
き
去
り
に
し
て
、
他
人
の
両
親
や
子
供
を
ま
ず

愛
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
末
転
倒
を
明
確
に
区
分
し
、
瞬
間
ご
と

に
敬
虔
に
自
分
の
心
を
振
り
返
り
、
本
心
の
通
り
自
分
の
両
親
と
子

供
を
愛
し
、
こ
の
心
を
磨
き
隣
人
と
全
て
の
人
を
愛
す
る
こ
と
が
差

別
的
な
愛
の
実
体
で
あ
る
。

　

そ
し
て
儒
学
は
、
仁
の
究
極
的
な
実
現
の
範
囲
を
自
分
と
共
同
体

だ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
自
然
と
の
調
和
の
関
係
完
成
に
置
い
て
い

る
。
或
子
は
孔
子
が
「
馬
小
屋
で
火
事
が
起
こ
っ
た
時
、
人
は
大
丈

夫
か
と
聞
き
、
馬
に
対
し
て
は
聞
き
も
し
な
か
っ
た
（
廐
焚
、
子
退

朝
曰 :

「
傷
人
乎
？
」
不
問
馬
）」
と
い
う
記
録
を
土
台
に
、
儒
学
が
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環
境
破
壊
の
主
犯
と
し
て
注
目
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
と
脈
が
同
じ

と
評
価
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
近
い
所
か
ら
遠
い
所
へ
の
次
等
式

の
愛
を
実
践
す
る
過
程
で
、
優
先
的
に
同
類
で
あ
る
人
に
対
し
た
関

心
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
馬
の
よ
う
な
動
物
に
関
心
が
な
か
っ
た

訳
で
は
な
い
。
孔
子
が
「
釣
り
を
し
て
も
網
を
使
わ
ず
、
飛
ぶ
鳥
を

狙
っ
て
も
巣
で
寝
る
鳥
は
射
な
い
（
釣
而
不
綱
、
弋
不
射
宿
）」
と

い
う
の
は
、
人
間
と
自
然
が
互
い
に
影
響
を
受
け
合
っ
て
自
然
を
利

用
す
る
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
が
、
人
間
の
思
う
ま
ま
開
発
し
蹂

躙
す
る
の
で
は
な
く
、内
在
的
価
値
に
よ
り
無
分
別
な
犠
牲
を
禁
じ
、

生
命
の
重
要
性
を
実
践
し
な
が
ら
、
自
然
環
境
を
利
用
す
る
こ
と
を

見
せ
て
い
る
。

　

反
面
、
孔
子
は
調
和
の
と
れ
た
社
会
の
完
成
を
法
と
制
度
に
だ
け

頼
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
断
言
し
て
い
る
。「
政
令
に
よ
り
導
き
刑

罰
で
整
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
民
は
都
合
を
合
わ
せ
よ
う
と
だ
け
し
恥

ず
か
し
さ
を
知
ら
な
い
が
、
徳
に
よ
り
導
き
禮
で
整
え
よ
う
と
す
れ

ば
、
民
は
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
自
然
と
明
る
く
な
っ
て
い
く
（
道
之

以
政
、
齊
之
以
刑
、
民
免
而
無
耻
。
道
之
以
德
、
齊
之
以
禮
、
有
耻

且
格
）。」
ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
個
々
人
が
自
分
の

善
な
る
本
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
心
に
よ
り
自
律
的
に
思

考
し
行
動
す
る
こ
と
を
否
認
し
、
た
だ
刑
罰
と
制
度
だ
け
で
民
を
導

く
な
ら
ば
、
間
違
い
を
起
こ
し
て
も
恥
ず
か
し
さ
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
反
対
に
民
を
信
頼
し
徳
で
導
く
な
ら
、
状
況
に
合
っ
た
禮
を

尽
く
し
、
自
分
の
間
違
い
に
羞
恥
心
を
感
じ
、
自
然
と
自
分
の
間
違

い
を
修
正
す
る
と
考
え
る
。

　

こ
こ
で「
教
育
」の
重
要
性
が
示
さ
れ
る
。
孔
子
が
魏
の
国
に
行
っ

た
時
、
人
口
が
多
く
て
驚
い
た
弟
子
で
あ
る
顔
淵
が
、
人
口
が
こ
の

よ
う
に
多
け
れ
ば
次
に
必
要
な
も
の
は
何
か
と
聞
い
た
。「
保
有
す

る
こ
と
で
あ
る
（
豊
之
）」
と
答
え
た
。
ま
た
顔
淵
が
保
有
し
た
次

に
何
が
必
要
か
と
聞
い
た
ら
孔
子
が
、「
人
々
に
教
え
る
こ
と
で
あ

る
（
教
之
）」
と
答
え
た
。
人
口
の
増
加
と
経
済
の
豊
か
さ
は
理
想

社
会
に
な
る
た
め
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
教
育
で
あ
る
。
人
間
な
ら
ば
誰
で

も
な
い
面
に
内
在
さ
れ
た
本
来
の
価
値
を
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
り
理

想
社
会
を
実
現
す
る
権
利
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
孔
子
は
教
育
を
す

る
こ
と
に
特
定
の
部
類
を
定
め
教
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
誰
で
も
教
育

を
通
し
て
仁
が
実
現
さ
れ
る
社
会
を
完
成
で
き
る
と
考
え
た
。

　

20
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
は
、
西
欧
近
代
の
理
想
・
合
理
・
自
由
・

科
学
等
を
核
心
価
値
と
し
て
定
め
、
自
ら
の
思
想
文
化
を
貶
し
否
定

し
な
が
ら
、「
西
欧
化
が
す
な
わ
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
こ
と
を

強
固
に
信
じ
実
践
し
て
き
た
。
し
か
し
最
近
の
近
代
的
価
値
は
、
西

欧
社
会
で
も
廃
棄
処
分
の
要
求
を
受
け
て
お
り
、
新
し
い
価
値
の
追

求
の
た
め
に
多
様
な
認
識
の
転
換
を
試
み
て
い
る
。
極
度
の
利
己
主

義
で
陥
っ
た
社
会
の
雰
囲
気
と
、
隣
に
誰
が
住
む
の
か
も
知
ら
な
い

断
絶
さ
れ
た
人
間
関
係
の
中
に
い
る
我
々
に
、
人
間
に
対
し
た
深
い
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信
頼
と
本
性
に
よ
っ
て
自
律
的
に
戻
っ
て
い
く
社
会
を
完
成
さ
せ
よ

う
と
し
た
孔
子
の
理
想
社
会
は
、
明
ら
か
に
我
々
に
平
安
さ
を
も
た

ら
す
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
孔
子
が
描
い
た
儒
学
的
理
想
社

会
が
実
現
さ
れ
る
姿
を
想
像
し
て
み
る
。何
と
甘
美
な
夢
だ
ろ
う
か
。

シンポジウムは新一号館の設備を活用して行われた
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■論文

再
論
董
仲
舒
対
策　
―
第
一
策
・
第
三
策
の
対
策
文
書
の
史
料
性
を
中
心
に
―

■
論
文
Ⅰ
■

序
言　

　

董
仲
舒
の
対
策
は
、
一
般
に
天
人
三
策
や
賢
良
対
策
と
も
呼
ば
れ

る
。
こ
の
対
策
文
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
に
お

い
て
も
、
広
く
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

古
来
、
こ
の
対
策
を
契
機
に
五
経
博
士
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

儒
家
の
独
尊
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
近
代
以
降
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
出
来
事
を
儒

教
の
国
教
化
と
称
し
、
東
ア
ジ
ア
の
社
会
体
制
構
築
上
の
重
大
な
転

換
点
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
一
因
に
挙
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う

１ 

。

　

そ
の
た
め
に
、
董
仲
舒
の
対
策
を
研
究
の
主
題
と
す
る
場
合
、
従

来
は
、前
漢
代
の
顕
学
で
あ
る
春
秋
公
羊
学
の
な
ん
ら
か
の
事
象
や
、

董
仲
舒
対
策
の
思
想
性
・
理
論
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
対
策
文
が
様
々
な
疑
問
点
を
含

む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
文
書
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
文
章
が

も
の
さ
れ
て
き
た
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

董
仲
舒
の
対
策
文
書
に
お
け
る
具
体
的
な
疑
義
が
指
摘
さ
れ
始
め

た
の
は
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
、
平
井
正
士

氏
は
、
董
仲
舒
対
策
の
第
二
策
中
の
地
名
「
夜
郎
・
康
居
」
に
矛
盾

す
る
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
資
料
性
に
疑
義
を
提

起
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
一
策
と
第
三
策
の
年
次
が
五
経
博
士
の
設
置

よ
り
以
後
の
元
光
元
年
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
過
程
で
、
そ
れ
ま

で
定
説
と
さ
れ
て
き
た
儒
教
の
国
教
化
モ
デ
ル
に
お
け
る
董
仲
舒
像

が
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
直
し
を
必
要
と
す
る
旨
に

つ
い
て
、
は
じ
め
て
言
及
さ
れ
た
の
で
あ
る

２
。
こ
う
し
た
平
井
氏

の
説
明
は
、
当
初
、
そ
れ
ほ
ど
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
今
日
、
平
井
氏
の
主
張
は
、
お
お
む
ね
、
多
く
の

研
究
者
に
よ
り
妥
当
な
説
明
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と

東
日
本
国
際
大
学　

経
済
情
報
学
部
専
任
講
師

東
洋
思
想
研
究
所
・
儒
学
文
化
研
究
所
研
究
員
　
城

　
山

　
陽

　
宣
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な
っ
て
い
る
。

 
一
九
六
七
年
、
福
井
重
雅
氏
は
、
五
経
博
士
の
設
置
と
董
仲
舒
対

策
へ
の
全
面
的
な
疑
義
を
主
張
す
る
論
考
を
発
表
さ
れ
た

３
。
こ
う

し
た
平
井
氏
・
福
井
氏
の
説
明
に
対
し
て
、
佐
川
修
氏
や
冨
谷
至
氏

ら
の
反
証
が
加
え
ら
れ

４
、
こ
の
論
争
は
一
時
的
な
決
着
を
見
た
か

に
思
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
福
井
氏
は
、
精
緻
な
検
証

と
重
大
な
結
論
を
示
す
二
編
の
論
考
を
発
表
さ
れ
た
。
一
九
九
五
年

に
発
表
さ
れ
た
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
」
で
は
、
董
仲
舒
の
対
策
を

研
究
の
主
題
と
す
る
場
合
、「
そ
の
理
論
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
上
申
が
い
か
な
る
書
式
や
文
言
に
も
と
づ
い
て
施

行
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
必
須
の
前
提
条
件

と
な
る
」
と
し
て
、
そ
の
対
策
文
書
の
形
式
を
規
定
さ
れ

５
、九
七

年
発
表
の
「
董
仲
舒
の
対
策
の
基
礎
的
研
究
」
で
は
、
先
の
論
考
を

基
礎
に
文
書
学
の
観
点
か
ら
、
董
仲
舒
の
対
策
を
後
世
の
附
会
と
見

な
す
と
の
結
論
を
提
起
さ
れ
、
そ
の
文
書
の
資
料
性
を
根
本
的
に
否

定
さ
れ
た
の
で
あ
る

６
。

　

こ
れ
ら
対
策
文
書
学
の
諸
論
考
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
正
面
か

ら
向
き
合
っ
た
批
判
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
た
め
か

７
、
今
日

で
は
、
福
井
重
雅
氏
の
説
明
は
多
く
の
研
究
者
や
有
力
な
学
会
に
認

め
ら
れ
、「
両
漢
思
想
研
究
を
深
化
さ
せ
る
上
で
、
い
ま
な
お
き
わ

め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る

８
。

　

筆
者
も
、
そ
の
「
両
漢
思
想
研
究
を
深
化
さ
せ
る
」
と
い
う
主
旨

に
は
、
お
お
む
ね
同
意
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
福
井
氏
の
文
書
学
に
よ

る
検
証
法
で
漢
代
の
対
策
文
書
を
研
究
し
て
い
け
ば
、
そ
の
真
偽
を

判
定
す
る
有
効
な
一
助
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に

存
在
す
る
諸
々
の
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
可
能
性
を
も
秘
め
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
の
研
究
の
結
論

で
あ
る
「
董
仲
舒
の
対
策
を
後
世
の
附
会
と
見
な
す
」
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
し
か
に
福
井
氏
の
結
論
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
の
史
学
の
一
部
か

ら
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
な
に
ぶ
ん
、
そ
れ
は
中

国
史
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
重
大
な
要
件
で
あ
り
、
漢
代

思
想
史
、
ひ
い
て
は
中
国
思
想
史
の
大
幅
な
書
き
換
え
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
、
現
在
、
諸
外
国
の
董
仲
舒
に
関
係
す
る
研
究
に
お
い
て
、

そ
の
対
策
文
書
の
資
料
性
を
疑
っ
た
も
の
が
存
在
し
な
い
点
も
看
過

し
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

９
。
諸
外
国
で
そ
う
し
た
風
潮
が
な
い
こ

と
は
、
文
書
の
真
偽
問
題
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
問
題
意
識
・
研
究

水
準
の
高
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

福
井
氏
の
提
出
さ
れ
た
結
論
が
、
こ
れ
ま
で
の
前
漢
史
や
中
国
思
想

史
の
理
解
に
重
大
な
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
問

題
に
関
わ
る
検
証
や
議
論
に
は
、
十
分
に
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な



69

■論文

ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
真
偽
問
題
を
あ
る
一
定
程
度
解
決
し
な

い
こ
と
に
は
、
董
仲
舒
対
策
に
関
わ
る
諸
問
題
、
と
り
わ
け
前
漢
代

の
儒
教
の
国
教
化
に
関
係
す
る
研
究
分
野
に
つ
い
て
は
、
停
滞
を
強

い
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
漢
代
史
・
ひ
い
て
は

中
国
思
想
史
研
究
の
た
め
に
も
、
董
仲
舒
対
策
の
真
偽
問
題
の
解
決

が
、
焦
眉
の
急
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
俟
た
な
い
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
福
井
重
雅
氏
の
董
仲
舒

対
策
の
対
策
文
書
学
研
究
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
点
を
検
証
し
、
大

方
の
ご
批
正
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
の
研
究
と
そ
の
問
題
点

　

ま
ず
本
章
で
は
、
具
体
的
に
検
証
が
必
要
な
項
目
に
つ
い
て
順
を

追
っ
て
説
明
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

一
九
九
〇
年
代
、
平
井
正
士
氏
に
続
き
、
福
井
重
雅
氏
は
、
漢
代

対
策
文
書
学
の
新
地
平
を
開
き
、
董
仲
舒
対
策
に
対
し
て
対
策
文
書

研
究
を
通
じ
た
史
料
批
判
を
行
い
、
そ
の
資
料
性
に
対
し
て
根
本
的

な
疑
義
を
提
起
さ
れ
た
。
ま
さ
し
く
、
董
仲
舒
対
策
の
研
究
を
志
す

者
に
と
っ
て
、
福
井
氏
の
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
文
書
学
研
究
法
を

理
解
す
る
こ
と
は
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
性
質
の
も
の
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
福
井
氏
の
説
明
は
、
非
常
に
詳
細
・
精
緻
な
部
分
が
あ
る
。

氏
の
説
明
の
問
題
点
を
検
証
す
る
際
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
相
応
の

理
解
は
必
須
で
あ
ろ
う
。そ
こ
で
次
章
以
降
の
検
討
の
準
備
と
し
て
、

煩
瑣
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
、
福
井
氏
の
董
仲
舒
対
策
の
文
書
学
研
究

の
あ
ら
ま
し
を
ま
と
め
、
そ
こ
か
ら
検
証
が
必
要
な
部
分
を
提
示
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

　

序
言
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
福
井
氏
は
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
」

に
お
い
て
、

錯
・
公
孫
弘
・
杜
欽
の
対
策
を
採
り
上
げ
、
詳
細
に

検
証
を
加
え
て
い
る
10

。
そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け

錯
の
対
策
こ

そ
が
、も
っ
と
も
対
策
文
書
と
し
て
の
原
貌
を
保
っ
て
い
る
と
し
て
、

漢
代
対
策
文
書
の
基
準
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
冗
長
で
は
あ
る

が
、
ま
ず
、『
漢
書
』

錯
伝
に
あ
る
対
策
文
よ
り
要
所
を
抜
粋
し
、

福
井
氏
の
対
策
文
書
学
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ

う
。

 

錯
対
策

〔
詔
策
〕

〈
前
文
〉

　

惟
十
有
五
年
九
月
壬
子
、
皇
帝
曰
、
昔
者
大
禹
勤
求
賢
士
、
施
及

方
外
。
…
…
。
近
者
獻
其
明
、
遠
者
通
厥
聰
、
比
善
戮
力
、
以
翼
天

子
。
是
以
大
禹
能
亡
失
德
、
夏
以
長
楙
。
高
皇
帝
親
除
大
害
、
去
亂

從
、
並
建
豪
英
、
以
為
官
師
。
為
諫
爭
、
輔
天
子
之
闕
、
而
翼
戴
漢
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宗
也
。
…
…
、
今
朕
獲
執
天
子
之
正
、
以
承
宗
廟
之
祀
。
…
…
故
詔

有
司
、
諸
侯
王
、
三
公
、
…
…
、
各
帥
其
志
、
以
選
賢
良
。

〈
策
問
〉

　
　
　
　

明
於
國
家
之
大
體
。

　
　
　
　

通
於
人
事
之
終
始
。

　
　
　
　

及
能
直
言
極
諫
者
。
各
有
人
數
。

　
　
　
　

 

將
以
匡
朕
之
不
逮
。
二
三
大
夫
之
行
、
當
此
三
道
。
朕
甚

嘉
之
。
故
登
大
夫
于
朝
、
親
諭
朕
志
。

　
　
　
　

大
夫
其
上
三
道
之
要
、
及
永
惟
朕
之
不
德
。

　
　
　
　

吏
之
不
平
、
政
之
不
宣
、
民
之
不
寧
、
四
者
之
闕
。

　
　
　
　

悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
。

〈
後
文
〉

　

上
以
薦
先
帝
之
宗
廟
、
下
以
興
愚
民
之
休
利
。
著
之
于
篇
、
朕
親

覽
焉
。
…
…
、
大
夫
其
正
論
、
毋
枉
執
事
。
烏

戒
之
。
二
三
大
夫
、

其
帥
志
毋
怠
。

〔
対
策
〕

〈
前
文
〉

　

平
陽
侯
臣

、
汝
陰
侯
臣
竈
、
潁
陰
侯
臣
何
、
廷
尉
臣
宜
昌
、
隴

西
太
守
臣
昆
邪
、
所
選
賢
良
、
太
子
家
令
臣
錯
、
昧
死
再
拜
言
。
臣

竊
聞
、
古
之
賢
主
、
莫
不
求
賢
、
以
為
輔
翼
。
故
黃
帝
得
力
牧
而
為

五
帝
先
、
大
禹
得
咎
繇
而
為
三
王
祖
、
齊
桓
得

子
而
為
五
伯
長
。

今
陛
下
講
于
大
禹
及
高
皇
帝
之
建
豪
英
也
。
退
託
於
不
明
、
以
求
賢

良
、
讓
之
至
也
。
…
…
、
今
臣

等
、
乃
以
臣
錯
充
賦
、
甚
不
稱
明

詔
求
賢
之
意
。
臣
錯
屮
茅
臣
、
亡
識
知
、
昧
死
上
愚
對
曰
、

〈
答
問
〉

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
明
於
國
家
大
體
」。
愚
臣
竊
以
古
之
五

帝
明
之
。
臣
聞
、
五
帝
神
聖
、
其
臣
莫
能
及
、
故
自
親
事
、
…
…
。

此
謂
配
天
地
、
治
國
大
體
之
功
也
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
通
於
人
事
終
始
」。
愚
臣
竊
以
古
之
三

王
明
之
。
臣
聞
、
三
王
臣
主
俱
賢
、
故
合
謀
相
輔
、
…
…
。
此
明
於

人
情
終
始
之
功
也
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
直
言
極
諫
」。
愚
臣
竊
以
五
伯
之
臣
明

之
。
臣
聞
、
五
伯
不
及
其
臣
。
故
屬
之
以
國
、
任
之
以
事
。
…
…
。

此
可
謂
直
言
極
諫
之
士
矣
。
…
…
、
而
使
得
直
言
極
諫
、
補
其
不
逮

之
功
也
。
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　

策
曰
、「
匡
朕
之
不
逮
」。
愚
臣
何
足
以
識
陛
下
之

高
明
、
而
奉
承
之
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
吏
之
不
平
、
政
之
不
宣
、
民
之
不
寧
」。

愚
臣
竊
以
秦
事
明
之
。
臣
聞
、
秦
始
并
天
下
之
時
、
其
主
不
及
三
王
、

而
臣
不
及
其
佐
。
…
…
、
此
吏
不
平
、
政
不
宣
、
民
不
寧
之
禍
也
。

…
…
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
永
惟
朕
之
不
德
」。
愚
臣
不
足
以
當
之
。

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」。
愚
臣
竊
以

策
問
第
一
の
覆
奏

策
問
第
二
の
覆
奏

策
問
第
三
の
覆
奏

策
問
第
四
の
覆
奏

策
問
第
六
の
覆
奏

策
問
第
五
の
覆
奏

策
問
第
七
の
覆
奏

策
問
第
一

策
問
第
二

策
問
第
五

策
問
第
三

策
問
第
六

策
問
第
四

策
問
第
七
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五
帝
之
賢
臣
明
之
。
臣
聞
、
五
帝
其
臣
莫
能
及
。
…
…
。
故
各
當
其

世
而
立
功
德
焉
。
…
…
。
譬
之
猶
五
帝
之
佐
也
。

〈
後
文
〉

　

陛
下
不
自
躬
親
、
而
待
不
望
清
光
之
臣
。
臣
竊
恐
神
明
之
遺
也
。

…
…
。
愚
臣
不
自
度
量
、
竊
為
陛
下
惜
之
。
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚

臣
言
、
唯
陛
下
財
擇
11

。

　

錯
の
対
策
文
書
の
形
式
に
つ
い
て
、
氏
は
「
ま
ず
皇
帝
の
下
す

詔
策
の
全
文
を
掲
げ
る
。
つ
ぎ
に
対
策
で
は
、
前
文
を
置
い
た
後
、

詔
策
を
い
く
つ
か
に
区
分
し
て
、
そ
の
条
文
ご
と
に
回
答
す
る
「
条

奏
」の
形
式
を
と
る
。そ
こ
で
は
、㈠
、該
当
す
る
詔
策
の
条
文
を
一
々

反
復
し
た
上
で
、
対
策
者
の
所
信
を
表
明
す
る
「
覆
奏
」
の
制
度
を

遵
守
し
、
㈡
、「
臣
聞
」
な
ど
の
発
語
を
使
用
し
、
㈢
、
そ
れ
ら
の

対
策
の
末
尾
に
詔
策
に
相
応
す
る
「
小
結
」
を
配
す
。
こ
の
㈠
〜
㈢

を
繰
り
返
し
、
最
後
に
対
策
全
体
を
総
括
す
る
後
文
を
置
く
」
と
説

明
す
る
12

。
そ
の
詔
策
文
と
対
策
文
の
形
式
を
簡
易
に
ま
と
め
る
と

以
下
の
通
り
と
な
る
。

〔
詔
策
〕

　
　
　
〈
前
文
〉 （
親
策
、
策
詔
な
ど
）
惟
□
□
年
□
月
□
□
、
皇
帝

曰
、
…
…
。

　
　
　
〈
策
問
〉
策
問
第
一
…
…
。

　
　
　
　
　
　

策
問
第
二
…
…
。

　
　
　

〈
後
文
〉
諭
旨
（
親
覧
、
著
篇
、
勿
有
所
諱
な
ど
）
…
…
。

〔
対
策
〕

　
　
　

〈
前
文
〉
謙
辞
（
昧
死
上
言
な
ど
）
…
…
。

　
　
　

〈
答
問
〉
策
問
第
一
の
覆
奏
、
詔
策
曰
（
策
曰
）
…
…
。
愚

臣
竊
…
…
、
臣
聞
…
…
、
…
…
。

策
問
第
一
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
（
條
奏
形

式
）。

策
問
第
二
の
覆
奏
、
詔
策
曰
（
策
曰
）
…
…
。
愚

臣
竊
…
…
、
臣
聞
…
…
、
…
…
。

策
問
第
二
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
（
以
下
同

様
の
條
奏
形
式
を
繰
り
返
す
）。

　
　
　

〈
後
文
〉
謙
辞
（
臣
竊
恐
、
臣
愚

な
ど
）
…
…
。
13 

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に

錯
の
対
策
文
書
の
形
式
は
、
前
文
・
答

問
・
後
文
に
乱
れ
た
部
分
が
無
く
、
ま
た
、
條
奏
の
形
式
や
覆
奏
の

制
度
も
遵
守
さ
れ
て
い
る
。
福
井
氏
の
指
摘
の
通
り
、
漢
代
対
策
文

書
の
基
本
形
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、さ
ら
に
『
漢
書
』

中
の

錯
・
公
孫
弘
・
杜
欽
の
対
策
文
書
の
形
式
も
検
証
の
俎
上
に

の
せ
て
、漢
代
対
策
文
書
の
形
式
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

〔
詔
策
〕
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〈
前
文
〉（
親
策
、策
詔
な
ど
）惟
□
□
年
□
月
□
□
、皇
帝
曰
、

…
…
。

　
　
　

〈
策
問
〉（
第
一
・
第
二
…
…
）

　
　
　

〈
後
文
〉
諭
旨
（
親
覧
、
著
篇
、
勿
有
所
諱
な
ど
）。

〔
対
策
〕

　
　
　

〈
前
文
〉
謙
辞
（
昧
死
上
言
な
ど
）

　
　
　

〈
答
問
〉
対
曰
、（
條
奏
）、
…
…
、
策
曰
、

策
問
第
一
の
覆
奏
、
臣
聞
、
…
…
、

策
問
第
一
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
、
策
曰
、

策
問
第
二
の
覆
奏
、
臣
聞
、
…
…
、

策
問
第
二
に
対
す
る
覆
奏
形
式
の
小
結
（
以
下
、

同
様
）

　
　
　

〈
後
文
〉
謙
辞
（
臣
竊
恐
、
臣
愚

な
ど
）
14 

　

こ
の
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
」
に
お
け
る
対
策
文
書
学
の
構
築
と

い
う
成
果
は
、
多
方
面
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
具

体
的
に
は
、一
九
九
七
年
発
表
の
「
董
仲
舒
の
対
策
の
基
礎
的
研
究
」

で
、
董
仲
舒
対
策
の
検
証
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、

第
一
策
か
ら
第
三
策
ま
で
の
詔
策
と
対
策
を
上
下
に
対
照
さ
せ
、
対

策
文
書
学
の
観
点
に
基
づ
き
問
題
点
を
列
挙
し
て
い
る
15

。
第
一
策
・

第
三
策
に
お
け
る
具
体
的
な
検
証
は
次
章
以
降
に
詳
し
く
見
て
い
く

こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
問
題
点
を
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
お
お
よ
そ
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

①　

 

第
一
策
の
答
問
⑴
・
⑹
・
⑺
や
第
三
策
の
答
問
⑷
に
つ
い
て
、

上
段
の
策
問
の
「
空
白
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
応
す

べ
き
武
帝
の
質
問
は
、詔
策
の
文
中
に
一
言
半
句
も
存
在
せ
ず
」

（
三
三
五
頁
）、「
策
問
の
文
中
の
質
問
条
項
を
直
接
復
命
し
て

上
奏
す
る「
覆
奏
」の
制
度
が
全
く
守
ら
れ
て
い
な
い
」（
三
三
六

頁
）。
ま
た
、「
い
ず
れ
も
策
問
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
な
い
題

目
に
対
し
て
、
不
自
然
な
発
言
…
…
の
あ
り
方
は
、
そ
も
そ
も

対
策
本
来
の
形
式
に
乖
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
賢
良
の
察
挙
に

さ
い
し
て
行
わ
れ
た
対
策
の
答
問
と
は
認
め
が
た
い
」（
三
三
六

頁
）
こ
と
。

②　

 

第
三
策
の
答
問
⑷
に
つ
い
て
、「「
臣
仲
舒
の
能
く
及
ぶ
所
に
非

ざ
る
な
り
」と
い
う
筆
法
と
比
較
し
て
、「
民
従
う
所
を
知
ら
ん
」

と
い
う
結
文
は
、
い
か
に
も
中
途
半
端
で
、
対
策
の
掉
尾
を
飾

る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
」（
三
六
三

頁
）
こ
と
。

③　

 

第
一
策
の
⑴
・
⑹
・
⑺
の
「
答
問
は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
「
臣

謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」と
い
う〝
案
語
〞に
よ
っ
て
起
筆
さ
れ
、

「
臣
聞
く
」
と
い
う
対
策
に
必
要
な
発
語
の
二
字
が
使
用
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
答
問
ご
と
に
小
さ
な
結
論
を
示

す
「
小
結
」
に
相
当
す
る
部
分
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
」
こ

と
（
三
三
七
頁
）。「
こ
れ
ら
の
三
條
は
い
ず
れ
も
「
臣
謹
ん
で
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…
…
案
ず
る
に
」
と
し
て
発
言
の
最
初
か
ら
特
定
の
経
書
を
引

用
し
、
そ
れ
に
立
脚
し
て
意
見
を
陳
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
答
問
は
、
漢
代
の
対
策
文
に
は
見
出
し
が
た
い
変
則
的
な

書
式
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
、「
臣
聞
く
」
の
二
字

が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ

か
も
し
れ
な
い
が
、「
臣
聞
く
」
と
「
臣
謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」

と
い
う
二
系
統
の
発
語
句
が
、
同
時
に
重
複
し
て
使
用
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
漢
代
の
対
策
文
書
に
は
存
在
し
な
い
用

例
で
あ
る
」（
三
四
一
頁
）
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

④　

 

次
に
第
二
策
の
問
題
点
に
つ
い
て
。「
夜
郎
・
康
居
」（
三
五
〇

頁
）―「
答
問
⑸
に
登
場
す
る
康
居
の
帰
義
は
、榎
説
に
よ
れ
ば
、

い
か
に
早
く
と
も
元
光
二
年
以
前
に
は
遡
り
得
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
正
反
対
に
、
第
二
点

と
し
て
取
り
上
げ
た
答
問
⑹
に
お
け
る
官
吏
選
抜
の
新
法
は
、

建
元
六
年
以
前
に
提
言
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
の
も
の
で

あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
得
ら
れ
る
結
論
は
、
同
一
の

対
策
内
に
お
い
て
、
年
代
的
に
絶
対
に
両
立
し
な
い
二
種
類
の

発
言
が
、
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
」（
三
五
六
頁
）
と
、
こ
れ

ま
で
の
学
説
を
総
括
す
る
。

⑤　

 

以
上
、
全
三
策
の
文
書
か
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
、
そ
の
性
格
に

関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
、「
疑
問
視
さ
れ
る
対
策
の
文
中
に

は
、
現
「
今
」
を
直
視
し
、
武
帝
や
官
僚
に
対
し
て
忌
憚
の
な

い
批
判
を
浴
び
せ
、
そ
の
暗
鬱
な
世
相
を
剔
出
す
る
言
辞
が
点

綴
し
て
」（
三
六
五
頁
）
お
り
、「
董
仲
舒
の
対
策
の
ば
あ
い
の

よ
う
な
過
激
な
発
言
が
、
武
帝
に
対
し
て
直
接
行
な
わ
れ
た
と

す
る
の
は
、通
常
で
は
と
う
て
い
想
像
し
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
不
自
然
な
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
」（
三
六
七
頁
）
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。

⑥　

 

ま
た
、
こ
う
し
た
推
論
を
基
礎
と
し
て
、
董
仲
舒
対
策
と
「
董

仲
舒
書
」
の
形
成
に
関
し
て
、「
こ
れ
ら
逆
鱗
に
触
れ
る
惧
れ

の
あ
る
問
題
を
含
む
対
策
は
、
…
…
元
来
、
そ
れ
は
董
仲
舒
と

は
全
く
関
係
の
な
い
作
品
で
、
彼
以
外
の
別
人
の
対
策
を
彼
に

仮
託
し
て
、
そ
れ
を
「
董
仲
舒
書
」
に
収
録
し
た
蓋
然
性
も
否

定
で
き
な
い
。「
董
仲
舒
書
」
は
こ
の
よ
う
に
信
頼
し
が
た
い

多
く
の
疑
点
を
含
む
書
物
で
あ
っ
た
。
班
固
は
そ
の
よ
う
な
性

格
の
「
董
仲
舒
書
」
を
粉
本
と
し
て
、『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
を

撰
述
し
た
」（
三
六
七
〜
三
七
八
頁
）
と
疑
惑
を
表
明
さ
れ
る
。

⑦　

 

そ
し
て
最
後
に
、「
全
三
策
が
す
べ
て
董
仲
舒
の
手
筆
に
な
る

対
策
で
は
な
く
、
一
部
は
そ
の
学
派
に
よ
る
後
世
の
附
会
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
不
可
解
で
不
合
理
な
疑
念
が
見
出

さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
し
も
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。

そ
し
て
上
述
の
よ
う
に
董
仲
舒
の
対
策
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
と

い
う
年
代
決
定
が
不
可
能
で
あ
る
の
は
、
た
だ
以
上
の
よ
う
な

結
論
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
了
解
し
得
る
こ
と
な
の
で
あ
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る
」（
三
七
八
頁
）
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

以
上
が
、
福
井
氏
の
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
に
関
す
る

研
究
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
文
④
の
第
二
策
の
「
夜
郎
・
康
居
」
の
疑
義
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
も
諸
先
学
が
議
論
を
重
ね
て
き
た
た
め
、
贅
言
を
要
し
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
筆
者
は
、
浅
野
裕
一
氏
が
言
わ
れ
る
よ

う
な
衍
字
・
衍
文
説
を
妥
当
と
考
え
て
い
る
16

。
し
か
し
、
ど
ち
ら

に
せ
よ
、
こ
の
議
論
は
字
句
の
有
無
を
主
題
と
す
る
も
の
な
の
で
、

完
全
な
決
着
を
見
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
状
で
は
、
対
策
に

お
け
る
未
解
決
の
問
題
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
定
説
の

通
り
、
第
二
策
は
資
料
的
に
や
や
時
代
が
下
っ
た
も
の
で
、
第
一
策

と
第
三
策
と
は
別
の
対
策
文
書
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ

う
。
本
稿
の
検
討
課
題
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

目
を
移
し
て
、
福
井
氏
の
提
唱
す
る
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒

対
策
の
検
証
の
部
分
に
つ
い
て
、
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

「
漢
代
対
策
文
書
の
研
究
」
を
中
心
に
、

錯
の
対
策
文
書
を
基
準

に
漢
代
の
対
策
文
書
の
形
式
を
規
定
し
、
董
仲
舒
対
策
に
お
い
て
も

対
策
文
書
の
形
式
に
着
目
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
序
言
で
述

べ
た
と
お
り
、
そ
の
真
偽
を
判
定
す
る
方
法
論
と
な
り
う
る
可
能
性

を
秘
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
想
力
・
発
想
の
精
緻
さ
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
い
に
評
価
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
文
①
〜
③
ま
で
が
漢
代
対
策
文
書
の
形
式
を
踏
ま
え
た
文

書
学
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
文
献
批
判
の
後
に
結
論
を
導

き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
文
献
批
判
的
な
考
察
を
も

と
に
、
文
⑤
〜
⑦
で
は
、
董
仲
舒
対
策
と
「
董
仲
舒
書
」
の
形
成
と

そ
こ
か
ら
剔
出
さ
れ
た
疑
義
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
、
と
い
う
構

成
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
文
⑤
〜
⑦
の
後
半
部
分
は
、
前
半
部
分
の
文
書
学
の
文

献
批
判
の
結
果
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
の
董
仲
舒
対
策

の
主
要
な
検
証
部
分
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
そ
の
①
〜
③
の
文
書
学

研
究
の
部
分
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

序
言
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
福
井
氏
の
結
論
に
頷
く
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
対
策
文
書
学
に
よ

る
董
仲
舒
対
策
の
検
証
方
法
の
妥
当
性
に
対
す
る
疑
問
が
あ
る
。

　

こ
れ
以
降
、
福
井
氏
の
対
策
文
書
学
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
に
つ
い

て
、
董
仲
舒
対
策
の
段
落
の
対
応
と
対
策
文
書
の
用
語
の
問
題
に
分

類
し
、
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
次
章
で
は
、
ま
ず
董

仲
舒
対
策
の
第
一
策
の
段
落
対
応
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

と
し
た
い
。

二
、
董
仲
舒
対
策
・
第
一
策
の
段
落
問
題
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
、
董
仲
舒
対
策
文
書
の
段
落
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
が
、
こ
う
し
た
董
仲
舒
対
策
に
お
け
る
段
落

の
対
応
の
確
認
に
つ
い
て
、
浅
野
裕
一
氏
の
「
董
仲
舒
・
天
人
対
策
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の
再
検
討
」
は
有
効
と
考
え
ら
れ
る
17

。

　

な
ぜ
な
ら
、
浅
野
氏
の
論
考
は
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
対
策

文
書
学
の
観
点
を
備
え
て
は
い
な
い
も
の
の
、
武
帝
の
詔
策
に
逐
一

対
応
さ
せ
る
形
で
、
董
仲
舒
の
対
策
の
要
点
を
掲
げ
て
お
り
、
福
井

氏
と
筆
者
の
説
の
ど
ち
ら
に
も
与
さ
な
い
、
中
間
的
な
第
三
者
と
し

て
、
客
観
的
な
視
点
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

董
仲
舒
対
策
に
お
け
る
段
落
の
対
応
の
確
認
に
つ
い
て
、
最
も
大

切
な
問
題
意
識
は
、
客
観
性
の
保
持
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者

が
客
観
に
徹
し
て
本
文
批
判
的
な
方
法
論
で
検
証
を
行
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
中
に
は
、
印
象
批
判
的
な
要
素
が
強
い
部
分
や
我
田
引
水

的
な
議
論
が
生
ず
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

福
井
氏
と
筆
者
の
意
見
だ
け
で
は
、
ど
う
し
て
も
両
論
が
対
峙
す
る

だ
け
に
終
わ
り
、
議
論
が
水
掛
け
論
に
終
始
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、第
三
者
の
意
見
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
う
し
た
危
険
性
は
格
段
に
低
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
以
降
の
検
討
で
は
、
随
時
、
浅
野
氏
の
詔
策
と
対
策
の
段

落
対
応
も
参
照
す
る
が
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
意
味
の

上
か
ら
の
段
落
対
応
の
確
認
と
、
対
策
文
書
学
で
最
も
重
視
さ
れ
て

い
る
形
式
上
の
段
落
対
応
の
確
認
の
二
点
が
必
要
な
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
以
下
の
検
証
で
は
、
福
井
氏
・
浅
野
氏
・

筆
者
の
段
落
対
応
を
並
べ
て
挙
げ
、
説
明
を
加
え
て
い
き
た
い
。
な

お
、以
下
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
に
つ
い
て
は
筆
者
の
考
察
に
よ
り
、

⑴
⑵
な
ど
の
数
字
は
、
福
井
氏
が
設
定
し
た
段
落
番
号
を
、
①
②
な

ど
の
数
字
は
、
浅
野
氏
が
設
定
し
た
段
落
番
号
を
示
し
て
い
る
。
筆

者
の
段
落
に
も
便
宜
上
、
福
井
氏
と
同
様
の
番
号
を
振
っ
て
お
く
こ

と
と
す
る
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
一
）

〔
詔
策
〕

⑴
（
欠
）

⑵
蓋
聞
五
帝
三
王
之
道
、
改
制
作
樂
而
天
下
洽
和
、
百
王
同
之
。
當

虞
氏
之
樂
莫
盛
於
韶
、
於
周
莫
盛
於
勺
。
聖
王
已
沒
、
鐘
鼓

絃
之

聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
。
陵
夷
至

桀
紂
之
行
、
王
道
大
壞
矣
。

〔
対
策
〕

⑴
臣
謹
案
春
秋
之
中
、
視
前
世
已
行
之
事
、
以
觀
天
人
相
與
之
際
、

甚
可
畏
也
。
國
家
將
有
失
道
之
敗
、
而
天
乃
先
出
災
害
以
譴
告
之
。

…
…
彊
勉
行
道
、
則
德
日
起
而
大
有
功
。
此
皆
可
使
還
至
而
有
效
者

也
。
詩
曰
「
夙
夜
匪
解
」、
書
云
「
茂
哉
茂
哉
」。
皆
彊
勉
之
謂
也
。

⑵
道
者
、
所
繇
適
於
治
之
路
也
、
仁
義
禮
樂
皆
其
具
也
。
故
聖
王
已

沒
、
而
子
孫
長
久
安
寧
數
百
歲
、
此
皆
禮
樂
教
化
之
功
也
。
…
…
故

王
道
雖
微
缺
、
而

絃
之
聲
未
衰
也
。
夫
虞
氏
之
不
為
政
久
矣
、
然

而
樂
頌
遺
風
猶
有
存
者
、
是
以
孔
子
在
齊
而
聞
韶
也
。（『
漢
書
』
董

仲
舒
伝
）
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福
井
氏
の
第
一
策
の
こ
の
部
分
の
段
落
分
割
は
、
荀
悦
『
漢
紀
』

巻
十
一
に
従
い
、
荀
悦
が
「
皆
な
彊
勉
の
謂
な
り
」
ま
で
を
第
一
段

落
と
理
解
し
て
区
分
し
て
い
た
と
し
、
第
一
策
の
対
策
の
段
落
を
⑴

と
⑵
に
分
割
し
、
第
一
策
の
対
策
の
段
落
⑴
に
相
当
す
る
詔
策
が
無

い
と
見
な
し
て
い
る
。

　

段
落
⑵
の
対
策
の
答
問
に
お
い
て
は
、
詔
策
の
傍
線
「
鐘
鼓
・

絃
の
聲
、
未
だ
衰
え
ず
、
而
る
に
大
道
、
微
缺
陵
夷
す
（
鐘
鼓

絃

之
聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
陵
夷
）」
を
一
部
引
用
し
、「
故
に
王
道
、

微
缺
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も

絃
の
聲
、
未
だ
衰
え
ざ
る
な
り
（
故

王
道
雖
微
缺
、
而

絃
之
聲
未
衰
也
）」
と
文
を
結
ぶ
、「
小
結
」
と

い
う
体
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。

　

な
お
、「
臣
謹
ん
で
案
ず
る
に
…
」
の
文
書
用
語
に
つ
い
て
も
、

氏
が
問
題
視
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
段
落
の
対
応
に
集
中

す
る
た
め
、
の
ち
の
第
四
章
で
論
及
し
た
い
。

　

次
に
、
浅
野
氏
の
段
落
対
応
を
見
て
い
こ
う
。

【
浅
野
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
一
）

〔
詔
策
〕

① 

蓋
聞
、
五
帝
三
王
之
道
、
改
制
作
樂
而
天
下
洽
和
、
百
王
同
之
。

當
虞
氏
之
樂
莫
盛
於
韶
、
於
周
莫
盛
於
勺
。
聖
王
已
沒
、
鐘
鼓

絃
之
聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
、
陵
夷
至

桀
紂
之
行
、
王
道
大
壞

矣
。
夫
五
百
年
之
間
、
守
文
之
君
、
當
塗
之
士
、
欲
則
先
王
之
法

以
戴
翼
其
世
者
甚
衆
。然
猶
不
能
反
、日
以
仆
滅
、至
後
王
而
後
止
。

豈
其
所
持
操
或

繆
而
失
其
統
與
、
固
天
降
命
不
可
復
反
、
必
推

之
於
大
衰
而
後
息
與
。

〔
対
策
〕

‘
① 

臣
謹
案
春
秋
之
中
、
視
前
世
已
行
之
事
、
以
觀
天
人
相
與
之
際
、

甚
可
畏
也
。
國
家
將
有
失
道
之
敗
、
而
天
乃
先
出
災
害
以
譴
告

之
。
不
知
自
省
、
又
出
怪
異
以
警
懼
之
。
尚
不
知
變
、
而
傷
敗

乃
至
。
以
此
見
天
心
之
仁
愛
人
君
而
欲
止
其
亂
也
。
自
非
大
亡

道
之
世
者
、
天
盡
欲
扶
持
而
全
安
之
。
事
在
彊
勉
而
已
矣
。

〝
① 

道
者
所
繇
適
於
治
之
路
也
。（
中
略
）
夫
人
君
莫
不
欲
安
存
而

惡
危
亡
、
然
而
政
亂
國
危
者
甚
衆
。
所
任
者
非
其
人
、
而
所
繇

者
非
其
道
。
是
以
政
日
以
仆
滅
也
。（
中
略
）
故
治
亂
廢
興
在

於
己
。
非
天
降
命
不
可
得
反
、其
所
操
持

謬
失
其
統
也
。（『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
）

　

浅
野
氏
は
、第
一
策
の
詔
策
の
段
落
①
を
「
蓋
聞
五
帝
三
王
之
道
」

か
ら
「
必
推
之
於
大
衰
而
後
息
與
」
ま
で
と
見
な
す
。
第
一
策
の
詔

策
の
段
落
①
を
も
っ
と
幅
広
く
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
氏
の
所
論

の
目
的
で
あ
る
武
帝
の
詔
策
に
董
仲
舒
が
追
従
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
に
、
意
味
の
対
応
を
も
っ
と
も
重
ん
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
、
詔
策
と
対
策
の
対
応
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
明
ら
か
に

福
井
氏
と
異
な
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
点
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
る

詔
策
と
対
策
の
対
応
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
筆
者
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
一
）

〔
詔
策
〕

⑴
蓋
聞
五
帝
三
王
之
道
、
改
制
作
樂
而
天
下
洽
和
、
百
王
同
之
。
當

虞
氏
之
樂
莫
盛
於
韶
、
於
周
莫
盛
於
勺
。
聖
王
已
沒
、
鐘
鼓

絃
之

聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
。
陵
夷
至

桀
紂
之
行
、
王
道
大
壞
矣
。

〔
対
策
〕

⑴ 

臣
謹
案
春
秋
之
中
、
視
前
世
已
行
之
事
、
以
觀
天
人
相
與
之
際
、

甚
可
畏
也
。
國
家
將
有
失
道
之
敗
、而
天
乃
先
出
災
害
以
譴
告
之
。

…
…
彊
勉
行
道
、
則
德
日
起
而
大
有
功
。
此
皆
可
使
還
至
而
有
效

者
也
。
詩
曰「
夙
夜
匪
解
」、書
云「
茂
哉
茂
哉
」。
皆
彊
勉
之
謂
也
。

道
者
、
所
繇
適
於
治
之
路
也
、
仁
義
禮
樂
皆
其
具
也
。
故
聖
王
已

沒
、
而
子
孫
長
久
安
寧
數
百
歲
、
此
皆
禮
樂
教
化
之
功
也
。
…
…

故
王
道
雖
微
缺
、而

絃
之
聲
未
衰
也
。
夫
虞
氏
之
不
為
政
久
矣
、

然
而
樂
頌
遺
風
猶
有
存
者
、是
以
孔
子
在
齊
而
聞
韶
也
。（『
漢
書
』

董
仲
舒
伝
）

　

筆
者
は
、
福
井
氏
が
設
定
し
て
い
る
第
一
策
の
詔
策
の
段
落
⑵
に

対
応
す
る
対
策
の
「
道
者
」
〜
「
是
以
孔
子
在
齊
而
聞
韶
也
」
の
部

分
は
、
第
一
策
の
対
策
の
段
落
⑴
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
本
文
に
波
線
で
示
す
よ
う
に
、
本
詔
策
に
お
い
て
武
帝
は
、

五
帝
・
三
王
の
道
と
楽
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
董

仲
舒
は
、
対
策
に
お
い
て
、
ま
ず
天
人
と
道
に
つ
い
て
述
べ
、
の
ち

に
道
と
楽
に
言
及
す
る
形
式
で
対
策
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
、
意
味

の
上
か
ら
、
そ
れ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
段
落
分
け
で
あ
っ
て
も
福
井
氏
が
指
摘
し
て
い
た
対

策
の
文
章
に
詔
策
の
傍
線
「
鐘
鼓

絃
之
聲
未
衰
、
而
大
道
微
缺
」

を
一
部
引
用
し
、「
故
王
道
雖
微
缺
、
而

絃
之
聲
未
衰
也
」
と
文

を
結
ぶ
「
小
結
」
の
体
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
点

に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
対
策
文
書
学
で
強
調
さ
れ
て
い
る
段
落

の
形
式
の
観
点
か
ら
も
、
こ
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
で
あ
れ
ば
問
題

点
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
福
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
段
落
の
覆
奏
の
形
式
や

「
臣
聞
」
の
字
句
の
欠
如
な
ど
、い
く
つ
か
の
不
備
が
存
在
す
る
が
、

そ
の
う
ち
、
対
策
の
段
落
⑴
・
⑹
・
⑺
の
「
答
問
は
い
ず
れ
も
共
通

し
て
「
臣
謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」
と
い
う
〝
案
語
〞
に
よ
っ
て
起

筆
さ
れ
、「
臣
聞
く
」
と
い
う
対
策
に
必
要
な
発
語
の
二
字
が
使
用

さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
、
そ
の
通
り

で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
段
（
本
稿
四
章
）
に
お
い

て
論
究
す
る
。
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次
に
、
第
一
策
の
後
半
部
分
の
段
落
対
応
を
見
て
い
く
こ
と
と
し

よ
う
。
こ
こ
で
は
、
福
井
氏
・
浅
野
氏
・
筆
者
の
段
落
対
応
を
列
挙

し
て
か
ら
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
二
）

〔
詔
策
〕

⑹
（
欠
）

⑺
（
欠
）

⑻
伊
欲
風
流
而
令
行
、
刑
輕
而
姦
改
、
百
姓
和
樂
、
政
事
宣
昭
、
何

脩
何
飭
而
膏
露
降
、
百
穀
登
、
德
潤
四
海
、
澤
臻
屮
木
、 

三
光
全
、

寒
暑
平
、
受
天
之
祜
、
享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施

方
外
、
延

及
羣
生
。

〔
対
策
〕

⑹
臣
謹
案
春
秋
之
文
、
求
王
道
之
端
、
得
之
於
正
。
…
…
天
道
之
大

者
在
陰
陽
。
陽
為
德
、陰
為
刑
。
…
…
以
此
見
天
之
任
德
不
任
刑
也
。

…
…
虐
政
用
於
下
、
而
欲
德
教
之
被
四
海
、
故
難
成
也
。

⑺
臣
謹
案
春
秋
謂
一
元
之
意
、
一
者
萬
物
之
所
從
始
也
、
元
者
辭
之

所
謂
大
也
。
…
…
故
為
人
君
者
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以
正
百

官
、
正
百
官
以
正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四
方
、
四
方
正
、
遠
近
莫
敢

不
壹
於
正
、
而
亡
有
邪
氣
奸
其
間
者
。
是
以
陰
陽
調
而
風
雨
時
、
羣

生
和
而
萬
民
殖
、
五
穀
孰
而
屮
木
茂
、
天
地
之
間
被
潤
澤
而
大
豐
美
、

四
海
之
內
聞
盛
德
而
皆
徠
臣
、
諸
福
之
物
、
可
致
之
祥
、
莫
不
畢
至
、

而
王
道
終
矣
。
…
…
。

⑻
夫
仁
誼
禮
知
信
五
常
之
道
、
王
者
所
當
脩
飭
也
。
五
者
脩
飭
、
故

受
天
之
祐
、
而
享
鬼
神
之
靈
、
德
施
于
方
外
、
延
及
羣
生
也
。（『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
）

【
浅
野
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
二
）

〔
詔
策
〕

⑥ 

伊
欲
風
流
而
令
行
、
刑
輕
而
姦
改
、
百
姓
和
樂
、
政
事
宣
昭
。
何

脩
何
飭
而
膏
露
降
、
百
穀
登
、
德
潤
四
海
、
澤
臻
魇
木
、
三
光
全
、

寒
暑
平
、
受
天
之
祜
、
享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施

方
外
、

延
及
羣
生
。

〔
対
策
〕

‘
⑥ 

天
道
之
大
者
在
陰
陽
、
陽
為
德
、
陰
為
刑
。
刑
主
殺
而
德
主
生
。

是
故
陽
常
居
大
夏
、
而
以
生
育
養
長
為
事
。
陰
常
居
大
冬
、
而

積
於
空
虛
不
用
之
處
。
以
此
見
天
之
任
德
不
任
刑
也
。（
中
略
）

此
天
意
也
。
王
者
承
天
意
以
從
事
。
故
任
德
教
而
不
任
刑
。（
中

略
）
今
廢
先
王
德
教
之
官
、
而
獨
任
執
法
之
吏
治
民
、
毋
乃

任
刑
之
意
與
。（
中
略
）
虐
政
用
於
下
、
而
欲
德
教
之
被
四
海
。

故
難
成
也
。

‘
⑥ 
為
人
君
者
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以
正
百
官
、
正
百
官
以

正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四
方
。
四
方
正
、
遠
近
莫
敢
不
壹
於
正
、
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而
亡
有
邪
氣
奸
其
間
者
。
是
以
陰
陽
調
而
風
雨
時
、
羣
生
和
而

萬
民
殖
、
五
穀
孰
而

木
茂
、
天
地
之
間
被
潤
澤
而
大
豐
美
。

四
海
之
內
聞
盛
德
而
皆
徠
臣
。
諸
福
之
物
、
可
致
之
祥
、
莫
不

畢
至
、
而
王
道
終
矣
。

‘
⑥ 

古
之
王
者
明
於
此
。
是
故
南
面
而
治
天
下
、
莫
不
以
教
化
為
大

務
。
立
大
學
以
教
於
國
、
設
庠
序
以
化
於
邑
。
漸
民
以
仁
、
摩

民
以
誼
、
節
民
以
禮
。
故
其
刑
罰
甚
輕
而
禁
不
犯
者
、
教
化
行

而
習
俗
美
也
。

‘
⑥ 

漢
得
天
下
以
來
、
常
欲
善
治
而
至
今
不
可
善
治
者
、
失
之
於
當

更
化
而
不
更
化
也
。（
中
略
）
今
臨
政
而
願
治
七
十
餘
歲
矣
、

不
如
退
而
更
化
。
更
化
則
可
善
治
。
善
治
則
災
害
日
去
、
福
祿

日
來
。（
中
略
）
夫
仁
誼
禮
知
信
五
常
之
道
、
王
者
所
當
脩
飭

也
。
五
者
脩
飭
、
故
受
天
之
祐
、
而
享
鬼
神
之
靈
、
德
施
于
方

外
、
延
及
羣
生
也
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

【
筆
者
の
段
落
対
応
】

 

第
一
策
（
そ
の
二
）

〔
詔
策
〕

⑹ 

伊
欲
風
流
而
令
行
、
刑
輕
而
姦
改
、
百
姓
和
樂
、
政
事
宣
昭
、
何

脩
何
飭
而
膏
露
降
、
百
穀
登
、
德
潤
四
海
、
澤
臻
屮
木
、 

三
光
全
、

寒
暑
平
、
受
天
之
祜
、
享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施

方
外
、

延
及
羣
生
。

〔
対
策
〕

⑹ 

臣
謹
案
春
秋
之
文
、
求
王
道
之
端
、
得
之
於
正
。
…
…
天
道
之
大

者
在
陰
陽
。
陽
為
德
、
陰
為
刑
。
…
…
以
此
見
天
之
任
德
不
任
刑

也
。
…
…
虐
政
用
於
下
、
而
欲
德
教
之
被
四
海
、
故
難
成
也
。

　

 　

臣
謹
案
春
秋
謂
一
元
之
意
、
一
者
萬
物
之
所
從
始
也
、
元
者
辭

之
所
謂
大
也
。
…
…
故
為
人
君
者
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以

正
百
官
、
正
百
官
以
正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四
方
、
四
方
正
、
遠

近
莫
敢
不
壹
於
正
、
而
亡
有
邪
氣
奸
其
間
者
。
是
以
陰
陽
調
而
風

雨
時
、
羣
生
和
而
萬
民
殖
、
五
穀
孰
而
屮
木
茂
、
天
地
之
間
被
潤

澤
而
大
豐
美
、
四
海
之
內
聞
盛
德
而
皆
徠
臣
、
諸
福
之
物
、
可
致

之
祥
、
莫
不
畢
至
、
而
王
道
終
矣
。
…
…
。

　

 　

夫
仁
誼
禮
知
信
五
常
之
道
、
王
者
所
當
脩
飭
也
。
五
者
脩
飭
、

故
受
天
之
祐
、而
享
鬼
神
之
靈
、德
施
于
方
外
、延
及
羣
生
也
。（『
漢

書
』
董
仲
舒
伝
）

　

こ
こ
で
も
福
井
氏
は
、
第
一
策
の
対
策
段
落
⑹
・
⑺
に
相
当
す
る

詔
策
が
無
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
意
味
上
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
本
文
に
波
線
で
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
本
詔
策
で
武
帝
は
、
後
に
「
子
大
夫
明
先
聖
之
業
、
習

俗
化
之
變
、
終
始
之
序
」
と
発
言
し
て
い
る
通
り
、
ど
の
よ
う
に
刑

や
徳
を
修
め
れ
ば
、
風
俗
が
教
化
さ
れ
、
終
始
の
順
序
に
通
ず
る
こ

と
が
出
来
る
の
か
を
質
し
、
そ
れ
に
対
し
て
董
仲
舒
は
、
刑
・
徳
な
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ど
の
表
層
的
な
質
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
陰
陽
や
天
・
道
か
ら

論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
終
始
の
序
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
。
つ
ま

り
、
詔
策
と
対
策
の
文
脈
な
ど
意
味
上
の
対
応
か
ら
見
れ
ば
、
福
井

氏
が
示
す
第
一
策
の
詔
策
段
落
⑻
は
、
対
策
段
落
⑹
・
⑺
・
⑻
に
対

応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
浅
野
氏

と
筆
者
が
設
定
し
た
意
味
上
の
段
落
の
対
応
が
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

点
に
も
注
目
す
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
が
、
福
井
氏
の
示
す
詔
策
の
対

応
は
、
文
意
の
上
か
ら
見
て
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

次
に
、
対
策
文
書
学
の
面
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。「
そ
し
て
そ
こ

に
は
答
問
ご
と
に
小
さ
な
結
論
を
示
す
「
小
結
」
に
相
当
す
る
部
分

が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
」
と
の
福
井
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は
18

、

氏
が
示
す
第
一
策
の
詔
策
段
落
⑻
が
、
対
策
段
落
⑹
・
⑺
・
⑻
に
対

応
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
小
結
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
対
策
の
文
章
で
は
、
詔
策
の
傍
線
部
「
受
天
之
祜
、

享
鬼
神
之
靈
、
德
澤
洋
溢
、
施

方
外
、
延
及
羣
生
」
を
引
用
し
て
、

「
故
に
天
の
祐
を
受
け
、
而
し
て
鬼
神
の
靈
を
享
け
、
德
を
方
外
に

施
し
、
羣
生
に
延
べ
及
ぶ
な
り
（
故
受
天
之
祐
、
而
享
鬼
神
之
靈
、

德
施
于
方
外
、延
及
羣
生
也
）」
と
文
を
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
「
小

結
」
に
あ
た
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
文

書
学
の
観
点
か
ら
も
対
策
の
形
式
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
て
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

三
、
董
仲
舒
対
策
・
第
三
策
の
段
落
問
題
に
つ
い
て

　

次
に
、
董
仲
舒
対
策
・
第
三
策
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
こ
こ
で
も
、
ま
ず
、
福
井
氏
・
浅
野
氏
・
筆
者
の
段
落
対
応
を

挙
げ
て
か
ら
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
三
策

〔
詔
策
〕

⑷
（
欠
）

〈
後
文
〉
今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
、
其
悉
之

究
之
、
孰
之
復
之
。

〔
対
策
〕

⑷
然
而
臣
竊
有
怪
者
。
夫
古
之
天
下
亦
今
之
天
下
、
今
之
天
下
亦
古

之
天
下
、
共
是
天
下
、
古
以
大
治
、
…
…
以
古
準
今
、
壹
何
不
相
逮

之
遠
也
。
安
所
繆

而
陵
夷
若
是
。
意
者
有
所
失
於
古
之
道
與
。
有

所
詭
於
天
之
理
與
。
試
迹
之
於
古
、
返
之
於
天
、
黨
可
得
見
乎
。
夫

天
亦
有
所
分
予
、
予
之
齒
者
去
其
角
、
傅
其
翼
者
兩
其
足
、
是
所
受

大
者
不
得
取
小
也
。
古
之
所
予
祿
者
、
不
食
於
力
、
不
動
於
末
、
是

亦
受
大
者
不
得
取
小
、
與
天
同
意
者
也
。
…
…
故
受
祿
之
家
、
食
祿

而
已
、
不
與
民
爭
業
、
然
後
利
可
均
布
、
而
民
可
家
足
。
此
上
天
之

理
、
而
亦
太
古
之
道
、
天
子
之
所
宜
法
以
為
制
、
大
夫
之
所
當
循
以
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為
行
也
。
…
…
春
秋
大
一
統
者
、
天
地
之
常
經
、
古
今
之
通
誼
也
。

今
師
異
道
、
人
異
論
、
百
家
殊
方
、
指
意
不
同
、
是
以
上
亡
以
持
一

統
。
法
制
數
變
、
下
不
知
所
守
。
臣
愚
以
為
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子

之
術
者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使
並
進
。
邪
辟
之
說
滅
息
、
然
後
統
紀
可

一
而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

【
浅
野
氏
の
段
落
対
応
】

 

第
三
策

〔
詔
策
〕

④ 

今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
。
其
悉
之
究
之
、

孰
之
復
之
。

〔
対
策
〕

④ 

夫
天
亦
有
所
分
予
。
予
之
齒
者
去
其
角
、
傅
其
翼
者
兩
其
足
。
是

所
受
大
者
不
得
取
小
也
。
古
之
所
予
祿
者
、
不
食
於
力
、
不
動
於

末
、
是
亦
受
大
者
不
得
取
小
、
與
天
同
意
者
也
。（
中
略
）
身
寵

而
載
高
位
、
家
溫
而
食
厚
祿
、
因
乘
富
貴
之
資
力
、
以
與
民
爭
利

於
下
、
民
安
能
如
之
哉
。
是
故
衆
其
奴
婢
、
多
其
牛
羊
、
廣
其
田

宅
、
博
其
產
業
、
畜
其
積
委
、
務
此
而
亡
已
、
以
迫

民
。（
中
略
）

故
受
祿
之
家
、
食
祿
而
已
、
不
與
民
爭
業
、
然
後
利
可
均
布
、
而

民
可
家
足
。
此
上
天
之
理
、
而
亦
太
古
之
道
。
天
子
之
所
宜
法
以

為
制
、
大
夫
之
所
當
循
以
為
行
也
。

④ 

春
秋
大
一
統
者
、
天
地
之
常
經
、
古
今
之
通
誼
也
。
今
師
異
道
、

人
異
論
、
百
家
殊
方
、
指
意
不
同
。
是
以
上
亡
以
持
一
統
、
法
制

數
變
、
下
不
知
所
守
。
臣
愚
以
為
、
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子
之
術

者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使
並
進
、
邪
辟
之
說
滅
息
。
然
後
統
紀
可
一

而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

【
著
者
の
段
落
対
応
】

 

第
三
策

〔
詔
策
〕

⑷ 

今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
、
其
悉
之
究
之
、

孰
之
復
之
。

〔
対
策
〕

⑷
然
而
臣
竊
有
怪
者
。
夫
古
之
天
下
亦
今
之
天
下
、
今
之
天
下
亦
古

之
天
下
、
共
是
天
下
、
古
以
大
治
、
…
…
以
古
準
今
、
壹
何
不
相
逮

之
遠
也
。
安
所
繆

而
陵
夷
若
是
。
意
者
有
所
失
於
古
之
道
與
。
有

所
詭
於
天
之
理
與
。
試
迹
之
於
古
、
返
之
於
天
、
黨
可
得
見
乎
。
夫

天
亦
有
所
分
予
、
予
之
齒
者
去
其
角
、
傅
其
翼
者
兩
其
足
、
是
所
受

大
者
不
得
取
小
也
。
古
之
所
予
祿
者
、
不
食
於
力
、
不
動
於
末
、
是

亦
受
大
者
不
得
取
小
、
與
天
同
意
者
也
。
…
…
故
受
祿
之
家
、
食
祿

而
已
、
不
與
民
爭
業
、
然
後
利
可
均
布
、
而
民
可
家
足
。
此
上
天
之

理
、
而
亦
太
古
之
道
、
天
子
之
所
宜
法
以
為
制
、
大
夫
之
所
當
循
以

為
行
也
。
…
…
春
秋
大
一
統
者
、
天
地
之
常
經
、
古
今
之
通
誼
也
。

今
師
異
道
、
人
異
論
、
百
家
殊
方
、
指
意
不
同
、
是
以
上
亡
以
持
一

‘‘
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統
。
法
制
數
變
、
下
不
知
所
守
。
臣
愚
以
為
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子

之
術
者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使
並
進
。
邪
辟
之
說
滅
息
、
然
後
統
紀
可

一
而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

　

福
井
氏
は
、
第
三
策
の
対
策
段
落
⑷
に
相
当
す
る
詔
策
が
無
い
と

す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
浅
野
氏
と
筆
者
の
段
落
の
対
応
は
意
味

上
か
ら
も
、ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、福
井
氏
の
段
落
対
応
の
み
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
筆
者
の
観
点
に
よ
る
と
、
こ
の
問
題
の
核
心
に
つ
い
て
は
福

井
氏
が
〈
後
文
〉
に
置
い
た
「
今
子
大
夫
既
已
著
大
道
之
極
、
陳
治

亂
之
端
矣
、
其
悉
之
究
之
、
孰
之
復
之
」
の
文
章
が
、
こ
の
対
策
部

分
に
対
応
す
る
詔
策
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
福
井
氏
独
特
の
段
落
対
応
に
つ
い
て
は
、
氏
の
文
章
で
言
及

し
て
い
る
部
分
が
あ
ま
り
無
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
回
答
は
福
井
氏

が
提
唱
し
て
い
る
対
策
文
書
学
に
お
い
て
漢
代
対
策
文
の
基
本
形
と

あ
る

錯
の
対
策
文
の
中
に
発
見
し
う
る
。

　

董
仲
舒
対
策
・
第
三
策
の
詔
策
の
末
尾
に
は
、「
其
悉
之
究
之
、

孰
之
復
之
」
と
あ
る
。
こ
れ
は

錯
の
対
策
文
に
あ
る
最
後
の
詔
策

の
「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」
と
ほ
ぼ
同
種
の
言
辞
に
他
な
ら
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
福
井
氏
が
設
定
し
た
段

落
の
対
応
で
あ
る
。
以
下
に
確
認
し
た
い
。

【
福
井
氏
の
段
落
対
応
】

 

錯
対
策

〔
詔
策
〕

　
　
　
　

 

悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
。

〈
後
文
〉

上
以
薦
先
帝
之
宗
廟
、下
以
興
愚
民
之
休
利
。著
之
于
篇
、朕
親
覽
焉
。

…
…
、
大
夫
其
正
論
、
毋
枉
執
事
。
烏

戒
之
。
二
三
大
夫
、
其
帥

志
毋
怠
。

〔
対
策
〕

　
　
　
　
　
　
　

 

詔
策
曰
、「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」。
愚
臣
竊

以
五
帝
之
賢
臣
明
之
。
臣
聞
、
五
帝
其
臣
莫
能
及
。
…
…
。
故
各
當

其
世
而
立
功
德
焉
。
…
…
。
譬
之
猶
五
帝
之
佐
也
。

〈
後
文
〉

　

陛
下
不
自
躬
親
、
而
待
不
望
清
光
之
臣
。
臣
竊
恐
神
明
之
遺
也
。

…
…
。
愚
臣
不
自
度
量
、
竊
為
陛
下
惜
之
。
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚

臣
言
、
唯
陛
下
財
擇
。（『
漢
書
』

錯
伝
）

　

策
問
の
第
七
の
「
悉
陳
甚
志
、
母
有
所
隱
」
に
つ
い
て
、

錯
は

覆
奏
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
大
枠
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
同
意

見
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
る
段
落
対
応
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

策
問
第
七
の
覆
奏

策
問
第
七
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【
筆
者
の
段
落
対
応
】

 
錯
対
策

〔
詔
策
〕

　
　
　
　

 
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
。

〈
後
文
〉

上
以
薦
先
帝
之
宗
廟
、下
以
興
愚
民
之
休
利
。著
之
于
篇
、朕
親
覽
焉
。

…
…
、
大
夫
其
正
論
、
毋
枉
執
事
。
烏

戒
之
。
二
三
大
夫
、
其
帥

志
毋
怠
。

〔
対
策
〕

　
　
　
　
　
　
　

詔
策
曰
、「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」、
愚
臣
竊
以

五
帝
之
賢
臣
明
之
。
臣
聞
五
帝
其
臣
莫
能
及
、
則
自
親
之
。
三
王
臣

主
俱
賢
、
則
共
憂
之
。
五
伯
不
及
其
臣
、
則
任
使
之
。
此
所
以
神
明

不
遺
、
而
聖
賢
不
廢
也
、
故
各
當
其
世
而
立
功
德
焉
。
傳
曰
「
往
者

不
可
及
、
來
者
猶
可
待
、
能
明
其
世
者
謂
之
天
子
」、
此
之
謂
也
。

竊
聞
戰
不
勝
者
易
其
地
、民
貧
窮
者
變
其
業
。
今
以
陛
下
神
明
德
厚
、

資
財
不
下
五
帝
、
臨
制
天
下
、
至
今
十
有
六
年
、
民
不
益
富
、
盜
賊

不
衰
、
邊
竟
未
安
、
其
所
以
然
、
意
者
陛
下
未
之
躬
親
、
而
待
羣
臣

也
。
今
執
事
之
臣
皆
天
下
之
選
已
、
然
莫
能
望
陛
下
清
光
、
譬
之
猶

五
帝
之
佐
也
。
陛
下
不
自
躬
親
、
而
待
不
望
清
光
之
臣
、
臣
竊
恐
神

明
之
遺
也
。
日
損
一
日
、
歲
亡
一
歲
、
日
月
益
暮
、
盛
德
不
及
究
於

天
下
、
以
傳
萬
世
、
愚
臣
不
自
度
量
、
竊
為
陛
下
惜
之
。

〈 

後
文
〉
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚
、
臣
言
唯
陛
下
財
擇
。（『
漢
書
』

錯
伝
）

　

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

錯
の
対
策
文
書
は
、

錯
伝
に
「
故

に
其
の
施
行
の
語
を
論
じ
て
篇
に
著
す
（
故
論
其
施
行
之
語
著
于

篇
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
班
固
に
よ
っ
て
文
書
が
節
録
さ
れ
ず
、

本
来
の
対
策
文
書
の
形
式
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

し
か
に

錯
の
対
策
文
書
で
は
、
ま
ず
、
覆
奏
「
詔
策
曰
…
…
」
の

こ
と
ば
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
、「
愚
臣
竊
…
…
」、「
臣
聞
…
…
」
と

続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
対
策
文
書
の
基
本
的
な
定
型
と
見
な
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
の

錯
の
対
策
文
書
の
中
か
ら
、
董
仲
舒
対
策
と
比
較
す
る
う

え
で
、
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
は
、
文
帝
の
詔
策
に
、「
悉
陳
其
志
、

毋
有
所
隱
」
と
あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
「
悉
く
其
の
志

を
陳
べ
、
隱
す
所
有
る
な
か
れ
（
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
）」
と
は
、

「
そ
な
た
の
考
え
を
す
べ
て
述
べ
、隠
し
だ
て
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
意
で
あ
る
。
そ
れ
に
回
答
す
る

錯
の
対
策
文
の
内
容
は
、

古
代
の
五
帝
時
代
か
ら
現
今
を
風
刺
す
る
も
の
で
あ
る
。「
民
益
富

せ
ず
、
盗
賊
衰
え
ず
、
邊
竟
未
だ
安
か
ら
ず
（
民
不
益
、
盗
賊
不
衰
、

邊
竟
未
安
）」
な
ど
と
、
波
線
に
示
し
た
よ
う
に
、
あ
る
意
味
に
お

い
て
直
諌
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

じ
つ
は
、こ
の

錯
対
策
の
策
問
第
七
以
前
の
覆
奏
の
文
章
で
は
、

文
帝
の
詔
策
に
「
匡
朕
之
不
逮
」
や
「
永
惟
朕
之
不
德
」
と
直
諌
を

策
問
第
七
の
覆
奏

策
問
第
七
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求
め
て
い
る
よ
う
な
文
言
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
而
賜
愚
臣
策
曰
、

匡
朕
之
不
逮
。
愚
臣
何
足
以
識
陛
下
之
高
明
而
奉
承
之
」
と
か
、「
詔

策
曰
、
永
惟
朕
之
不
德
。
愚
臣
不
足
以
當
之
」
な
ど
と
皇
帝
に
対
す

る
厳
し
い
言
葉
を
極
力
避
け
て
い
た
。

　

し
か
し
、
最
後
の
詔
策
の
「
悉
陳
其
志
、
毋
有
所
隱
」
と
い
う
、

こ
の
文
言
に
対
し
て
は
、
相
当
き
わ
ど
い
言
辞
を
使
い
覆
奏
を
行
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
代
対
策
文
書
の
基
本
形
と
も
言
え
る
、
こ
の

錯
の
対
策
文
か
ら
は
、
文
帝
の
詔
策
の
最
後
の
「
悉
陳
其
志
、
毋

有
所
隱
」
の
よ
う
な
文
言
に
対
し
て
、
相
当
に
自
由
な
発
言
が
許
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

董
仲
舒
の
対
策
文
に
話
を
戻
し
て
、

錯
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み

る
と
、
武
帝
の
詔
策
の
末
尾
に
お
い
て
も
、
文
帝
の
詔
策
と
同
様
の

趣
旨
で
あ
る
、「
其
れ
之
を
悉
し
て
之
を
究
め
、
之
を
孰
し
て
之
を

復
せ
（
其
悉
之
究
之
、
孰
之
復
之
）」
と
の
こ
と
ば
を
見
い
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
自
由
な
発
言
を
求
め
て
い
る
形
式
の
文
章

で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

ま
た
、

錯
の
対
策
と
比
較
し
て
み
る
と
、
良
く
分
か
る
の
で
あ

る
が
、
董
仲
舒
の
対
策
の
答
問
の
段
落
⑷
の
冒
頭
の
「
然
而
臣
竊
有

怪
者
」と
は
、お
そ
ら
く
覆
奏
の
定
型
の
う
ち
、「
詔
策
曰
…
…
」と「
臣

聞
…
…
」
が
省
略
さ
れ
、「
臣
竊
…
」
の
み
が
残
存
し
た
状
態
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
第
三
策
の
詔
策
の
冒
頭
で
、
武
帝
は
、「
制
曰
、
蓋
聞
、

善
言
天
者
必
有
徵
於
人
、
善
言
古
者
必
有
驗
於
今
。
故
朕
垂
問
乎
天

人
之
應
」
と
述
べ
て
、
古
・
今
と
天
人
に
関
す
る
内
容
の
対
策
を
求

め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
董
仲
舒
は
、
古
か
ら
今
を
述
べ
、

天
が
道
の
一
統
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
対
策
を
行
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
策
の
対
策
の
最
後
の
覆
奏

に
は
、

　
　

 　

春
秋
の
一
統
を
大
ぶ
は
、
天
地
の
常
經
、
古
今
の
通
誼
な
り
。

今
、
師
、
道
を
異
に
し
、
人
、
論
を
異
に
し
、
百
家
、
方
を
殊

に
し
、
指
意
同
じ
か
ら
ず
。
是
を
以
て
、
上
は
以
て
一
統
を
持

す
る
こ
と
な
く
、
法
制
數
た
び
變
じ
、
下
守
る
所
を
知
ら
ず
。

臣
愚
以
爲
ら
く
、
諸
も
ろ
六
藝
の
科
、
孔
子
の
術
に
あ
ら
ざ
る

者
は
、
皆
な
其
の
道
を
絶
ち
、
竝
び
進
ま
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。

邪
辟
の
説
滅
息
し
、
然
る
後
、
統
紀
一
な
る
べ
く
、
法
度
明
ら

か
な
る
べ
く
、
民
從
ふ
所
を
知
ら
ん
。
19

と
の
文
章
が
続
く
が
、
こ
こ
で
も
同
様
に
、
古
・
今
・
天
・
人
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
用
い
て
対
策
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

覆
奏
の
文
章
は
、
先
の

錯
対
策
の
例
と
同
様
、
武
帝
か
ら
、「
其

れ
之
を
悉
し
て
之
を
究
め
、
之
を
孰
し
て
之
を
復
せ
」
と
促
さ
れ
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
董
仲
舒
対
策
の
詔

策
と
対
策
の
文
章
の
対
応
か
ら
見
れ
ば
、
福
井
氏
が
設
定
し
て
い
る

対
策
の
段
落
⑷
に
対
応
す
る
詔
策
は
、
武
帝
の
詔
策
「
今
子
大
夫
既

已
著
大
道
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
、
其
悉
之
究
之
、
孰
之
復
之
」
の
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部
分
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
少
々
の
定
型
の
崩
れ
や
言
辞

の
欠
如
が
、
こ
の
文
章
に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
氏
が
武
帝
の
詔
策

段
落
⑷
を
欠
文
と
見
な
し
て
い
る
の
は
、
頷
首
し
難
い
判
断
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
に
、
董
仲
舒
対
策
・
第
一
策
を
検
討
し
た
折
に
、
福
井
氏
が
、

第
一
策
の
答
問
⑴
・
⑹
・
⑺
や
第
三
策
の
答
問
⑷
に
つ
い
て
、
上
段

の
策
問
の
「
空
白
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
武
帝

の
質
問
は
、
詔
策
の
文
中
に
一
言
半
句
も
存
在
せ
ず
」、「
策
問
の
文

中
の
質
問
条
項
を
直
接
復
命
し
て
上
奏
す
る
「
覆
奏
」
の
制
度
が
全

く
守
ら
れ
て
い
な
い
」
と
の
旨
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

ふ
れ
た
が
20

、
こ
の
様
に
董
仲
舒
対
策
・
第
一
策
と
第
三
策
の
詔
策

と
対
策
を
、
文
脈
の
上
か
ら
対
照
さ
せ
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の

詔
策
と
対
策
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
基
本
的
に
は
対
応
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
に

つ
い
て
、
対
策
文
書
学
の
観
点
か
ら
も
、
大
き
な
問
題
は
存
在
し
な

い
こ
と
も
見
て
取
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
福
井
氏
の
主
張
す
る

詔
策
の
欠
文
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
第
一
章
の
文
②
に
ま
と
め
て
あ
る
よ
う
に
、
福
井

氏
が
、「
民
従
う
所
を
知
ら
ん
、
と
い
う
結
文
は
、
い
か
に
も
中
途

半
端
で
、
対
策
の
掉
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
で
あ
る
と
は
考

え
が
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
21

、
注
意
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
氏
の
主
張
と
観
点
を
異
に
す
る
が
、
た
し
か

に
、
漢
代
の
対
策
文
の
手
本
と
も
い
え
る

錯
の
対
策
文
の
後
文
に

置
か
れ
て
い
る
「
昧
死
上
狂
惑
屮
茅
之
愚
、
臣
言
唯
陛
下
財
擇
」
と

い
う
よ
う
な
表
現
・
謙
辞
が
存
在
し
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ

の
第
三
策
の
末
尾
に
は
、「
昧
死
」
な
ど
の
文
言
を
含
ん
だ
後
文
が

省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
福
井
氏
が
示
さ
れ
た
疑
問
点
の
う
ち
、
未

回
答
の
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
省
略
の
問
題
に
つ
い
て
や
対
策
文

書
学
の
「
用
語
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
検
討
を
加

え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

四
、
対
策
文
書
学
の
用
語
の
問
題
に
つ
い
て

　

福
井
氏
の
提
唱
す
る
対
策
文
書
学
に
お
い
て
は
、「
用
語
」
言
辞

の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
対
策
文
書
の
形
式
や
そ
の
術
語
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
同
意
で
き
る
も
の
が
多
い
が
、
董
仲
舒
対
策

に
関
連
す
る
一
部
の
用
語
に
つ
い
て
は
疑
問
に
感
じ
る
も
の
も
あ

る
。
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、「
今
」と「
臣
謹
案
」の
問
題
に
絞
っ

て
論
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
今
」
の
問
題
に
つ
い
て
だ
が
、
福
井
氏
は
「
疑
問
視
さ

れ
る
対
策
の
文
中
に
は
、
現
「
今
」
を
直
視
し
、
武
帝
や
官
僚
に
対

し
て
忌
憚
の
な
い
批
判
を
浴
び
せ
た
と
す
る
の
は
、
通
常
で
は
と
う

て
い
想
像
し
が
た
い
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
22

。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
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第
三
策
の
答
問
段
落
⑷
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

疑
問
に
感
じ
る
の
は
、
も
っ
と
も
対
策
文
書
と
し
て
の
原
貌
を
保
っ

て
い
る
と
し
て
、
漢
代
対
策
文
書
の
基
準
と
さ
れ
る

錯
の
対
策
に

お
い
て
も
、「
今
」
の
言
辞
に
よ
っ
て
対
策
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

　

○ 

今
以
陛
下
神
明
德
厚
、
資
財
不
下
五
帝
、
臨
制
天
下
。（『
漢
書
』

錯
伝
）

　

○ 

至
今
十
有
六
年
、
民
不
益
富
、
盜
賊
不
衰
、
邊
竟
未
安
、
其
所

以
然
、意
者
陛
下
未
之
躬
親
、而
待
羣
臣
也
。（『
漢
書
』
錯
伝
）

　

○ 

今
執
事
之
臣
皆
天
下
之
選
已
、
然
莫
能
望
陛
下
清
光
、
譬
之
猶

五
帝
之
佐
也
。（『
漢
書
』

錯
伝
）

右
の
文
章
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
董
仲
舒
の
対
策
の
み
な

ら
ず
、

錯
の
対
策
に
お
い
て
も
、
漢
代
の
対
策
文
書
で
「
今
」
を

述
べ
る
こ
と
は
、
別
段
不
思
議
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ

よ
う
。

　

次
に
、第
一
章
で
紹
介
し
た
文
③
で
主
張
さ
れ
る
用
語
「
臣
謹
案
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
福
井
氏
は
、
第
一
策
の
答
問
⑴
・
⑹
・

⑺
の
「
三
條
は
い
ず
れ
も
「
臣
謹
ん
で
…
…
案
ず
る
に
」
と
し
て
発

言
の
最
初
か
ら
特
定
の
経
書
を
引
用
し
、
そ
れ
に
立
脚
し
て
意
見
を

陳
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
答
問
は
、
漢
代
の
対
策
文
に
は
見

出
し
が
た
い
変
則
的
な
書
式
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
23

。
た

だ
し
、
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
特
定
の
経
書
を
引
用
し
」、「
漢
代
の

対
策
文
」と
二
重
の
制
約
を
課
せ
ば
、当
然
用
例
は
存
在
し
な
く
な
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
対
策
文
で
、
特
定
の
経
書
を
引
用
し
た
も
の
で
は
な

け
れ
ば
、「
功
令
」
に
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

○ 

臣
謹
案
詔
書
律
令
下
者
、
明
天
人
分
際
、
通
古
今
之
誼
、
文
章

爾
雅
、
訓
辭
深
厚
、
恩
施
甚
美
。（『
漢
書
』
儒
林
傳
）

　

ま
た
、
対
策
文
で
は
な
い
が
、
上
疏
文
で
あ
れ
ば
数
例
を
挙
げ
る

こ
と
が
出
来
る
。

　

○ 

謹
案
春
秋
二
百
四
十
二
年
、
日
蝕
三
十
六
、
襄
公
尤
數
、
率
三

歲
五
月
有
奇
而
壹
食
。（『
漢
書
』
楚
元
王
傳
・
劉
向
）

　

○ 

謹
案
周
官
『
兆
五
帝
於
四
郊
』、
山
川
各
因
其
方
、
今
五
帝
兆

居
在
雍
五
畤
、
不
合
於
古
。（『
漢
書
』
郊
祀
志
第
五
下
）

　

○ 

臣
相
不
能
悉
陳
、
昧
死
奏
故
事
詔
書
凡
二
十
三
事
。
臣
謹
案
王

法
必
本
於
農
而
務
積
聚
、
量
入
制
用
以
備
凶
災
、
亡
六
年
之
畜
、

尚
謂
之
急
。（『
漢
書
』
魏
相
傳
）

果
た
し
て
、「
臣
謹
案
」
と
い
う
文
言
が
福
井
氏
の
言
う
ほ
ど
変
則

的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ

の
例
の
よ
う
に
多
く
の
制
約
を
課
せ
ば
、
用
例
が
少
な
く
な
っ
て
い

く
の
は
必
然
で
あ
り
、
故
意
に
用
例
を
絞
ろ
う
と
し
て
い
る
と
取
ら

れ
て
も
致
し
方
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
用
語
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
わ
ず
か
数
例
の
用
例
の
み
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
対
策
文

書
以
外
の
同
様
な
性
質
を
持
つ
上
疏
文
の
例
に
つ
い
て
も
、
検
証
の
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幅
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
福
井
重
雅
氏
は
対
策
文
書

学
の
形
式
論
に
依
拠
し
て
、
董
仲
舒
対
策
の
第
一
策
と
第
三
策
の
詔

策
と
対
策
の
不
備
や
、
対
策
文
の
一
部
の
言
辞
の
不
適
当
を
理
由
と

し
て
、
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
疑
義
に
つ
い
て
、
論
証
を
進
め
て
き

た
。

　

し
か
し
、
福
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
詔
策
と
対
策
の
不
備
に
つ
い
て

は
、
基
礎
的
な
錯
誤
や
曲
解
が
存
在
す
る
文
章
を
も
と
に
立
論
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
し
、本
章
で
見
て
き
た
用
語
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

残
念
で
は
あ
る
が
、
妥
当
と
評
価
で
き
る
部
分
は
は
な
は
だ
少
な
い

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
福
井
氏
の
一
連
の
論
証
は
、
董
仲
舒
対
策
の

資
料
性
を
故
意
に
貶
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
か
、
も
し
く
は
、
結
論
あ
り
き
の
立
論
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
疑
念
さ
え
生
ず
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
福
井
氏
が
導
き
出
し
た
結
論
で
あ
る
「
元
来
、
そ

れ
は
董
仲
舒
と
は
全
く
関
係
の
な
い
作
品
で
、
彼
以
外
の
別
人
の
対

策
を
彼
に
仮
託
し
て
、
そ
れ
を
「
董
仲
舒
書
」
に
収
録
し
た
蓋
然
性

も
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う
仮
託
説
に
つ
い
て
も
、
到
底
、
そ
れ
を

承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
氏
が
指
摘
す
る

「
董
仲
舒
書
」
と
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
・
董
仲
舒
対
策
に
関
す
る
問

題
つ
い
て
は
、
少
々
贅
言
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

も
と
よ
り
、
福
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
稿
の
第
一
章
の

文
①
〜
③
に
あ
っ
た
覆
奏
や
「
臣
聞
」
な
ど
対
策
文
書
の
形
式
や
用

語
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
董
仲
舒
の
対
策
の
場
合
、
確
実
に
真
偽
を

判
定
す
る
材
料
に
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
24

。
な
ぜ
な
ら
、
本
段

落
の
覆
奏
の
形
式
や
「
臣
聞
」
の
字
句
の
欠
如
な
ど
、
い
く
つ
か
の

不
備
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
、「
其
の
當

世
に
切
に
し
て
朝
廷
に
施
す
者
を
掇
り
て
篇
に
著
す
（
掇
其
切
當
世

施
朝
廷
者
著
于
篇
）」
と
あ
る
よ
う
に
、彼
の
対
策
文
が
班
固
に
よ
っ

て
節
録
さ
れ
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
節
録
が
ど
こ
に
及
ん

で
い
る
か
判
然
と
し
な
い
以
上
、
董
仲
舒
対
策
の
一
部
を
捉
え
て
、

決
定
的
な
証
拠
と
す
る
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
た
め
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
班
固
の
節
録
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
、
類
推

を
す
る
こ
と
は
で
き
る
。『
漢
書
』
賈
誼
伝
に
は
、
多
く
の
上
疏
文

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
董
仲
舒
対
策
の
場
合
と
ほ
ぼ
同

様
、
賈
誼
伝
に
「
凡
所
著
述
五
十
八
篇
、
掇
其
切
於
世
事
者
著
于
傳

云
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
賈
誼
書
」
か
ら
節
録
が
施
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、董
仲
舒
対
策
と
異
な
る
の
は
、『
漢
書
』

賈
誼
伝
所
収
の
上
疏
文
の
場
合
、
現
行
本
賈
誼
『
新
書
』
と
本
文
批

判
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
程
度
の
節
録
が
行
わ
れ
た
の
か
を
、

ほ
ぼ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
れ
ま
で
、多
く
の
先
学
ら
は
、『
漢
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書
』
賈
誼
伝
と
『
新
書
』
と
の
本
文
批
判
を
行
い
、
そ
の
資
料
性
に

つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
が
25

、
賈
誼
伝
所
収
の
上
疏
文
の
節
録

の
具
合
は
、
一
部
に
不
都
合
が
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
原
貌
を

保
持
し
た
、
文
章
の
整
理
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
漢
書
』
の
節
録
の
方
法
は
、こ
の
『
漢
書
』

賈
誼
伝
と
『
新
書
』
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
様
な
も
の
と
考
え
る
。
お
そ

ら
く
、
董
仲
舒
伝
所
収
の
対
策
文
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
文
章
の
刪
定
が

行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

結
語

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
福
井
重
雅
氏
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
の
疑
問
点

に
再
検
討
を
加
え
て
き
た
。
論
旨
が
複
雑
で
錯
綜
し
て
い
る
部
分
も

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

㈠　

 

序
章
・
第
一
章
に
お
い
て
は
、
福
井
氏
の
提
唱
す
る
対
策
文
書

学
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
き
た
が
、
そ
の
趣
旨
の
一
部
分
に

つ
い
て
は
有
用
な
部
分
が
多
く
、
今
後
の
検
証
に
応
用
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

㈡　

 

第
一
章
〜
第
三
章
で
は
、
お
も
に
福
井
氏
が
提
出
さ
れ
た
董
仲

舒
対
策
の
第
一
策
と
第
三
策
に
お
け
る
詔
策
と
対
策
の
対
応
に

つ
い
て
考
察
を
深
め
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
氏
の
対
策
文
書

に
対
す
る
検
証
の
手
法
は
、
恣
意
的
で
特
異
な
部
分
が
あ
り
、

そ
の
詔
策
と
対
策
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
意
味
上
か
ら
も
、
対

策
文
書
学
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。

㈢　

 

第
四
章
で
は
、「
今
」
や
「
臣
謹
案
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て

検
証
を
行
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
用
例
に
お
い
て
は
、
福
井
氏

の
主
張
す
る
特
異
性
を
規
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
た
。

㈣　

 

以
上
の
よ
う
に
、
福
井
氏
に
よ
る
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
文
献

批
判
に
お
い
て
、
基
礎
的
な
錯
誤
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

当
然
、
こ
の
成
果
を
基
礎
と
し
た
氏
の
結
論
も
根
本
的
に
成
立

し
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
董
仲
舒
対
策
の
後
人
に

よ
る
仮
託
説
や
後
世
の
附
会
と
い
う
氏
の
結
論
に
つ
い
て
も
根

本
的
に
成
立
し
難
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
福
井
重
雅
氏
の
董
仲
舒
の
対
策
に
対
す
る
検
証
作
業
の
一

部
を
再
確
認
し
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
福
井
氏
の
董
仲
舒
対
策

に
関
す
る
資
料
解
釈
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
極
端
に
疑
う
と
い

う
方
向
性
が
強
す
ぎ
る
た
め
か
ら
か
、
段
落
の
対
応
や
用
語
の
問
題

に
お
け
る
基
礎
的
な
文
献
操
作
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
よ
っ
て
、
こ
の
成
果
を
基
礎
と
し
た
氏
の
結
論
は
、
取
り
急
ぎ

根
本
的
な
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
26

。
現

時
点
で
は
、『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
所
収
の
一
連
の
対
策
文
書
に
対
す

る
資
料
的
疑
義
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
、
そ
の
疑
い
が
晴
ら
さ
れ
た

と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
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<

注>

１ 

儒
教
国
教
化
の
定
説
に
つ
い
て
は
、
狩
野
直
喜
『
中
國
哲
學
史
』（
岩

波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
二
六
二
頁
、
狩
野
直
喜
「
儒
學
と
漢
武
帝
」

（『
支
那
學
文
藪
』
み
す
ず
書
房　

一
九
七
三
年
）、
狩
野
直
喜
『
支
那

文
學
史
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
本
田
濟
「
儒
學
」（『
岩
波

哲
學
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
宇
佐
美
一
博
「
董

仲
舒
」（『
岩
波
哲
學
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
な
ど

参
照
。
な
お
、
新
た
に
、
こ
の
問
題
に
論
及
す
る
も
の
に
、
平
井
正
士

「
漢
代
の
儒
學
國
敎
化
に
つ
い
て
」（『
多
賀
秋
五
郎
博
士
古
稀
記
念
論

文
集
・
ア
ジ
ア
の
敎
育
と
社
會
』
不
昧
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
）、
浅

野
裕
一
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』（
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）、
關
口

順
「「
儒
敎
國
敎
化
」
論
へ
の
異
議
」（『
中
國
哲
學
』
北
海
道
中
國
哲

學
會
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
用
い

る
「
儒
教
」
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
近
代
以
降
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
き
た
学
術
用
語
と
し
て
の
、
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、「
儒
教
の
国
教

化
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
渡
邉
義
浩
『
後
漢
に
お
け
る

「
儒
敎
國
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
の
序
章
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
国
教
化
が
達
成
さ
れ
た
年
代
を
考
え
る
の
で
は

な
く
、
定
説
に
従
っ
て
前
漢
武
帝
期
に
儒
教
が
国
教
化
さ
れ
た
初
め
を

意
味
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

２ 
平
井
正
士
「
董
仲
舒
賢
良
對
策
の
年
次
に
就
い
て
」（『
史
潮
』
一
一
―

二
、一
九
四
一
年
）。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
周
桂
鈿
『
董
學

探
微
』（
北
京
師
範
大
學
出
版
社
、一
九
八
九
年
）
第
一
章
「
董
仲
舒
考
」

　

た
だ
し
、
筆
者
は
董
仲
舒
の
対
策
文
を
妄
信
す
べ
し
と
の
お
墨
付

き
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
事
実
、
福
井
氏
が
こ
こ
ま
で
疑
う

に
は
、
や
は
り
、
そ
れ
な
り
の
理
由
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た

と
え
ば
、
本
稿
に
お
い
て
何
度
も
述
べ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

対
策
文
は
班
固
に
節
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
欠

け
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
、
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
対
策
の
年
に
つ
い
て
も
、
い
ま

だ
確
証
が
得
ら
れ
て
は
い
な
い
の
も
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二

策
に
つ
い
て
も
、
史
料
的
な
疑
義
は
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
は
漢
代
の
文
献
資
料
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
古
典

に
通
じ
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
古
典
史
料
の
検
証
に
、

細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
存
資
料
に
お
い
て
、
我
が
国
に
限
定
さ
れ
た
董
仲
舒

対
策
の
問
題
の
検
証
を
ひ
と
ま
ず
終
え
た
こ
と
の
意
義
も
存
在
す
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
は
、
こ
れ
ら
の
疑
わ
し
い
部
分
を
、
い
か
に

究
明
し
て
い
く
か
、
ま
た
、
こ
う
し
た
資
料
を
い
か
に
分
析
・
解
釈

し
て
い
く
か
を
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。関
連
す
る
諸
問
題
の
う
ち
、

と
り
わ
け
、
武
帝
期
の
儒
教
国
教
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
検

証
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
27

、
与
え
ら
れ
た
紙
面
も

尽
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
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三
、
對
策
之
年　

十
九
頁
。

３ 
福
井
重
雅
「
儒
敎
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題
―
五
經
博
士
の
設
置
と

董
仲
舒
の
事
蹟
に
關
す
る
疑
義
―
」（『
史
學
雜
誌
』
七
十
六
―
一
、

一
九
六
七
年
）。
先
の
平
井
氏
の
ほ
か
、
西
嶋
定
生
・
板
野
長
八
両
氏

も
前
漢
武
帝
期
の
儒
教
国
教
化
に
お
け
る
董
仲
舒
の
役
割
を
限
定
す
る

方
向
で
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
西
嶋
定
生
「
儒
敎
の
國
敎
化
と
王
莽
政

權
の
出
現
」（『
中
國
の
歴
史
２
秦
漢
帝
國
』
講
談
社
、
一
九
七
四
年
）

三
四
五
、三
八
四
頁
。
板
野
長
八
「
圖
讖
と
儒
敎
の
成
立
」（『
儒
敎
成

立
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
三
二
九
頁
（
原
載
『
史

學
雜
誌
』
八
十
四
―
二
・
三
、一
九
七
五
年
）。
平
井
正
士
「
漢
代
の
儒

學
國
敎
化
に
つ
い
て
」（『
多
賀
秋
五
郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
・
ア
ジ

ア
の
敎
育
と
社
會
』
不
昧
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
）。 

４ 

佐
川
修
「
武
帝
の
五
經
博
士
と
董
仲
舒
天
人
三
策
―
福
井
氏
の
所
説
に

對
す
る
疑
義
―
」（『
春
秋
學
論
考
』
東
方
書
店
、
一
九
八
三
年
）（
原

載
『
集
刊
東
洋
學
』
第
十
七
號
、
一
九
六
七
年
）、
冨
谷
至
「「
儒
敎
の

國
敎
化
」
と
「
儒
學
の
官
學
化
」」（『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
七
卷
第

四
號
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
。

５ 

福
井
重
雅「
前
漢
対
策
文
書
再
探
―
董
仲
舒
の
対
策
の
予
備
的
考
察
―
」

（『
社
会
文
化
史
学
』
三
十
四
、一
九
九
五
年
）、
の
ち
『
陸
賈
『
新
語
』

の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
の
付
節
三
に
、「
漢
代
対
策
文

書
の
研
究
―
董
仲
舒
の
対
策
の
予
備
的
考
察
―
」
と
解
題
し
て
収
録
。

本
書
、
二
〇
〇
頁
参
照
。

６ 

福
井
重
雅
「
董
仲
舒
の
対
策
の
基
礎
的
研
究
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
六

‐
二
、一
九
九
七
年
）、
の
ち
『
漢
代
儒
敎
の
史
的
研
究
―
儒
敎
の
官
學

化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
檢
討
―
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）、
第
二

篇
「
董
仲
舒
の
研
究
」
の
第
三
章
に
「
董
仲
舒
の
対
策
の
再
検
討
」
と

改
題
し
て
所
収
。「
班
固
と
董
仲
舒
―
儒
教
の
国
教
化
と
い
う
虚
構
譚

の
成
立
」（『
中
国
』
十
六
、二
〇
〇
一
年
）
な
ど
、
関
係
す
る
論
考
も

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
本
書
を
「
福
井
著
書
」
と
略
称
す

る
。
な
お
、
本
書
の
緒
言
で
は
研
究
史
が
あ
り
、
こ
の
問
題
の
全
貌
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
際
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。

７ 

冨
谷
至
「
書
評
・
福
井
重
雅
著
『
漢
代
儒
敎
の
史
的
研
究
―
儒
敎
の

官
學
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
檢
討
―
』（『
東
洋
史
研
究
』
第
六
十
四

卷　

第
一
號
、
東
洋
史
研
究
會
、
二
〇
〇
五
年
）、
澤
田
多
喜
男
「
儒

敎
官
學
化
を
め
ぐ
る
論
争
に
對
す
る
創
見
」（『
東
方
』
二
九
四
號
、

二
〇
〇
五
年
）、吉
永
慎
二
郎
「
董
仲
舒
対
策
に
お
け
る
「
天
」
と
「
命
」

―
「
儒
教
国
教
化
」
の
思
想
史
的
構
造
へ
の
一
考
察
―
」（『
中
国
学
の

十
字
路
―
加
地
伸
行
博
士
古
稀
記
念
論
集
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六

年
）
な
ど
。
冨
谷
・
澤
田
両
氏
の
意
見
は
、
董
仲
舒
対
策
に
対
す
る
諸

研
究
と
五
経
博
士
に
関
す
る
も
の
を
ま
と
め
ら
れ
た
『
漢
代
儒
敎
の
史

的
研
究
』
と
い
う
著
書
に
対
す
る
書
評
形
式
で
あ
る
た
め
、
問
題
の
一

部
を
批
評
す
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
、
吉
永
氏
の
論
考
は
、
異
な

る
角
度
か
ら
の
反
論
で
あ
る
た
め
、
福
井
氏
に
対
す
る
直
接
的
な
反
論

と
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
斎
木
哲
郎
氏
に
は
、
董
仲

舒
に
関
す
る
有
力
な
論
考
が
あ
る
。『
秦
漢
儒
教
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
四
年
）
所
収
論
文
参
照
。
以
下
斎
木
著
書
と
略
称
す
る
。
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８ 
渡
邉
義
浩
『
後
漢
國
家
の
支
配
と
儒
敎
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
）

の
序
章
、
池
田
知
久
「
第
一
章　

秦
漢
帝
國
に
よ
る
天
下
統
一
」（『
中

國
思
想
史
』
東
京
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
七
年
）、
四
、
儒
敎
國
敎
化

と
道
敎
・
佛
敎
、
儒
敎
國
敎
化
、
六
十
五
頁
。
市
來
津
由
彦
氏
執
筆
『
日

本
中
國
學
會
報
』
第
五
十
八
集
の
學
會
展
望
（
哲
學
）。
渡
邉
義
浩
編

『
兩
漢
の
儒
敎
と
政
治
權
力
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）「
合
評
會

　

福
井
重
雅
著
『
漢
代
儒
敎
の
史
的
研
究
』」
一
六
九
〜
二
一
八
頁
に

も
同
樣
な
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
福
井
説
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
渡
邉

義
浩
氏
に
よ
る
多
く
の
著
作
が
存
在
す
る
。
渡
邉
義
浩
『
後
漢
に
お
け

る
「
儒
教
國
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
著
『
西

晉
「
儒
教
國
家
」
と
貴
族
制
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

ま
た
、
渡
邉
氏
が
指
摘
す
る
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
に
お
け
る
董
仲
舒

の
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
単
純
に
字
数
に
依
拠
し

て
、
そ
の
史
料
の
真
偽
を
考
察
す
る
の
は
、
少
々
無
理
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
筆
者
は
、『
史
記
』
と
『
漢

書
』
そ
れ
ぞ
れ
の
成
書
の
あ
ら
ま
し
に
、
問
題
が
存
在
す
る
の
か
、
も

し
く
は
司
馬
遷
の
董
仲
舒
に
対
す
る
評
価
と
班
固
の
そ
れ
と
の
乖
離
に

つ
い
て
、
い
か
に
読
み
解
く
の
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
渡

邉
義
浩
『
儒
教
と
中
国 

「
二
千
年
の
正
統
思
想
」
の
起
源
』（
講
談
社
、

二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

９ 

王
葆

「「
罷
黜
百
家
、
獨
尊
儒
術
」
與
經
學
史
的
分
期
問
題
」（『
西

漢
經
學
源
流
』
東
大
圖
書
公
司
、一
九
九
四
年
）、余
治
平
「
董
仲
舒
：〝
天

人
三
策
〞
与
《
春
秋
繁
露
》」（『
唯
天
為
大
―
建
基
于
信
念
本
体
的
董

仲
舒
哲
学
研
究
』
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
陳
啓
雲
「
西
漢
時

〝
子
学
没
落
、
儒
学
独
尊
〞
的
問
題
」（『
儒
学
与
漢
代
歴
史
文
化
―
陳

啓
雲
文
集
二
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
劉
国
民
「
董

仲
舒
対
策
之
年
考
辨
」（『
董
仲
舒
的
経
学
詮
釈
及
天
的
哲
学
』
中
国
社

会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）〔
美
〕
桂
思
卓
「《
漢
書
》
第
五
十
六

卷
所
裁
之
策
論
的
完
成
時
間
」（『
从
編
年
史
到
経
典 

董
仲
舒
的
春
秋

詮
釈
学
』
中
国
法
政
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
参
照
。

10 

注
５
の
福
井
重
雅
「
前
漢
対
策
文
書
再
探
―
董
仲
舒
の
対
策
の
予
備
的

考
察
―
」（『
社
会
文
化
史
学
』三
十
四
、一
九
九
五
年
）参
照
。
の
ち『
陸

賈
『
新
語
』
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
。

11 

『
漢
書
』

錯
伝
参
照
。
福
井
重
雅
「
漢
代
対
策
文
書
の
研
究
」（『
陸

賈
『
新
語
』
の
研
究
』
汲
古
書
院
、二
〇
〇
二
年
）
二
〇
〇
頁
、（
原
載
、

一
九
九
五
年
）
所
収
。
な
お
、
本
文
中
に
施
し
て
あ
る
傍
線
な
ど
は
、

福
井
氏
の
論
文
に
依
拠
す
る
が
、必
要
に
応
じ
て
、筆
者
が
一
部
改
め
た
。

12 

福
井
著
書
、
三
二
八
頁
参
照
。
な
お
、
本
文
は
氏
の
文
章
を
一
部
要
約

し
て
い
る
。
以
降
、本
文
中
に
（
○
○
○
頁
）
と
頁
数
が
あ
る
場
合
は
、

す
べ
て
福
井
著
書
の
頁
数
を
指
す
。

13 

福
井
著
書
、
三
二
八
〜
三
二
九
頁
の
文
章
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
。
な

お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
部
分
を
原
文
の
み

と
し
、
適
時
必
要
な
部
分
に
書
き
下
し
文
・
日
本
訳
を
付
し
た
。

14 
福
井
重
雅
「
漢
代
対
策
文
書
の
研
究
」（『
陸
賈
『
新
語
』
の
研
究
』
汲

古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
二
〇
〇
頁
、（
原
載
、
一
九
九
五
年
）
所
収
。

な
お
、
本
文
中
に
施
し
て
あ
る
傍
線
な
ど
は
、
福
井
氏
の
論
文
に
依
拠
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す
る
が
、
一
部
、
筆
者
が
改
め
た
部
分
が
あ
る
。 

15 
注
６
の
福
井
論
文
参
照
。

16  
浅
野
裕
一
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』（
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）、

六
六
七
頁
参
照
。
な
お
斎
木
哲
郎
氏
は
「
夜
郎
・
康
居
」
に
つ
い
て
矛

盾
し
な
い
と
の
立
場
を
取
る
。
斎
木
著
書
三
五
五
頁
参
照
。

17 

浅
野
裕
一
「
董
仲
舒
・
天
人
対
策
の
再
検
討
」（『
黄
老
道
の
成
立
と
展

開
』（
創
文
社
、一
九
九
二
年
）
所
収
）。
以
下
の
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
・

錯
伝
所
収
の
文
章
の
本
文
中
に
施
し
て
あ
る
傍
線
な
ど
は
、福
井
氏
・

浅
野
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
依
拠
す
る
が
、
一
部
、
必
要
に
応
じ
て

筆
者
が
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

18
福
井
著
書
、
三
三
七
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
①
参
照
。

19 

春
秋
大
一
統
者
、天
地
之
常
經
、古
今
之
通
誼
也
。
今
師
異
道
、人
異
論
、

百
家
殊
方
、
指
意
不
同
、
是
以
上
亡
以
持
一
統
。
法
制
數
變
、
下
不
知

所
守
。
臣
愚
以
為
諸
不
在
六
藝
之
科
孔
子
之
術
者
、
皆
絕
其
道
、
勿
使

並
進
。
邪
辟
之
說
滅
息
、
然
後
統
紀
可
一
而
法
度
可
明
、
民
知
所
從
矣
。

（『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
）

20 

福
井
著
書
、
三
三
五
〜
三
三
六
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
①
や
第
二
章

で
の
検
証
を
参
照
の
こ
と
。

21
福
井
著
書
、
三
六
三
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
②
参
照
。

22
福
井
著
書
、
三
六
五
〜
三
六
七
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
⑤
参
照
。 

23
福
井
著
書
、
三
四
一
頁
、
本
稿
の
第
一
章
の
文
③
参
照
。

24 

た
と
え
ば
、
福
井
氏
は
、
文
③
で
「
臣
聞
く
」
の
二
字
が
省
略
さ
れ
て

い
る
可
能
性
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
は
、「
臣
聞
…
…
謹
案

…
…
」
と
な
ろ
う
。
ま
た
第
三
策
の
末
尾
に
は
、「
昧
死
」
な
ど
の
文

言
を
含
ん
だ
後
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

25 

賈
誼
『
新
書
』
の
文
献
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
は
、
余
嘉
錫

『
四
庫
提
要
辨
證
』
子
部
、
儒
家
類
。
魏
建
功
、
陰
法
魯
、
呉
競
存
、

孫
欽
善｢

關
于
賈
誼
《
新
書
》
眞
僞
問
題
的
探
索｣

（『
北
京
大
學
學
報
』

第
五
期
、
一
九
六
一
年
）、
徐
復
觀
『
兩
漢
思
想
史
』（
臺
灣
學
生
書
局
、

一
九
七
六
年
）｢

賈
誼
思
想
的
發
現｣

二
、｢

新
書
的
問
題｣

な
ど
が
あ
り
、

我
が
国
で
は
、

和
順｢

賈
誼
『
新
書
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
點
―

道
術
・
六
術
・
道
德
説
篇
を
中
心
に
し
て
―｣

（『
名
古
屋
大
學
文
學
部

研
究
論
集
』
哲
學
三
五
、一
九
八
八
年
）、
宇
野
茂
彦
「
賈
誼
新
書
札

記
」（『
名
古
屋
大
學
文
學
部
研
究
論
集
』
哲
學
三
十
四
、一
九
八
八
）、

芳
賀
良
信
『
禮
と
法
の
閒
隙
―
前
漢
政
治
思
想
研
究
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
〇
）
所
収
論
考
、
拙
著
「
賈
誼
『
新
書
』
成
立
説
に
關
す
る

史
料
批
判
的
研
究
」（『
關
西
大
學
中
國
文
學
會
紀
要
』
第
二
十
二
號
、

二
〇
〇
一
年
）、
工
藤
卓
司
「
賈
誼
と
『
賈
誼
新
書
』」（『
東
洋
古
典
學

研
究
』
第
十
六
集
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

26
福
井
著
書
、
三
六
五
〜
三
七
八
頁
、
本
稿
第
一
章
の
文
⑤
〜
⑦
を
参
照
。

27 

な
お
、
筆
者
は
五
經
博
士
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。

拙
稿
「
五
經
博
士
の
設
置
に
關
す
る
疑
義
の
再
檢
討
」（『
關
西
大
學
中

國
文
學
會
紀
要
』
二
十
八
、二
〇
〇
七
年
）
参
照
。
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会
津
藩
日
新
館
の
釈
奠
礼
に
つ
い
て

　
　
　
　

―
―
「
学
統
」
の
後
退
・「
公
論
」
の
登
場
―
―

は
じ
め
に

　

孔
子
を
は
じ
め
と
し
た
先
聖
先
師
を
祀
る
釈
奠
は
、
東
ア
ジ
ア
諸

国
に
み
ら
れ
た
祭
祀
儀
礼
で
あ
る
。
近
世
日
本
の
場
合
、
幕
府
の
学

問
所
を
始
め
、
各
藩
校
で
は
釈
奠
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。

１
し

か
し
こ
の
儀
礼
の
実
態
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
研
究
は
充
分
に
さ

れ
た
と
は
言
い
難
い
。

２
近
世
日
本
の
武
士
社
会
で
は
中
国
式
の
儒

教
儀
礼
が
ほ
と
ん
ど
定
着
せ
ず
、「
礼
」
の
実
践
に
大
き
な
障
碍
が

あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、

３
儀
礼
の
受
容
に
関
し
て
は
「
家
礼
」

と
「
王
礼
」
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
釈
奠
礼
」
が
如
何
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

４
釈
奠
は
儒
学
を
修

め
る
者
に
と
っ
て
一
番
重
要
な
祭
典
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
世
日
本
の

儒
者
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
の
整
備
に
当
た
っ
て
、

日
本
の
儒
者
は
ど
の
よ
う
な
思
い
を
託
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
実
際

に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
釈
奠
が
実
現
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の

究
明
は
、
近
世
日
本
の
儒
者
及
び
儒
学
の
在
り
方
を
理
解
す
る
た
め

の
一
助
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　

そ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
釈
奠
の
従
祀
制
度

５
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
祭
祀
の
対
象
を
孔
子
だ
け
で
は
な
く
、
儒
教
の
継
承
者
の

先
哲
先
儒
も
孔
子
の
従
祀
と
し
て
祀
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
釈
奠

は
中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る
政
治
と
文
化
の
合
流
点
で
あ
り
、
そ
の

従
祀
制
度
の
変
遷
は
儒
学
の
主
流
思
想
の
変
化
を
表
す
。

６
朝
鮮
で

は
、
釈
奠
の
従
祀
（
士
林
各
学
派
の
先
儒
）
は
、
正
統
性
の
代
表
と

し
て
学
派
闘
争
・
政
治
闘
争
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。

７
そ
れ
に
対

し
、
近
世
日
本
の
釈
奠
の
従
祀
制
度
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
実

態
さ
え
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
本
論
は
実
態
究
明
の
一
事

例
と
し
て
、
会
津
藩
日
新
館
の
釈
奠
礼
を
取
り
あ
げ
、
先
ず
日
新
館

に
お
け
る
釈
奠
の
整
備
の
過
程
を
整
理
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に

■
論
文
Ⅱ
■

東
北
大
学
大
学
院　

文
学
研
究
科
日
本
思
想
史
研
究
室
博
士
課
程

　
李

　
　
　
月

　
珊
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す
る
。
次
に
釈
奠
の
整
備
に
大
い
に
役
立
っ
た
儒
者
古
屋
昔
陽
と
、

彼
の
従
祀
制
度
に
関
す
る
意
見
に
注
目
す
る
。

８

会
津
藩
の
改
革
と
日
新
館
の
設
立

　

会
津
藩
家
老
田
中
玄
宰
（
一
七
四
八
〜
一
八
〇
八
）
は
、
熊
本
藩

の
「
宝
暦
の
改
革
」
と
い
う
藩
政
改
革
の
成
功
に
関
心
を
抱
き
、
そ

の
推
進
者
で
あ
る
家
老
の
堀
勝
名
と
対
座
し
、
改
革
の
詳
細
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
。
熊
本
藩
の
改
革
に
お
け
る
文
教
政
策
の
一
環
と
し

て
藩
校
時
習
館
が
設
立
さ
れ
、
初
代
教
授
に
秋
山
玉
山
（
一
七
〇
二

〜
一
七
六
四
）
が
任
命
さ
れ
た
。
秋
山
玉
山
の
門
人
の
一
人
に
、

古
屋
昔
陽
（
一
七
三
四
〜
一
八
〇
六
）
と
い
う
人
物
が
い
る
。
彼

は
熊
本
藩
士
古
屋
安
親
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
兄
の
古
屋
愛
日

斎
と
と
も
に
秋
山
に
習
い
、
師
の
影
響
で
古
学
・
古
註
を
重
ん
じ

た
。
そ
の
兄
が
家
禄
を
継
い
で
藩
儒
と
な
っ
た
が
、
昔
陽
は
明
和
七

年
（
一
七
七
〇
）
江
戸
に
出
て
、
日
本
橋
に
私
塾
を
開
く
。
そ
の

名
声
が
高
く
な
り
、
玄
宰
も
や
が
て
彼
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
江
戸
勤
番
の
折
に
し
ば
し
ば
そ
の
講
義
を
聞
い
た
。
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
玄
宰
は
昔
陽
を
顧
問
に
し
、
藩
学
を
振
興
し
藩
政
を

改
革
し
よ
う
と
し
た
が
許
さ
れ
ず
、
一
時
は
託
病
辞
職
す
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
が
、
復
職
後
の
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
反
対
派
を
斥
け

て
学
制
改
革
を
実
行
し
た
。

９
そ
し
て
改
革
の
細
則
の
決
定
は
昔
陽

の
助
言
に
従
い
、
講
所
増
築
な
ど
学
問
奨
励
の
措
置
を
採
っ
た
。
特

に
古
註
書
の
充
足
10

な
ど
、
講
所
内
部
の
学
風
の
変
更
が
見
ら
れ
、

藩
祖
保
科
正
之
以
来
の
朱
子
学
の
伝
統
は
古
学
へ
移
行
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
昔
陽
か
ら
の
影
響
の
も
と
会
津
藩
が
古
学
へ
の
移
行
を
果

た
し
た
原
因
と
し
て
、
先
行
研
究
で
は
、
当
時
の
改
革
を
実
行
す
る

の
に
古
学
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
や
、
昔
陽
の
代

表
す
る
「
徂
徠
学
」
が
藩
政
刷
新
に
必
要
な
政
治
政
策
を
提
供
し
て

い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
11 

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
文
武
を
総
合
的
に
教
え
る
学
校
と
し

て
藩
校
日
新
館
が
新
た
に
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

そ
れ
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
講
所
が
藩
内
各
地
に
分
散
し
て
い
て
、

教
学
の
点
で
効
率
が
悪
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
日
新
館
は
寛
政
十
一

年
（
一
七
九
九
）
に
着
工
し
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
落
成
し

た
。
本
論
が
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
儀
礼
面
に
お
け
る
整
備
の
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
儀
礼
の
中
心
的
建
物
で
あ
る
「
大
成
殿
」
の
造
設
を
見

て
み
る
。
寛
文
年
間
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九
〜
一
六
八
二
）
が
正

之
に
献
上
し
た
孔
子
像
は
以
後
文
庫
に
納
め
ら
れ
、
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
）「
郭
内
講
堂
」
の
中
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
講
堂
に
は
学
生
が
集
会
し
「
清
潔
の
所
」
に
は
な
ら
ず
、
孔

子
像
に
対
す
る
「
恭
敬
の
儀
」
が
疎
か
に
さ
れ
る
と
懸
念
さ
れ
た
た

め
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）、
孔
子
像
を
収
め
る
た
め
に
講
堂
の

東
に
「
小
堂
」
が
建
て
ら
れ
た
。
12

た
だ
し
そ
の
規
模
は
小
さ
く
、
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講
堂
の
附
属
的
な
施
設
と
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
日
新
館
の

建
設
に
当
た
り
、
新
た
に
建
て
ら
れ
た
「
大
成
殿
」
は
、
学
校
の
中

心
的
な
位
置
に
な
る
。
こ
の
大
成
殿
は
、
明
朝
遺
臣
朱
舜
水
が
日
本

に
も
た
ら
し
た
「
談
綺
図
式
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、「
両

楹
諸
柱
」、「
節

橑
椽
」な
ど
建
築
の
細
部
は
い
ず
れ
も
そ
れ
に
則
っ

て
い
る
。
13

屋
根
は
銅
板
で
葺
か
れ
、
棟
の
両
端
に
黄
金
の
鍍
金
を

施
し
た
「
鬼
犾
頭
」
と
い
う
銅
獣
が
据
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
軒
先
に

は
そ
れ
ぞ
れ
「
鬼
龍
子
」
と
い
う
銅
獣
が
飾
ら
れ
る
な
ど
、
壮
麗
な

建
物
で
あ
っ
た
。
釈
奠
の
儀
礼
上
に
必
要
な
「
東
西
両
階
」
の
制
も

意
識
さ
れ
、「
各
為
五
級
、
諸
侯
之
制
也
」
と
、
五
級
の
階
段
を
「
諸

侯
の
学
」と
し
て
相
応
し
い
と
す
る
。
14

そ
の「
室
堂
戸
牖
の
制
」は
、

「
皆
唐
土
三
代
の
典
故
に
倣
う
」
と
さ
れ
る
。
15 

　

次
は
、大
成
殿
の
前
に
あ
る
「
泮
水
」（
泮
池
）
16

に
注
目
し
た
い
。

日
新
館
の
泮
水
は
、他
藩
の
藩
校
に
類
を
見
な
い
形
を
採
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
岡
山
藩
の
閑
谷
学
校
や
長
州
藩
の
明
倫
館
の
よ
う
な
、

朱
舜
水
の『
朱
氏
舜
水
談
綺
』所
収「
孔
廟
總
図
」に
準
じ
た
矩
形
や
、

岡
山
藩
校
の
よ
う
な
半
月
形
と
は
異
な
り
、
日
新
館
は
線
状
の
半
円

形
（
半
環
状
）
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
は
北
宋
・
陳
祥

道
の
『
礼
書
』
の
「
諸
侯
学
」
と
「
魯
四
代
学
」
に
見
え
、
図
で
比

較
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
（
図
一
、
図
二
参
照
）。

 

図
一
、
魯
四
代
学
（『
礼
書
』
巻
四
十
八
、『
四
庫
全
書
』）

図
二
、 
日
新
館
の
泮
宮
・
泮
水
（『
会
津
藩
教
育
考
』
第
一
巻
、「
日

新
館
図
」）
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ま
た
吉
村
寛
泰
17

の
書
い
た
「
泮
宮
再
興
叙
」
に
は
、「
礼
書
曰
、

四
代
之
学
、
虞
則
上
庠
下
庠
、
夏
則
東
序
西
序
、
商
則
右
学
左
学
、

周
則
東
膠
虞
庠
」
18

と
あ
り
、つ
ま
り
『
礼
書
』
の
記
録
に
よ
る
「
四

代
之
学
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
礼
書
』「
魯
四
代
学
」

に
は
「
半
者
、
象
璜
也
」
19

と
あ
り
、
泮
水
の
形
を
礼
器
「
璜
」
20

の
形
に
す
る
説
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
日
新
館
は
泮
宮

（
大
成
殿
）・
泮
水
の
礼
制
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
、「
泮
宮
四
塾
」
の
制
が
採
用
さ
れ
、塾
舎
が
尚
書
塾
、

毛
詩
塾
、
二
経
塾
、
三
礼
塾
と
い
う
古
学
風
の
名
称
に
さ
れ
て
い
る
。

21

要
す
る
に
、
藩
校
の
全
体
図
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ば

「
古
式
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
大
学
校
之
図
面

古
式
に
寄
致
吟
味
雛
拵
候
様
、（
中
略
）
勿
論
古
屋
重
次
郎
へ
も
致

面
会
、古
式
之
内
不
相
分
儀
は
承
合
」
22

と
あ
る
よ
う
に
、そ
の
「
古

式
」
に
関
し
て
は
古
屋
昔
陽
（
重
次
郎
）
の
意
見
を
常
に
伺
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

釈
奠
礼
の
整
備
と
従
祀
制
度
に
関
す
る
議
論

　

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
講
所
に
お

い
て
孔
子
像
を
安
置
す
る
た
め
の
「
小
堂
」
が
建
て
ら
れ
、
以
後
こ

の
「
孔
子
堂
」
で
釈
奠
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
礼
典
は
整

備
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
陳
設
祭
器
、
薦
奠
庶
羞
、
因
循
方
俗
、
雑
用

其
式
」 23
と
あ
る
よ
う
に
、一
定
の
礼
制
に
準
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
釈
奠
の
整
備
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
、
日
新
館
設
立
以
後
で

あ
る
。「
考
定
古
礼
、
祭
法
一
新
」
24

と
あ
る
よ
う
に
、「
古
礼
」
に

基
づ
く
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
そ
の
制
定
に
携
わ
っ
た
の
は
、
司
業

の
安
部
井
鱗
と
、
古
屋
昔
陽
で
あ
る
。
25

特
に
昔
陽
は
官
名
、
祭
器
、

服
装
、
儀
節
に
つ
い
て
考
証
し
、
重
要
な
顧
問
役
を
果
た
し
た
。

　

日
新
館
の
釈
奠
の
初
献
官
を
掌
る
の
は
「
大
司
成
」
で
、
亜
献
官

と
終
献
官
を
司
る
の
は「
小
司
成
」で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
官
名
は『
礼

記
・
文
王
世
子
』
に
よ
る
も
の
で
、
学
校
奉
行
と
添
役
を
指
す
も
の

と
し
て
昔
陽
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
26

ま
た
釈
奠
の
祭
器
に
つ
い

て
、『
日
新
館
志
』「
祭
器
陳
設
」
に
は
「
苴
則
小
方
漆
器
中
有
茅
藉
、

編
以
五
彩
絲
、
古
屋
謂
茅
沙
非
古
、
故
有
所
考
而
製
之
」
27

と
あ
る
。

釈
奠
の
時
、「
茅
沙
盤
」
を
置
く
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
昔
陽
は
「
茅

沙
」
の
制
を
古
礼
と
相
違
す
る
と
し
、
そ
の
代
わ
り
に
編
ん
だ
茅
を

用
い
る
。
さ
ら
に
釈
奠
の
服
制
に
つ
い
て
、「
曽
聞
布
衣
者
、
本
邦

古
代
之
服
、
雖
無
官
者
得
服
之
、
固
以
其
事
問
古
屋
鬲
、
鬲
答
以
為

可
、
宜
従
之
」 

28

と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
古
代
の
「
布
衣
」
を
祭
服

に
す
る
こ
と
の
可
否
も
昔
陽
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日

新
館
の
釈
奠
は
全
部
昔
陽
の
意
思
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
釈
奠
の
従
祀
制
度
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
記
録

が
、『
家
世
実
紀
』
享
和
三
年
八
月
の
条
に
あ
る
。

　
　

日
新
館
御
造
営
被
成
、
大
成
殿
御
建
立
、
聖
像
御
安
置
御
祭
有
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之
儀
に
付
、
司
業
安
部
井
吉
蔵
義
、
釈
奠
儀
節
取
調
候
得
共
難

相
分
廉
々
、
古
屋
重
次
郎
に
致
相
談
、
大
凡
出
来
寄
候
、
然
処

聖
像
配
祀
之
事
、
皇
朝
之
古
礼
并
唐
土
に
て
は
種
々
沿
革
有
之

一
様
な
ら
す
候
に
付
、
重
次
郎
見
込
候
所
は
、
従
配
は
先
儒
孔

安
国
鄭
玄
抔
古
注
家
之
拾
二
人
を
配
り
可
然
由
、
吉
蔵
は
皇
朝

之
古
礼
に
依
て
十
哲
配
祀
相
当
之
由
申
、
司
業
中
ケ
間
共
も
、

先
儒
拾
二
人
に
究
候
て
は
人
々

誉
に
随
、
此
後
人
之
取
捨
有

之
、
定
見
無
之
は
差
見
候
事
に
候
（
後
略
）
29 

　

日
新
館
の
司
業
安
部
井
鱗
が
釈
奠
儀
節
の
こ
と
に
つ
い
て
古
屋
昔

陽
と
相
談
し
た
後
、儀
節
の
ほ
と
ん
ど
が
決
め
ら
れ
た
が
、た
だ
「
聖

像
配
祀
之
事
」、
つ
ま
り
従
祀
制
度
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
た
の

で
あ
る
。
従
祀
制
度
に
は
「
種
々
沿
革
」
が
あ
り
、
昔
陽
の
意
見
で

は
、
孔
安
国
、
鄭
玄
な
ど
十
二
人
の
「
先
儒
」
―
―
「
古
注
家
」
を

従
祀
に
す
べ
き
と
す
る
。
し
か
し
安
部
は
孔
門
十
哲
（
顔
淵
、
閔
子

騫
、
冉
伯
牛
、
仲
弓
、
宰
我
、
子
貢
、
冉
有
、
子
路
、
子
游
、
子
夏
）

を
配
す
べ
き
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
皇
朝
之
古
礼
」
―
―
つ
ま

り
日
本
平
安
時
代
の
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
釈
奠
が
あ
る
と
し
て
い

る
。
他
の
司
業
も
安
部
の
意
見
に
同
調
し
、
昔
陽
の
主
張
す
る
先
儒

十
二
人
の
多
く
は
後
人
に
よ
る
「

誉
」
が
あ
り
、
従
祀
に
さ
れ
た

り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
た
め
、
そ
の
地
位
は
一
定
で
は
な
か
っ
た

と
す
る
。
そ
こ
で
、こ
こ
で
い
う
古
注
者
に
対
す
る
「

誉
」
や
「
後

人
之
取
捨
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
中
国
に
お
け
る
釈

奠
の
従
祀
制
度
の
変
遷
を
少
し
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

古
注
者
が
初
め
て
従
祀
制
度
に
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
唐
貞
観

二
十
一
年
（
六
四
七
）
の
時
で
あ
る
。
孔
子
の
弟
子
子
夏
の
ほ
か
、

秦
漢
魏
晋
の
経
師
を
含
む
二
十
一
人
が
先
師
顔
回
と
と
も
に
太
学
で

祀
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
左
丘
明
、卜
子
夏
、公
羊
高
、穀
梁
赤
、伏
勝
、

高
堂
生
、
戴
聖
、
毛
萇
、
孔
安
国
、
劉
向
、
鄭
衆
、
杜
子
春
、
馬
融
、

廬
植
、
鄭
玄
、
服
虔
、
何
休
、
王
粛
、
王
弼
、
杜
預
、
范
寧
」
で
あ

る
。
30

そ
の
者
た
ち
の
入
祀
の
理
由
と
し
て
は
「
代
用
其
書
、
垂
於

国
胄
」
31

と
あ
り
、
ま
た
後
世
の
評
価
で
は
「
諸
儒
従
祀
孔
子
、
皆

其
有
功
於
聖
人
之
経
」
32

と
、「
伝
経
の
功
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

昔
陽
が
孔
安
国
や
鄭
玄
な
ど
の
入
祀
を
主
張
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う

な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
先
儒
た
ち
の
入
祀
が
大
い
に
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
明
朝
嘉

靖
帝
の
時
で
あ
る
。
33

嘉
靖
九
年
（
一
五
三
〇
）
朝
廷
の
釈
奠
改
制

は
、近
世
日
本
の
儒
者
に
も
多
く
意
識
さ
れ
る
有
名
な
事
件
で
あ
り
、

34

改
制
の
一
環
と
し
て
従
祀
制
度
が
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
唐
貞

観
年
間
に
入
祀
さ
れ
た
経
師
の
多
く
は
廃
祀
さ
れ
、
或
い
は
郷
に
改

祀
さ
れ
た
（
改
祀
於
郷
）。
35

そ
の
廃
祀
や
改
祀
の
理
由
に
つ
い
て
い

く
つ
か
の
例
を
見
て
み
る
と
、
戴
聖
は
「
治
行
不
法
、
身
為
贓
吏
」、

劉
向
は
「
喜
誦
神
仙
方
術
、
流
為
陰
陽
術
家
」、
馬
融
は
「
不
拘
儒

者
之
節
、
献
頌
以
美
（
梁
）
冀
」、
何
休
は
「
黜
周
王
魯
、
異
端
邪
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説
」、
王
弼
は
「
倡
為
清
談
、
専
祖
老
荘
」、
杜
預
は
「
以
吏
則
不
廉
、

以
将
則
不
義
」
と
、
批
評
さ
れ
て
い
る
。
36

こ
の
よ
う
な
人
格
や
道

徳
上
の
理
由
の
外
、
儒
学
内
部
に
お
け
る
学
術
的
な
原
因
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
鄭
衆
、
廬
植
、
鄭
玄
、
服
虔
、
范
寧
と
い
う
五
人
の
祭
祀

の
規
格
が
下
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
著
述
が
い
ず
れ
も
「
聖
学
」
を

発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
37

彼
ら
の
学
問

は
「
訓
詁
之
学
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
決
し
て
「
聖
道
之
伝
」
を
得

る
も
の
で
は
な
く
、
貞
観
年
間
の
礼
官
は
「
旧
注
疏
」
に
拘
り
、
訓

詁
の
経
師
を
入
祀
す
る
の
は
大
い
な
る
過
ち
だ
と
す
る
。
38

朱
子
学

流
行
以
後
、
経
書
は
そ
れ
ぞ
れ
『
易
経
』
に
程
頤
・
朱
熹
、『
詩
経
』

に
朱
熹
、『
書
経
』
に
蔡
沈
、『
春
秋
』
に
胡
安
国
の
新
注
を
用
い
る

た
め
、
漢
唐
儒
者
の
古
注
は
既
に
そ
の
権
威
を
失
っ
た
。
昔
の
「
伝

経
之
儒
」
に
取
っ
て
代
わ
る
の
は
「
伝
道
之
儒
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

明
嘉
靖
帝
時
代
の
従
祀
の
標
準
に
な
っ
て
い
る
。
嘉
靖
の
改
制
で
実

際
に
欧
陽
修
、
陸
九
淵
な
ど
が
新
た
に
従
祀
に
加
え
ら
れ
た
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。
39

　

以
上
の
よ
う
な
「

誉
」「
後
人
之
取
捨
」
が
あ
る
た
め
に
、
日

新
館
に
お
い
て
も
古
注
者
の
入
祀
が
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、「
皇
朝
之
古
礼
」
は
適
切
で
あ
る
と
安
部
井
鱗
は
考

え
て
い
る
。『
延
喜
式
』
の
従
祀
方
法
を
具
体
的
に
見
る
と
、
卷
第

十
九
の
「
式
部
省
下
」
で
は
「
釈
奠
、
毎
年
春
秋
二
仲
之
月
上
丁
、

釈
奠
先
聖
文
宣
王
、
先
師
顔
子
、
並
九
哲
於
大
学
」
と
あ
り
、
ま

た
卷
第
二
十
「
大
学
寮
」
に
は
「
釈
奠
十
一
座
（
中
略
）
二
座
先
聖

文
宣
王
先
師
顔
子
、（
中
略
）
従
祀
九
座
閔
子
騫
、
冉
伯
牛
、
仲
弓
、

冉
有
、
季
路
、
宰
我
、
子
貢
、
子
游
、
子
夏
」
と
あ
る
。

「
十
哲
」（
先
師
顔
子
、
従
祀
九
座
）
と
い
う
従
祀
方
法
は
一
応
同

意
さ
れ
た
が
、
し
か
し
日
新
館
で
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
時
、
問
題

が
起
こ
る
。
つ
ま
り
、
日
新
館
の
大
成
殿
は
「
両
廡
」
と
い
う
構
造

を
持
た
ず
、
正
殿
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
多
人
数
の
者
を
一
緒
に
祀

る
こ
と
が
難
し
い
。「
十
哲
」
を
正
殿
で
並
べ
た
ら
、
空
間
が
狭
い

故
そ
れ
ぞ
れ
に
陳
列
す
る
「

豆

敦
之
類
」
の
祭
器
は
置
け
な
く

な
る
。
よ
っ
て
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
祭
器
の
寸
法
を
も
と
の
三
分

の
一
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
議
論
の
結
果
、
祭
器
の
寸
法
を

勝
手
に
縮
小
す
る
の
は
礼
制
に
適
わ
な
い
と
し
、
従
祀
の
人
数
を
減

少
さ
せ
、
顔
子
の
み
を
配
祀
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
40

先
に
述
べ
た

よ
う
に
『
延
喜
式
』
の
「
大
学
寮
」
式
に
は
「
先
聖
文
宣
王
、
先
師

顔
子
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
諸
国
釈
奠
式
」
に
は
こ
の
二
座
が
専
ら

祭
祀
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
。 

　

し
か
し
、
昔
陽
は
こ
の
祀
り
方
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
の
理
由
と

し
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
41

猶
又
吉
蔵
義
配
祀
之
事
を
以
、
重
次
郎
了
簡
承
合
候
処
、
古
学

を
主
と
致
候
儒
者
に
候
へ
は
、
最
初
見
込
之
通
、
先
儒
十
二
人

配
食
に
立
可
然
由
に
て
申
候
は
、
釈
奠
之
義
古
礼
は
先
聖
壱
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人
、
其
外
は
学
館
に
て
学
士
に
教
へ
功
を
立
候
人
之
徳
に
報
候

た
め
、
先
聖
に
配
し
大
師
執
礼
典
書
之
三
人
を
祭
、
魏
之
世
に

至
り
、
孔
子
へ
顔
子
を
配
し
候
事
有
之
候
へ
共
、
学
中
に
祭
候

先
師
之
功
無
之
、
七
十
子
之
中
顔
子
独
り
を
取
候
事
、
魏
之
世

之
失
礼
に
有
之
、
依
て
は
注
家
に
て
毛
公
孔
安
国
鄭
玄
、
此
三

人
を
配
し
可
然
、
其
上
に
も
室
中
広
く
候
は
々
杜
預
王
弼
可
然

候
、
先
聖
之
外
壱
人
先
師
を
立
候
は
々
孔
門
に
て
子
夏
、
漢
儒

に
て
は
鄭
玄
、
何
れ
も
後
学
に
功
あ
る
人
に
候
間
、
此
二
人
可

然
（
後
略
）。
42 

　

昔
陽
は
、「
古
学
」
を
修
め
る
者
は
「
先
儒
十
二
人
」
を
祭
る
べ

き
だ
と
再
び
主
張
し
、釈
奠
の
「
古
礼
」
の
本
義
に
つ
い
て
述
べ
る
。

そ
の
古
礼
は
本
来
、「
先
聖
」
一
人
の
ほ
か
、
学
校
で
学
生
に
教
え

る
功
績
の
あ
る
者
―
―
「
大
師
」、「
執
礼
」、「
典
書
」
と
い
う
三
人

を
祭
る
。
こ
の
三
人
を
「
先
師
」
に
す
る
の
は
、『
礼
記
・
文
王
世

子
』
に
「
春
誦
、
夏
弦
、
大
師
詔
之
瞽
宗
。
秋
学
礼
、
執
礼
者
詔
之
。

冬
読
書
、
典
書
者
詔
之
。
礼
在
瞽
宗
、
書
在
上
庠
」
と
あ
る
よ
う
に
、

春
夏
は
「
大
師
」
か
ら
詩
と
楽
を
、
秋
は
「
執
礼
」
か
ら
礼
を
、
冬

は
「
典
書
」
か
ら
書
を
学
ぶ
と
い
う
。
ま
た
「
凡
学
、
春
官
釈
奠
於

其
先
師
、
秋
冬
亦
如
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
学
校
に
お
い
て
教
官
は

春
、
秋
、
冬
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
先
師
」
を
「
釈
奠
」
す
る
。
つ
ま
り

昔
陽
は
、
釈
奠
は
「
先
師
」
の
恩
徳
に
報
い
る
た
め
に
行
う
も
の
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
釈
奠
を
専
ら
孔
子
と
孔
子
以
後
の

聖
賢
を
祀
る
た
め
の
儀
礼
で
は
な
く
、
孔
子
以
前
の
時
代
に
そ
の
根

拠
を
求
め
る
。
先
師
三
人
を
配
祀
に
す
る
こ
と
は
、
昔
陽
独
特
な
考

え
方
と
い
え
よ
う
。

　

続
い
て
昔
陽
は
孔
子
の
配
祀
に
七
十
人
の
弟
子
か
ら
「
顔
子
独
り

を
取
」
り
だ
す
こ
と
を
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
な
配
祀
方
式
の
始
ま

り
は
魏
斉
王
正
始
年
間
の
辟
雍
の
釈
奠
で
あ
る
が
、
43

昔
陽
は
そ
れ

を
「
魏
之
世
之
失
礼
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
顔
子
に
は
「
学

中
に
祭
候
先
師
之
功
」
が
な
い
た
め
、
そ
の
祭
り
は
古
礼
の
本
義
に

背
く
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
昔
陽
は
「
注
家
」
の
「
毛
公
」、「
孔
安

国
」、「
鄭
玄
」
を
挙
げ
、
そ
れ
を
「
先
師
」
三
人
に
当
て
は
め
る
の

を
妥
当
な
祀
り
方
と
し
、
も
し
そ
れ
以
上
室
内
に
空
間
の
余
裕
が
あ

れ
ば
、
さ
ら
に
杜
預
と
王
弼
を
従
祀
に
い
れ
る
べ
き
と
す
る
の
で
あ

る
。
以
上
の
五
人
は
孔
穎
達
『
五
経
正
義
』
に
採
用
さ
れ
る
伝
注
の

作
者
と
一
致
す
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
昔
陽
は
妥

協
案
を
打
ち
出
し
、
つ
ま
り
も
し
先
師
を
一
人
し
か
立
て
な
い
と
し

た
ら
、孔
門
の
子
夏
、或
い
は
漢
儒
の
鄭
玄
に
す
る
と
主
張
す
る
。「
後

学
」
に
一
番
「
功
あ
る
人
」
は
、
こ
の
二
人
を
除
い
て
は
ほ
か
に
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
結
局
、
昔
陽
の
意
見
は
日
新
館
の
釈
奠
に
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、安
部
井
鱗
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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如
様
之
論
は
明
末
清
初
之
諸
儒
如
何
程
も
有
之
事
に
て
、
公
論

と
は
難
申
。
44 

　

つ
ま
り
昔
陽
の
議
論
は
明
末
清
初
の
儒
者
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と

で
、
い
ず
れ
も
一
私
論
に
終
わ
る
し
か
な
か
っ
た
と
す
る
。

　

昔
陽
が
古
注
者
の
入
祀
を
主
張
す
る
の
は
、
彼
の
学
問
観
と
大
い

に
関
わ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
主
張
に
よ
っ
て

昔
陽
の
姿
が
明
末
清
初
の
儒
者
の
姿
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
こ
と
が
安
部
ら
に
意
識
さ
れ
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
か

な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
次
の
一
章
で
は
、
昔
陽
の
学
問
観
と
、
明

末
清
初
の
儒
者
の
議
論
を
具
体
的
に
分
析
し
て
み
る
。

古
屋
昔
陽
の
学
問
観
と
明
末
清
初
の
儒
者

　

昔
陽
が
江
戸
で
私
塾
を
開
く
時
、
そ
の
教
学
内
容
は
「
以
経
学
教

授
諸
生
、
詩
者
本
何
楷
世
本
古
義
、
有
所
増
補
、
書
亦
準
之
」
45

と

あ
る
よ
う
に
、
専
ら
「
経
学
」
を
講
じ
、
ま
た
『
詩
』
に
つ
い
て
は

明
朝
学
者
何
楷
（
？
〜
一
六
四
五
）
の
『
詩
経
世
本
古
義
』
を
用
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
昔
陽
は
「
経
学
」
を
ど
う
捉
え
る
の
か
、
こ
こ

で
は
彼
の
文
章
「
古
今
学
変
」
に
お
け
る
「
古
へ
の
学
問
」
に
対
す

る
考
え
方
を
見
て
み
た
い
。

古
へ
の
学
問
と
申
候
は
詩
書
礼
楽
の
四
術
を
正
業
と
致
是
を
四

時
に
致
学
習
候
こ
と
礼
記
の
王
制
文
王
世
子
の
篇
等
に
見
へ
申

候
夫
故
へ
孔
夫
子
も
興
於
詩
立
於
礼
成
於
楽
と
被
仰
候（
中
略
）

夫
子
之
教
必
始
於
詩
書
而
終
於
礼
楽
雑
説
不
興
焉
と
被
申
候
。
46 

　

つ
ま
り
、
古
の
学
問
は
詩
書
礼
楽
の
「
四
術
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ

そ
「
正
業
」
で
あ
り
孔
子
の
教
え
で
も
あ
る
。
ま
た
昔
陽
は
『
荀
子
・

勧
学
』「
学
悪
乎
始
、
悪
乎
終
、
曰
其
数
始
乎
誦
経
、
終
乎
読
礼
」

を
引
用
し
、「
経
と
は
詩
書
の
二
経
を
指
て
申
候
、
戦
国
以
後
は
礼

も
記
録
に
て
伝
へ
候
ゆ
へ
礼
を
読
む
と
申
候
」
と
述
べ
、『
詩
』『
書
』

『
礼
』
の
三
経
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
礼
楽
」
を
強
調
し
、「
殊
に
礼
楽
は
聖
人
の
道
の
本
躰

に
て
、天
下
国
家
を
風
化
致
し
候
術
」で
あ
る
と
述
べ
る
。昔
陽
は「
礼

楽
」
を
「
道
」
の
「
本
体
」、
治
国
の
術
と
し
て
捉
え
る
が
、
殊
に

彼
が
最
も
強
調
し
た
い
の
は
、「
古
の
学
問
は
専
ら
礼
楽
に
力
を
用

ひ
候
こ
と
」、つ
ま
り
「
古
の
学
問
」
と
し
て
の
「
礼
楽
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
立
場
か
ら
昔
陽
は
後
世
の
「
学
問
」
を
批
判
し
て
、　

詩
書
礼
楽
を
捨
て
事
物
の
理
を
窮
め
人
欲
の
私
を
去
り
候
な
ど

学
問
と
致
し
候
こ
と
は
孔
門
の
教
に
は
曽
て
無
之
こ
と
に
御
座

候
其
上
窮
理
と
申
こ
と
本
聖
人
の
易
を
作
り
玉
へ
る
こ
と
を
賛

し
候
語
に
て
学
問
の
こ
と
に
て
は
無
之
候
。
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と
述
べ
る
。
つ
ま
り
昔
陽
に
よ
れ
ば
「
事
物
の
理
を
窮
め
」
る
こ
と

も
、「
人
欲
の
私
を
去
」
る
こ
と
も
、「
学
問
」
の
正
し
い
在
り
方
で

は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
理
」
と
い
う
も
の
は
「
人
々
の
取
り
様

に
て
如
何
や
う
に
も
付
き
候
も
の
」
で
あ
り
、「
理
を
定
め
」
る
こ

と
な
ど
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
聖
人
の
教
え
は
「
欲
を
去
」
る
と

い
う
よ
り
は
、「
以
道
制
欲
」「
以
礼
制
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
利

欲
の
念
起
り
候
所
を
礼
義
を
省
み
て
蹈
止
り
候
こ
と
」
が
肝
心
で
あ

る
。「
克
己
復
礼
」
と
い
う
時
に
一
番
大
事
な
の
は
「
礼
義
制
度
を

慎
」
む
こ
と
、「
道
の
矩
に
違
」
わ
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

「
礼
楽
の
教
を
尊
信
」
す
る
学
者
は
、「
佛
家
の
教
」
の
よ
う
に
「
専

ら
心
の
詮
議
の
み
」を
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
昔
陽
は
、

古
の
道
に
志
し
候
人
孔
子
の
教
法
に
従
ひ
詩
書
礼
楽
を
本
業
と

し
て
論
語
学
庸
等
の
正
義
を
自
得
い
た
し
候
は
々
聖
人
の
旨
に

畔
き
申
間
敷
候
。

と
述
べ
、
理
学
の
学
問
態
度
を
否
定
し
、
詩
書
礼
楽
を
一
番
大
事
に

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
論
理
は
朱
子
学
、

仁
斎
学
の
四
書･

論
孟
中
心
主
義
を
「
義
理
孤
行
」
と
批
判
し
、
六

経
と
『
論
語
』
に
よ
る
古
道
復
元
を
提
唱
す
る
荻
生
徂
徠
の
主
張
と

軌
を
一
に
し
て
い
る
。
47 

た
だ
昔
陽
は
こ
の
よ
う
な
学
問
観
を
、
藩

校
に
お
け
る
釈
奠
の
従
祀
制
度
に
託
し
て
い
る
。
実
は
当
時
、
幕
府

学
問
所
を
始
め
、
釈
奠
の
従
祀
制
度
に
「
四
配
‐
六
従
祀
」
と
い
う

形
を
採
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。「
四
配
」
と
は
「
顔
子
、
曽
子
、

子
思
子
、
孟
子
」
で
あ
り
、「
六
従
祀
」
は
「
周
敦
頤
、
程
明
道
、

程
伊
川
、
張
載
、
邵
雍
、
朱
熹
」
と
い
う
朱
子
学
者
た
ち
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
従
祀
方
式
は
、
理
学
の
「
道
統
」
を
代
表
す
る
も
の
と

い
え
る
。
し
か
し
昔
陽
は
理
学
を
否
定
し
、漢
学
を
重
視
す
る
た
め
、

『
詩
』『
書
』『
礼
』
三
つ
の
経
典
に
大
い
に
貢
献
し
た
者
に
、毛
公
、

孔
安
国
、
鄭
玄
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

昔
陽
と
同
じ
く
、「
古
注
者
」
の
復
祀
を
主
張
す
る
者
は
、
昔
の

中
国
、
明
末
清
初
の
時
代
に
多
く
現
れ
た
。
嘉
靖
改
制
に
お
い
て
秦

漢
諸
儒
が
廃
祀
、
或
い
は
改
祀
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
先
述
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
そ
の
嘉
靖
改
制
に
対
し
て
、
明
万
暦
年
間
の
王
世
貞

（
一
五
二
六
〜
一
五
九
〇
）は
以
下
の
よ
う
に
不
満
を
述
べ
て
い
る
。

先
朝
之
黜
漢
儒
、
凛
乎
斧
鉞
矣
。
夫
卑
漢
者
所
以
尊
宋
、
而
不

知
其
陥
宋
儒
於
背
本
也
。
今
訓
故
之
学
不
伝
、即
明
哲
如
二
程
、

朱
子
、
亦
何
所
自
而
釈
其
義
乎
。
48 

　

嘉
靖
改
制
に
お
い
て
漢
儒
の
祭
祀
を
や
め
る
こ
と
は
宋
学
を
尊
崇

す
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、し
か
し
そ
れ
は
本
末
転
倒
の
こ
と
で
あ
り
、

「
訓
故
之
学
」
が
な
け
れ
ば
宋
学
者
の
注
釈
も
拠
り
所
を
失
う
と
い

う
。
王
世
貞
は
漢
儒
の
復
祀
と
、
訓
故
学
の
地
位
の
向
上
を
望
ん
で
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い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
は
あ
ま
り
効
果
を
見
せ
ず
、
釈
奠

の
従
祀
制
度
に
お
い
て
は
む
し
ろ
朱
子
学
者
の
地
位
が
上
が
る
一
方

で
あ
る
。
明
末
の
崇
禎
十
五
年
（
一
六
四
二
）
に
は
、周
敦
頤
、張
載
、

程
明
道
、
程
伊
川
、
邵
雍
、
朱
熹
は
「
先
儒
」
か
ら
「
先
賢
」
に
格

上
げ
さ
れ
、
漢
唐
の
儒
者
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
49 

　

し
か
し
な
が
ら
漢
儒
の
復
祀
を
要
求
す
る
声
は
絶
え
な
か
っ
た
。

清
初
の
顧
炎
武
（
一
六
一
三
〜
一
六
八
二
）
も
嘉
靖
九
年
の
従
祀
改

革
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
儒
の
「
一
事
之
瑕
」
を
も
っ
て

そ
の
「
伝
経
之
祀
」
を
廃
止
し
、
代
わ
り
に
荀
况
、
楊
雄
、
韓
愈
な

ど
「
伝
注
の
功
」
の
無
い
者
を
祀
る
と
い
う
こ
の
改
革
は
過
ち
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
50

ま
た
顧
炎
武
は
「
棄
漢
儒
保
残
守
缺
之
功
、
而

奨
末
流
論
性
談
天
之
学
、
於
是
語
録
之
書
日
増
月
益
、
而
『
五
経
』

之
義
委
之
榛
蕪
、
自
明
人
之
議
従
祀
始
也
。
有
王
者
作
、
其
必
遵
貞

観
之
制
乎
」
と
述
べ
、
51

嘉
靖
改
制
に
よ
っ
て
漢
儒
な
ど
の
古
注
者

の
権
威
が
失
わ
れ
、
性
理
の
「
末
流
」
の
学
が
正
統
を
得
て
、
語
録

の
書
が
世
に
流
行
り
『
五
経
』
の
学
問
が
衰
え
る
始
末
に
な
っ
た
と

い
う
。
そ
こ
で
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
「
貞
観
従
祀
制
」
に
返

す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、貞
観
の
従
祀
制
こ
そ
、

「
古
人
」
の
「
敬
学
尊
師
」
の
意
を
得
て
い
る
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
は
、「
理
学
即
経
学
」
52

と
唱
え
る
顧
炎
武
は
経
学
の
復
興
を

望
み
、
い
わ
ゆ
る
経
学
重
視
・
伝
注
尊
重
の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。

　

さ
ら
に
、
清
初
の
朱
彝
尊
（
一
六
二
九
〜
一
七
〇
九
）
は
『
鄭
康

成
不
当

従
祀
議
』
を
著
し
、
鄭
玄
の
入
祀
を
主
張
し
て
い
る
。
53

彼
は
、
嘉
靖
帝
が
程
敏
政
の
進
言
を
受
け
入
れ
鄭
玄
の
従
祀
を
や
め

る
こ
と
は
、一
学
派
の「
私
」を
も
っ
て
公
論
を
廃
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
鄭
玄
は
『
詩
』『
書
』『
易
』『
礼
』『
論
語
』『
孝
経
』
に
注
釈

を
施
し
、い
わ
ば
「
群
経
」
を
兼
ね
て
治
め
る
後
漢
屈
指
の
儒
者
で
、

経
学
の
集
大
成
者
で
あ
り
、
秦
漢
以
来
の
経
書
や
典
制
が
世
に
伝
わ

る
の
は
、
鄭
玄
の
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
今
世
で
は
科
挙
に
よ
っ
て

「
四
書
」
が
重
視
さ
れ
、経
学
が
衰
退
し
た
現
状
を
朱
彝
尊
は
嘆
き
、

経
書
の
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
彼
は
鄭
玄
の
入

祀
の
ほ
か
、子
夏
の
祠
堂
を
建
て
る
こ
と
を
主
張
す
る
。「
詩
書
礼
楽
、

定
自
孔
子
、
発
明
章
句
、
始
於
子
夏
」
54

と
、
孔
子
の
歿
後
か
ら
前

漢
ま
で
の
四
百
年
の
間
、
子
夏
の
伝
経
の
貢
献
が
多
大
な
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
55

　

こ
の
よ
う
に
、
鄭
玄
な
ど
漢
儒
の
復
祀
の
要
求
は
、
儒
学
を
経

学
主
体
の
正
統
に
復
す
る
要
求
で
も
あ
っ
た
。
56

そ
し
て
雍
正
二

年
（
一
七
二
四
）、
鄭
玄
と
范
寧
の
経
師
二
人
を
廷
議
の
裁
決
を
通

し
て
再
び
従
祀
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
す
で
に
康
熙

五
十
一
年
（
一
七
一
二
）
頃
、
朱
子
が
「
十
哲
」
に
列
さ
れ
、
そ

の
地
位
が
漢
唐
の
儒
者
よ
り
遥
か
に
上
回
り
、
ま
た
雍
正
二
年

（
一
七
二
四
）
で
も
朱
子
学
者
十
三
人
が
新
た
に
入
祀
さ
れ
る
こ
と
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が
あ
っ
た
。
朱
子
学
が
官
側
思
想
の
基
調
と
な
る
中
、
鄭
玄
と
范
寧

の
入
祀
は
、
五
経
の
学
を
唱
え
る
儒
者
た
ち
の
い
さ
さ
か
の
勝
利
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、古
屋
昔
陽
の
「
詩
書
礼
楽
」
の
経
学
重
視
と
、

明
末
清
初
の
儒
者
の
経
学
復
帰
の
要
求
が
一
致
し
、
ま
た
い
ず
れ
も

鄭
玄
な
ど
の
古
注
者
を
従
祀
に
入
れ
よ
う
と
働
き
か
け
た
こ
と
が
分

か
る
。
明
末
清
初
の
学
者
は
、
新
た
な
「
学
統
」
の
創
建
を
意
識
し

て
、
漢
儒
の
孔
子
廟
に
お
け
る
正
統
の
地
位
を
復
帰
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
そ
し
て
昔
陽
が
鄭
玄
な
ど
漢
儒
の
入
祀
を
要
求
す
る
の
も
、「
万

古
不
易
之
道
」
57

を
体
現
す
る
釈
奠
礼
な
ど
一
連
の
礼
制
の
設
定
に

お
い
て
、
古
注
者
に
代
表
さ
れ
る
古
学
の
「
正
統
性
」
を
保
と
う
と

す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
「
学
統
」
の
追
求
と
「
公
的
」
権
威　

　

　

次
は
、
会
津
藩
日
新
館
の
釈
奠
が
近
世
日
本
の
釈
奠
の
歴
史
全
体

に
お
い
て
占
め
る
位
置
を
考
え
た
い
。

　

実
は
、
昔
陽
の
よ
う
に
、
自
分
の
学
問
信
仰
（
学
統
観
・
道
統
観
）

を
釈
奠
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
儒
者
は
、
近
世
日
本
の
初
期
か
ら
存

在
し
て
い
る
。
例
え
ば
林
鵞
峰
は
『
庚
戌
釈
菜
記
』
の
中
で
「
夫
子

之
経
得
文
公
而
正
、
夫
子
之
道
得
文
公
而
明
」
58

と
述
べ
、
朱
子
を

孔
子
の
道
統
の
継
承
者
と
見
な
し
、
さ
ら
に
そ
の
道
統
を
自
ら
受
け

継
い
で
い
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。
ま
た
中
村
惕
斎
は
『
釈
菜
儀

節
考
議
』
の
中
で
従
祀
制
度
に
つ
い
て
「
既
祭
夫
子
則
不
必
祀
諸
子
、

但
顔
曽
思
孟
是
道
統
正
的
、不
可
不
配
享
也
」
と
述
べ
、四
配
を
「
道

統
正
的
」
と
し
て
そ
の
祭
祀
の
必
要
性
を
強
調
し
、
ま
た
「
継
諸
子

集
其
大
成
者
、
朱
子
也
。
孟
子
没
後
再
興
斯
道
、
而
足
以
師
表
於
万

世
者
、
豈
出
五
君
子
之
外
哉
」
と
述
べ
、
朱
子
学
者
を
「
孟
子
」
に

継
い
で
「
斯
道
」
を
興
す
も
の
と
し
て
い
る
。
59

さ
ら
に
「
道
統
」

を
継
ぐ
者
と
し
て
山
崎
闇
斎
や
浅
見
絅
斎
な
ど
を
釈
奠
の
従
祀
に
入

れ
よ
う
と
し
た
、
闇
斎
学
派
の
蟹
養
斎
や
山
口
景
徳
な
ど
も
そ
う
で

あ
る
。
昔
陽
の
主
張
す
る
学
統
は
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
者

た
ち
の
道
統
と
は
正
反
対
の
も
の
に
見
え
る
が
、
し
か
し
釈
奠
の
歴

史
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
釈
奠
の
従
祀
制
度
に
は
い
ず
れ
も
儒
学
者
の
学
問
信
仰
が
託

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
釈
奠

に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
の
儒
者
の
普
遍
的
な
姿

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
近
世
日
本
に
お
い
て
釈
奠
が

推
進
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
昔
陽
の
学
統
の
追
求
は
何
故
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
議
論
の
出
て
き
た

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
と
い
う
時
点
で
、既
に
「
寛
政
異
学
の
禁
」

が
頒
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
実
は
昔
陽
が
会
津
藩
に
招
聘
さ

れ
る
当
初
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
一
〇
月
に
藩
主
容
頌
の
嗣
子

容
住
の
師
と
い
う
名
目
で
会
津
藩
へ
の
招
聘
が
決
ま
り
、
寛
政
三
年
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（
一
七
九
一
）
い
よ
い
よ
会
津
に
赴
か
せ
よ
う
と
し
た
時
、
昔
陽
の

登
用
に
関
し
て
幕
府
の
ほ
う
か
ら
疑
惑
の
声
が
挙
げ
ら
れ
た
。
一
月

二
〇
日
に
幕
府
の
儒
官
岡
田
清
助
（
寒
泉
）
は
、「
重
次
郎
被
差
下

候
て
は
、
御
改
政
之
御
障
に
も
可
相
成
哉
之
趣
」
60

と
問
う
た
。
つ

ま
り
そ
の
前
年
に
「
異
学
の
禁
」
と
い
う
学
問
統
制
令
が
出
さ
れ
て

か
ら
間
も
な
い
時
期
に
徂
徠
学
を
奉
じ
る
昔
陽
を
招
聘
す
る
こ
と

は
、
幕
府
の
趣
旨
に
背
く
と
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
会
津
藩

は
直
接
に
定
信
に
打
診
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
定
信
の
返
答
は
正

之
の
遺
法
を
踏
襲
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
異
学

抑
制
の
意
図
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
昔
陽
を
罷
免
す
る
と
い
う
よ
う

な
強
制
的
な
も
の
と
し
て
働
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
局
昔
陽
の
招

聘
は
既
定
通
り
に
実
現
さ
れ
た
が
、
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
は
、
昔
陽
の
会
津
藩
に
お
け
る
立
場
で
あ
る
。『
日
新
館
志
』

に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
師
儒
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
賓
師
」

で
あ
る
。
61

家
老
に
講
学
す
る
と
い
い
、
世
子
容
住
の
師
と
い
い
、

各
藩
主
の
諮
問
に
答
え
る
と
い
い
、
彼
は
会
津
藩
に
お
い
て
政
治
の

中
心
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
立
場
と
し
て
は
「
顧

問
役
」
で
あ
っ
た
が
、
彼
自
身
は
そ
の
自
ら
の
姿
を
、
詩
書
礼
楽
を

教
え
る
「
大
師
」「
執
礼
」「
典
書
」
と
い
う
「
先
師
」
た
ち
の
姿
と

重
ね
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
昔
陽
が
重
視
す
る
孔
子

の
弟
子
子
夏
も
、
孔
子
の
死
後
魏
国
の
西
河
に
移
り
弟
子
を
育
て
、

の
ち
に
魏
の
文
侯
の
師
と
な
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
に「
師

儒
」
と
し
て
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
自
ら
の
学

問
に
身
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
昔
陽
の
よ
う
な
「
師
儒
」
は
、

儀
礼
の
整
備
に
力
を
尽
く
さ
せ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
彼
の
望
む
一
学

派
の
学
統
の
た
め
の
祭
祀
方
式
は
藩
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
当
時

の
会
津
藩
で
は
、
幕
府
の
顰
蹙
を
買
っ
て
ま
で
異
学
に
固
執
す
る
こ

と
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

実
は
、同
様
の
こ
と
が
幕
府
学
問
所
に
お
い
て
も
生
起
し
て
い
た
。

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、朱
子
学
の
正
統
性
を
代
表
す
る
従
祀
制
度
、

「
孔
子
‐
四
配
‐
六
従
祀
」
と
い
う
形
は
林
家
の
聖
堂
に
存
在
し
て

い
た
が
、
寛
政
改
革
の
一
環
と
し
て
釈
奠
の
改
革
も
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
改
革
と
し
て
二
つ
の
出
来
事
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
釈

奠
が
幕
府
の
管
轄
下
に
お
さ
ま
る
「
官
祭
之
事
」
と
な
り
、
こ
の
儀

式
を
主
宰
す
る
の
は
す
で
に
林
家
の
者
で
は
な
く
、「
聖
堂
の
儒
者
」

と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
二
月

の
釈
奠
の
献
官
を
実
際
に
務
め
た
の
は
、
儒
臣
柴
野
栗
山
で
あ
っ
た
。62

も
う
一
つ
は
釈
奠
を
『
延
喜
式
』
の
様
式
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

よ
っ
て
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
の
釈
奠
儀
節
は
『
延
喜
式
』
に

よ
っ
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
63

し
か
し
こ
の
よ

う
な
改
革
は
む
し
ろ
釈
奠
の
形
式
に
矛
盾
を
も
た
ら
し
た
。
つ
ま
り

祭
祀
で
採
用
す
る
『
延
喜
式
』
に
載
せ
て
あ
る
祝
文
に
は
、「
以
先

師
顔
子
等
配
」
と
あ
り
、そ
れ
は
実
際
に
継
続
さ
れ
て
い
る
「
四
配
」

「
六
従
祀
」
の
従
祀
制
度
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
。64

こ
の
儀
礼
改
革
の
目
的
は
、「
私
的
」
な
林
家
の
釈
奠
を
幕

府
の
管
理
下
の
「
公
的
」
な
も
の
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
「
公
的
」
な
性
質
の
代
表
を
、『
延
喜
式
』
に
求
め
た
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
釈
奠
の
「
正
統
性
」
を
、
そ
の
従
祀
制

度
に
含
ま
れ
る
「
学
問
正
統
（
学
統
）」・「
道
統
」
の
内
部
に
求
め

る
の
で
は
な
く
、
外
部
に
あ
る
既
有
の
古
来
の
法
典
、
い
わ
ば
「
治

統
」
の
具
象
化
と
い
え
る
も
の
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
傾
向
は
、
当
時
の
正
学
朱
子
派
に
見
ら
れ
る
代
表
的
な
「
学
統

論
」
の
内
容
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
65 

　

こ
の
よ
う
な
幕
府
学
問
所
の
釈
奠
改
革
の
傾
向
に
一
致
す
る
こ
と

は
、
会
津
藩
日
新
館
が
享
和
三
年
「
孔
子
‐
顔
子
」
と
い
う
『
延
喜

式
』
に
も
見
ら
れ
る
祭
祀
方
法
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
日
新
館
が
、
釈
奠
の
整
備
に
お
け
る
重
要
な
指
導
役
を
果
た
し

た
昔
陽
の
意
見
を
採
り
入
れ
ず
、「
毛
公
、
公
安
国
、
鄭
玄
」
と
い

う
経
学
の
「
学
統
」
を
反
映
す
る
従
祀
方
式
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、

昔
陽
の
従
祀
の
形
を
「
是
迄
配
祀
無
之
事
」
66

と
し
、
日
本
の
釈
奠

の
歴
史
を
配
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
67

『
延
喜
式
』
へ
の
復
帰
に
同

調
す
る
の
は
、
釈
奠
を
一
学
派
・
一
学
問
の
「
私
」
の
た
め
の
も
の

で
は
な
く
、「
公
論
」
を
意
識
し
た
、
藩
の
全
体
政
策
の
一
環
と
な

す
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
近
世
日
本
の
釈
奠
を
全
体
的
に
見
れ
ば
、
学
者
の

「
学
統
」
観
を
反
映
す
る
釈
奠
の
様
式
は
重
要
性
を
失
い
、『
延
喜

式
』
な
ど
の
法
典
に
記
さ
れ
る
釈
奠
は
意
識
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ

る
。
近
世
前
期
に
お
い
て
朱
子
学
的
な
従
祀
方
式
を
と
る
釈
奠
は
一

般
的
で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
以
後
、
こ
の
よ
う
な
従
祀
制
度
は
各
藩

で
徐
々
に
解
体
し
て
い
く
。
例
え
ば
天
明
年
間
、
名
古
屋
藩
明
倫
館

は
「
孔
子
‐
四
配
」
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ

に
含
ま
れ
る
考
え
と
し
て
、
顔
子
、
曾
子
を
「
七
十
二
」
の
弟
子
の

代
表
と
し
、
子
思
、
孟
子
を
孔
子
時
代
以
後
の
先
賢
の
代
表
と
し
て

捉
え
ら
れ
、
朱
子
学
的
な
「
道
統
」
意
識
は
既
に
希
薄
で
あ
る
。
68

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
寛
政
期
に
出
て
き
た
「
学
統
」
を
統
一

さ
せ
よ
う
と
す
る
禁
令
は
、
一
見
朱
子
学
の
「
道
統
」
を
回
復
す
る

動
き
の
よ
う
だ
が
、
実
は
こ
れ
も
朱
子
学
内
部
か
ら
の
学
問
の
正
当

性
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
は
、「
政
治
的
」
な
「
統
一
」
性
を
図

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
69

同
時
に
、釈
奠
と
い
う
儀
礼
に「
権
威
」

を
も
た
ら
す
た
め
に
、
日
本
の
昔
の
朝
廷
儀
礼
の
一
つ
、『
延
喜
式
』

の
釈
奠
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
会
津
藩
日
新
館

は
幕
府
学
問
所
と
は
学
風
が
違
う
が
、
し
か
し
釈
奠
儀
礼
の
様
式
の

選
択
に
は
同
じ
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
寛
政
期
以
後
、「
顔
子
」
或

い
は
「
十
哲
」
を
従
祀
に
す
る
様
式
を
と
る
藩
校
が
多
く
出
て
お
り
、

例
え
ば
出
石
藩
弘
道
館
、
水
口
藩
翼
輪
堂
は
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
幕

末
に
は
京
都
学
習
院
の
よ
う
に
『
延
喜
式
』「
大
学
寮
」
の
釈
奠
を

復
興
さ
せ
た
例
も
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

　

本
論
は
会
津
藩
日
新
館
に
お
け
る
儀
礼
面
の
整
備
、
特
に
釈
奠
礼

の
整
備
過
程
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
壮
麗
な
大
成
殿
の
造
設
は

儀
礼
整
備
を
重
視
す
る
こ
と
を
示
し
、
他
藩
に
類
似
を
見
な
い
古
式

の
泮
水
の
形
は
、
整
備
に
当
た
っ
て
常
に
「
古
礼
」
を
求
め
る
復
古

の
傾
向
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
天
明
八
年
田
中
玄
宰
が

行
っ
た
学
制
改
革
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
会
津
藩
旧
来
の
朱
子
学

の
学
統
が
改
変
さ
れ
、
古
注
書
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
古
屋
昔
陽
が
活
躍
し
、
古
礼
の
整
備
に
大
い

に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
昔
陽
は
釈
奠
の
祭
器
、
儀
節
の
設
定
に
参

与
し
た
ほ
か
、
従
祀
に
古
注
者
の
祭
祀
を
主
張
し
た
。
そ
れ
は
彼
が

『
詩
』『
書
』『
礼
』
を
最
も
重
視
し
、
古
注
を
主
張
す
る
と
い
う
学

問
観
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
学

問
の
信
念
を
従
祀
制
度
に
託
し
た
こ
と
は
明
末
清
初
の
儒
者
に
も
見

ら
れ
る
。
明
末
清
初
の
儒
者
は
、
秦
漢
以
来
自
分
な
り
の
学
術
伝
統

と
知
識
性
質
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
従
祀
制
度
を
通
し
て
自
分
の

「
学
統
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
昔
陽
も
同
じ
目
的
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
昔
陽
の
学
統
が
幕
府
儒
官
に

問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、「
師
儒
」と
し
て
会
津
藩
に
臨
む
彼
は
、

学
問
の
正
統
性
を
釈
奠
と
い
う
場
に
求
め
る
チ
ャ
ン
ス
を
見
逃
す
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
統
の
追
求
は

ま
た
近
世
前
期
の
儒
者
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
昔
陽
の
時

「
寛
政
異
学
の
禁
」
が
頒
布
さ
れ
、
朱
子
学
が
「
官
学
」
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
た
。昔
陽
の
従
祀
に
関
す
る
意
見
が
安
部
に
よ
っ
て「
公

論
と
は
難
申
」
と
さ
れ
る
の
は
、「
正
学
」
朱
子
学
に
対
す
る
配
慮

も
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
会
津
藩
の
釈
奠
を
全
体
的
に
考
え

れ
ば
、「
孔
子
‐
顔
子
」
と
い
う
従
祀
方
法
は
、「
皇
朝
之
古
礼
」
を

意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
府
学
問
所
の
釈
奠
に
お
け
る

『
延
喜
式
』
へ
復
帰
す
る
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
近
世
日
本
の
釈
奠
の
在

り
方
と
近
世
儒
者
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
近
世
前
期
を
通

し
て
、
釈
奠
と
い
う
儀
式
は
林
家
の
儒
者
を
始
め
と
す
る
日
本
の
儒

者
た
ち
に
学
問
信
仰
（
道
統
意
識
）
を
託
さ
れ
る
場
を
提
供
し
て
い

る
。
聖
堂
の
設
立
と
釈
奠
の
挙
行
に
よ
っ
て
、
儒
者
の
理
想
も
あ
る

程
度
実
現
さ
れ
た
。
日
新
館
の
設
立
を
機
に
、
古
屋
昔
陽
が
そ
こ
に

働
き
か
け
た
の
も
、
同
じ
よ
う
な
「
学
統
」
の
意
識
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
の
儒
者
や
朝
鮮
の
儒
者
に
相
通
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
科
挙
制
度
の
な
い
近
世
武
士
社
会
に
お
い
て
、
各

地
の
学
校
に
多
く
の
聖
堂
が
建
て
ら
れ
、
釈
奠
と
い
う
儒
教
儀
礼
が

多
く
執
り
行
わ
れ
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
徐
々
に
日
本
古

代
の
朝
廷
（
大
学
寮
）
儀
礼
と
し
て
の
釈
奠
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
釈
奠
を
権
威
づ
け
る
方
法
を
学
問
内
部
で
な
く
、
権
力
側
に

求
め
る
こ
と
が
善
し
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
日
本
近
世
の
釈
奠
を
考
え
る
時
、
学
問
信
仰
と
政
治
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一
九
九
七
年
）、
須
藤
敏
夫
『
近
世
日
本
釈
奠
の
研
究
』（
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
一
年
）、
吾
妻
重
二
「
江
戸
初
期
に
お
け
る
学
塾
の
発
展

と
中
国
・
朝
鮮
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
第
二
号
、
関
西
大
学
、

二
〇
〇
九
年
）、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
「
武
家
の
釈
奠
を
め
ぐ
っ

て
―
―
徳
川
時
代
の
孔
子
祭
礼
―
―
」（『
公
家
と
武
家
Ⅲ　

王
権
と
儀

礼
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
荻

生
徂
徠
、
松
平
定
信
と
寛
政
期
の
孔
子
崇
拝
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』

四
十
五
号
、二
〇
一
三
年
）
等
が
あ
る
。
以
上
の
研
究
に
よ
っ
て
幕
府
・

藩
校
に
お
け
る
釈
奠
の
実
態
・
変
遷
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、

釈
奠
に
含
ま
れ
る
政
治
・
思
想
的
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
だ
足
り

な
い
と
言
え
る
。

３
例
え
ば
渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
初
版
）
に
は
、
日
本
近
世
寺
請
制
度
の
も
と
で
「
家
礼
」

と
い
う
葬
祭
儀
礼
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
儒
者
の
苦
し
い
妥
協
の

姿
、
ま
た
「
王
礼
」
の
制
作
を
望
み
な
が
ら
も
遂
に
失
敗
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
新
井
白
石
や
荻
生
徂
徠
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

４
礼
書
に
よ
っ
て
儀
礼
の
分
類
の
仕
方
も
異
な
る
。『
周
礼
』
に
は
吉
礼
、

凶
礼
、
賓
礼
、
軍
礼
、
嘉
礼
と
五
種
類
に
分
け
ら
れ
、
後
世
の
官
修
典

礼
は
ほ
ぼ
こ
の
分
類
に
忠
実
で
あ
る
。
例
え
ば
『
開
元
礼
』、『
政
和
五

礼
新
儀
』『
大
金
集
礼
』『
明
集
礼
』『
清
通
礼
』
は
そ
う
で
あ
る
。「
釈

奠
」
を
「
吉
礼
」
の
一
種
と
す
る
の
は
普
通
で
あ
る
。
他
に
は
朱
子
の

『
儀
礼
経
伝
通
解
』
の
よ
う
に
家
礼
、
郷
礼
、
学
礼
、
邦
国
礼
、
王
朝

礼
、
喪
礼
、
祭
礼
と
い
う
違
う
分
類
の
仕
方
も
あ
る
。

〈
注
〉

１ 

近
世
日
本
の
場
合
、「
釈
奠
」
の
ほ
か
、「
釈
菜
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
も

多
い
。
学
校
に
お
い
て
春
秋
仲
月
の
上
丁
日
に
執
り
行
わ
れ
る
も
の
を

「
釈
奠
」
と
し
、
毎
月
朔
日
に
行
わ
れ
る
釈
奠
の
簡
略
式
を
「
釈
菜
」

と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
近
世
日
本
の
場
合
そ
の
区
別
は
明
確
に
は
さ

れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
会
津
藩
関
係
の
史
料
に
は
「
釈
奠
」
と
い
う
名
し

か
出
て
い
な
い
た
め
、
本
論
は
そ
の
両
者
の
区
別
に
踏
み
込
ま
な
い
こ

と
を
断
っ
て
お
く
。

２ 

釈
奠
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
日
本
古
代
の
釈
奠
制
度
（
弥
永
貞
三

氏
、
翠
川
文
子
氏
、
倉
林
正
次
氏
等
）
に
関
す
る
研
究
の
他
、
近
世
日

本
の
釈
奠
に
関
し
て
は
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
の
総
合
的
研
究
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）、
高
橋
章
則
「
近
世
初
期
の
儒
教
と
「
礼
」

―
―
林
家
塾
に
お
け
る
釈
菜
礼
の
成
立
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
国

家
と
宗
教
：
日
本
思
想
史
論
集
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
所

功
「
日
本
に
お
け
る
釈
奠
祭
儀
の
特
色
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
』、

の
二
大
勢
力
が
釈
奠
と
い
う
場
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言

え
よ
う
。
本
論
は
会
津
藩
日
新
館
の
場
合
に
限
定
し
、
幕
府
学
問
所

の
場
合
と
比
較
し
て
み
た
が
、
今
後
は
他
藩
の
例
も
採
り
上
げ
、
よ

り
広
い
視
野
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
に
し
た
い
。



108

研究　東洋
　

日
本
に
お
け
る
朱
子
『
家
礼
』
受
容
に
つ
い
て
は
田
尻
祐
一
郎
氏
、
高

橋
文
博
氏
、
田
世
民
氏
等
の
研
究
が
あ
る
。
他
に
祭
祀
儀
礼
に
つ
い
て

は
関
口
順
「
禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察
│
│
日
本
に
お
け
る
神
祇

祭
祀
と
對
比
し
て
│
│
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』六
十
四
、二
〇
一
二
年
）

は
、日
本
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
「
礼
」
観
念
の
欠
落
に
注
目
し
て
い
る
。

５
「
従
祀
制
度
」
の
様
式
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
が
、
孔
子
と

一
緒
に
祀
ら
れ
る
聖
賢
は
地
位
に
よ
っ
て
正
殿
に
祀
ら
れ
る
者
も
い
れ

ば
、
両
廡
に
祀
ら
れ
る
者
も
い
る
。

６
こ
れ
に
つ
い
て
は
黄
進
興
『
優
入
聖
域
：
権
力
信
仰
與
正
当
性
』（
中

華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）、
張
寿
安
「
打
破
道
統
・
重
建
学
統
―
―
清

代
学
術
思
想
史
的
一
個
新
観
察
」（『
中
国
文
化
』、
二
〇
一
〇
年
第
二

期
）、
高
明
士
「
隋
唐
廟
学
制
度
的
成
立
與
道
統
的
関
係
」（
中
国
唐

代
学
会
編
『
唐
代
研
究
論
集
』
第
一
輯
、
台
湾
：
新
文
豊
出
版
公
司
、

一
九
九
二
年
）、T

hom
as A

. W
ilson, “T

he ritual form
ation of 

Confucian orthodoxy and the descendants of the sage ” ,T
he 

Journal of A
sian Studies 55, no. 3, A

ugust 1996.

な
ど
の
研
究

が
あ
る
。

７
こ
の
方
面
の
研
究
に
は
、

「
高
麗
顯
宗
代

文
廟
從
祀

 

崔
致
遠

」（『
高
麗
史

諸
問
題
』、

、

一
九
八
六

）
や

「
鄭
夢
周
文
廟
從
祀

」

（『

』

一
〇

、
一
九
八
二

）
な
ど
が
あ
る
。

８
本
文
が
主
に
使
う
史
料
に
は
『
家
世
実
紀
』、『
日
新
館
志
』、『
新
編
会

津
風
土
記
』
が
あ
る
。『
家
世
実
紀
』
は
会
津
藩
に
関
す
る
編
年
体
の

記
録
で
、
一
六
三
一
年
か
ら
一
八
〇
六
年
ま
で
の
藩
の
行
財
政
か
ら
民

衆
の
生
活
に
至
る
ま
で
、
広
く
収
集
し
た
旧
記
類
を
も
と
に
記
述
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
一
八
一
五
年
成
立
。
首
巻
を
加
え
て
二
七
八
巻
。
本

文
は
丸
井
佳
寿
子
編
集
代
表
『
会
津
藩
家
世
実
紀
』（
吉
川
弘
文
館
）

に
拠
る
。
但
し
、
表
記
を
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。『
日
新
館
志
』

は
日
新
館
北
学
館
都
講
吉
村
寛
泰
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
頃
か
ら

稿
を
起
こ
し
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
藩
主
松
平
容
敬
に
献
上
し
た

全
三
〇
巻
（
現
存
二
五
巻
）
の
も
の
で
あ
る
。
日
新
館
の
構
造
、
学
制

を
中
心
に
会
津
藩
に
お
け
る
学
問
・
文
芸
・
神
道
・
歌
道
・
天
文
算
術
・

文
武
百
般
に
わ
た
る
沿
革
を
詳
述
し
た
。
本
文
が
引
用
す
る
の
は
吉
川

弘
文
館
『
会
津
史
料
大
系　

会
津
日
新
館
志
』（
福
島
大
学
付
属
図
書

館
本
使
用
）
で
あ
る
。『
新
編
会
津
風
土
記
』
は
会
津
藩
官
選
に
よ
る

会
津
藩
領
に
関
す
る
地
誌
で
あ
り
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
か
ら
文

化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
江
戸
幕
府
に
上
進
さ
れ
た

全
一
二
〇
巻
の
も
の
で
あ
る
。

９
当
時
古
屋
昔
陽
の
招
聘
に
つ
い
て
も
藩
主
以
下
反
対
の
意
見
が
出
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
古
屋
昔
陽
の
学
風
は
従
来
の
会
津
藩
の
学
問
伝
統

と
相
容
れ
ぬ
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
藩
政

刷
新
と
人
材
抜
擢
の
時
期
に
お
い
て
他
藩
の
者
を
招
聘
す
る
に
は
自
藩

の
人
材
奨
励
に
は
不
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

10
天
明
八
年
四
月
十
八
日
、
古
註
書
の
不
足
に
よ
り
、
江
戸
常
詰
儒
者
三

宅
某
に
命
じ
て
、
江
戸
よ
り
書
籍
を
購
入
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
『
家
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世
実
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

11
以
上
は
小
川
渉
『
会
津
藩
教
育
考
』（
会
津
藩
教
育
考
発
行
会
、

一
九
三
一
年
）、
長
倉
保
「
寛
政
改
革
を
め
ぐ
る
教
学
統
制
の
問
題
―

―
会
津
藩
の
〈
異
学
の
禁
〉
へ
の
対
応
か
ら
―
―
」（『
歴
史
評
論
』 

五
〇
、一
九
五
三
年
）、
石
川
謙
『
近
世
教
育
に
お
け
る
近
代
化
的
傾
向

―
―
会
津
藩
教
育
を
例
と
し
て
―
―
』（
講
談
社
、
一
九
六
六
年
）、
間

島
勳
「
会
津
藩
に
お
け
る
徂
徠
学
派
の
消
長
」（『
会
津
若
松
市
史
研
究
』

五
、 

二
〇
〇
三
年
）、
ま
た
村
上
由
佳
「
会
津
藩
政
改
革
に
お
け
る
徂

徠
学
の
影
響
と
そ
の
実
践
」（『
会
津
若
松
市
史
研
究
』八
、二
〇
〇
六
年
）

を
参
照
。 

12
「
去
冬
假
置
聖
像
於
講
坐
之
中
、
然
諸
生
群
居
会
集
之
地
、
而
非
潔
清

之
所
、
或
失
恭
敬
之
儀
、
則
最
不
可
也
、
別
撰
地
新
造
小
堂
而
安
置
之
、

則
可
也
、
…
…
撰
地
於
講
堂
之
東
、
作
堂
室
之
小
図
、
而
達
江
府
、
待

太
守
之
決
也
、
六
月
条
曰
、
四
日
孔
子
堂
営
作
爰
始
、
…
…
十
五
日
官

府
遷
孔
子
像
於
新
小
室
矣
、
…
…
寛
泰
按
、
旧
記
元
禄
二
年
冬
十
一
月

条
曰
、
供
清
酒
生
鮭
菓
子
一
箱
、
而
以
今
月
望
日
遷
安
之
。」（『
日
新

館
志
』）。

13
『
朱
氏
舜
水
談
綺
』
の
中
の
大
成
殿
（
本
堂
）
図
を
参
照
。

14
『
日
新
館
志
』「
大
成
殿
図
」
に
お
け
る
原
文
を
み
る
と
、「
大
成
殿
傚

明
朱
舜
水
談
綺
図
式
、
両
楹
諸
柱
、
節

橑
椽
、

材

漆
、
美
澤
可

鑑
、
前
堂
後
室
、
室
高
一
級
、
…
…
前
有
東
西
両
階
、
後
則
側
階
、
各

為
五
級
、
諸
侯
之
制
也
。
左
右
開
戸
、
戸
外
架
橋
、
橋
形
穹
隆
、
東
通

大
学
、
西
通
礼
式
寮
、
門
外
戸
扇
悉
可
摺
之
、
縁
飾
以
玄
銅
、
葺
茨
以

銅
板
、銅
獣
相
対
、在
於
屋
上
両
端
、其
名
曰
鬼
犾
頭
、…
…

以
黄
金
、

赫
輝
空
中
、
又
有
銅
獣
、
相
背
蹲
踞
四
隅
簷
阿
之
上
、
其
名
曰
鬼
龍
子

…
…
曰
大
成
殿
、
楷
正
有
法
，
水

公
中
納
言
治
保
公
書
也
」
と
あ
る
。

15
『
新
編
会
津
風
土
記
』
巻
十
四
に
よ
る
（『
新
編
会
津
風
土
記
』
第
一
巻
、

歴
史
春
秋
出
版
株
式
会
社
、
一
九
九
九
年
、
一
九
九
頁
）。

16
泮
宮
の
東
西
門
以
南
に
め
ぐ
ら
し
た
池
の
こ
と
で
あ
る
。

17
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
江
戸
遊
学
を
命
じ
ら
れ
、
三
宅
稽
山
の
紹
介

で
古
屋
昔
陽
に
師
事
し
た
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
江
戸
邸
の
学
館

助
教
に
な
り
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
北
学
館
の
都
講
と
な
る
。

18
『
日
新
館
志
』
巻
之
二
（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、四
五
頁
）。

19
『
礼
書
』
に
お
け
る
「
魯
四
代
学
」
の
内
容
に
つ
い
て
、「
記
曰
、
小

学
在
公
宮
南
之
左
、
大
学
在
郊
、
又
曰
魯
人
将
有
事
於
上
帝
、
必
先
有

事
於

、
則

在
郊
、
大
学
也
、
虞
庠
在
公
宮
南
之
右
、
小
学
也
。

白
虎
通
曰
諸
侯
曰

、
半
者
、
象
璜
也
、
独
南
面
礼
儀
之
方
有
水
耳
、

其
説
是
也
、
鄭
康
成
曰

、
班
也
、
非
是
」
と
あ
る
。

20
「
璜
」
は
礼
器
（
璧
、
琮
、
圭
、
璋
、
璜
、
琥
）
の
一
つ
で
、『
周
礼
・

春
官
・
大
宗
伯
』
に
よ
る
と
、「
以
玉
作
六
器
、
以
礼
天
地
四
方
。
以

壁
礼
天
、
以
黄
琮
礼
地
、
以
青
圭
礼
東
方
、
以
赤
璋
礼
南
方
、
以
白

琥
礼
西
方
、
以
玄
璜
礼
北
方
、
皆
有
牲
幣
、
各
放
其
器
之
色
」
と
あ
り
、

「
玄
璜
」
は
「
北
方
」
を
祀
る
礼
器
で
あ
る
。

21
『
日
新
館
志
』
巻
二
「
小
学
図
」
に
よ
る
と
、「
小
学
初
曰
四
塾
、
夾

戟
門
列
於
左
右
、
左
曰
存
心
斎
（
初
曰
三
礼
塾
）、
折
北
曰
守
約
斎
（
初

曰
毛
詩
塾
）、…
…
右
曰
服
膺
斎
（
初
曰
尚
書
塾
）、折
北
曰
持
志
斎
（
初
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曰
二
経
塾
）」と
あ
る
よ
う
に
、後
で
名
前
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

22
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
五
十
七
（
寛
政
十
一
年
四
月
）。（『
会
津
藩

家
世
実
紀
』
第
十
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
五
三
二
頁
。

23 

「
釈
典
儀
註
叙
」『
日
新
館
志
』
巻
之
三
（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、

二
一
二
頁
）。

24
「
釈
典
儀
註
叙
」
同
前
。

25
『
日
新
館
志
』
に
は
「
先
是
安
部
井
鱗
草
創
之
、
古
屋
鬲
討
論
之
」
と

あ
る
。（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、二
一
二
頁
）。

26
『
日
新
館
志
』「
文
芸
」
志
に
よ
る
と
、「
先
是
古
屋
昔
陽
撰
学
律
一
篇
、

書
官
名
功
令
、
其
中
有
司
成
職
掌
、
是
以
称
正
為
大
司
成
、
称
副
為
小

司
成
、其
実
学
校
奉
行
及
添
役
也
」
と
あ
る
。（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、

二
九
三
頁
）。

27「
祭
器
陳
設
」『
日
新
館
志
』巻
之
三（『
会
津
日
新
館
志
』一
、二
一
四
頁
）。

28
「
釈
奠
雑
記
」『
日
新
館
志
』
巻
之
三
に
よ
る
。（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、

二
三
五
頁
）。

29
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
一
頁
）。

30
『
旧
唐
書
』
本
紀
第
三
太
宗
貞
観
二
十
一
、
列
伝
一
三
九
儒
学
上
、
ま

た
王
溥
『
唐
会
要
』
卷
三
十
五
に
よ
る
。

31
王
溥
『
唐
会
要
』
卷
三
十
五
（
京
都
：
中
文
出
版
社
、
一
九
七
八
年
、

六
三
六
頁
）。

32
李
之
藻
『

礼
楽
疏
』
巻
二
（
文
淵
閣
『
四
庫
全
書
』、
台
湾
商
務

印
書
館
、
三
頁
）。

33
貞
観
以
後
の
従
祀
制
を
見
て
み
る
と
、
唐
玄
宗
開
元
八
年
（ 

七
二
〇
）、

顏
回
な
ど
「
十
哲
」、「
孔
門
七
十
弟
子
」、「
二
十
二
賢
」
が
入
祀
さ
れ

る
。
そ
れ
以
後
も
変
遷
を
重
ね
、宋
咸
淳
年
間
以
後
、顔
曽
思
孟
の
「
四

配
」
が
設
置
さ
れ
、
元
皇
慶
年
間
以
後
、
周
敦
頤
、
朱
熹
な
ど
宋
の
儒

者
が
従
祀
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

34
新
井
白
石
「
聖
像
考
」、
浅
見
絅
斎
「
書
孔
子
封
王
辨
説
後
」
な
ど
に

見
え
る
。

35
『
明
世
宗
実
録
』、『
明
史
・
礼
志
』
ま
た
張

『
諭
対
録
』（
万
暦

三
十
五
年
刊
）
に
よ
る
。

36
張

『
諭
対
録
』
巻
二
十
二
、九
頁
〜
一
〇
頁
。

37
「
然
其
所
行
亦
未
能
以
窺
聖
門
、
所
著
亦
未
能
以
発
聖
学
」
と
あ
る
。

張

『
諭
対
録
』
巻
二
十
二
、一
〇
〜
一
一
頁
。

38
「
拘
於
旧
注
疏
（
鄭
玄
）」、「
専
門
訓
詁
之
学
為
得
聖
道
之
伝
」
と
あ
る
。

張

『
諭
対
録
』
巻
二
十
二
、九
頁
。

39
以
上
は
黄
進
興
「
学
術
與
信
仰
：
論
孔
廟
従
祀
制
與
儒
家
道
統
意
識
」

（『
優
入
聖
域
：
権
力
、
信
仰
與
正
当
性
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）

参
照
。

40
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
二
頁
。）

41
『
延
喜
式
』「
諸
国
釈
奠
式
」
に
は
「
釈
奠
二
座
、
先
聖
文
宣
王
、
先

師
顔
子
。
但
太
宰
府
者
、
先
聖
、
先
師
、
閔
子
騫
三
座
」
と
あ
る
。

42
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩

家
世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
二
〜
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二
九
三
頁
。）

43
「
魏
斉
王
正
始
二
年
（
二
四
一
）
二
月
、
帝
講
『
論
語
』
通
。
五
年
五

月
、講
『
尚
書
』
通
。
七
年
十
二
月
、講
『
礼
記
』
通
。
並
使
太
常
釈
奠
、

以
太
牢
祠
孔
子
於
辟
雍
、
以
顔
回
配
。」（『
晋
書
』
巻
十
九
、
礼
志
上
）

ま
た
「（
正
始
）
二
年
春
二
月
、
帝
初
通
『
論
語
』、
使
太
常
以
太
牢
祭

孔
子
於
辟
雍
、
以
顔
回
配
。」（『
三
国
志
』
巻
四
、
魏
書
、
三
少
帝
紀
、

斉
王
芳
）
な
ど
に
み
え
る
。
ま
た
秦
蕙
田
『
五
礼
通
考
』
卷
一
一
七
な

ど
に
も
記
録
が
あ
る
。

44
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
三
頁
。）

45
『
日
新
館
志
』
巻
之
四
（『
会
津
日
新
館
志
』
一
、二
八
九
頁
）。

46
「
古
今
学
変
」（
紙
本
墨
書
・
巻
子
装
、
熊
本
県
立
美
術
館
蔵
）。
以
下

引
用
同
。

47 

徂
徠
の
釈
奠
観
を
見
て
み
る
と
、徂
徠
は
「
孔
子
」
で
は
な
く
「
先
王
」

を
崇
拝
す
る
釈
奠
に
権
威
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
徂
徠
は
釈
奠
の
対

象
を
堯
・
舜
・
禹
・
湯
文
・
武
・
周
公
と
い
う
「
七
聖
人
」
に
し
て
い
る
。

学
校
に
お
い
て
君
子
が
学
ぶ
の
は
「
先
王
」
の
制
作
し
た
礼
楽
政
教
で

あ
る
た
め
、『
礼
記
』に「
先
聖
・
先
師
に
釈
奠
す
」と
い
う
の
は
、「
先
王
」

に
釈
奠
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
「
荻
生
徂
徠
、

松
平
定
信
と
寛
政
期
の
孔
子
崇
拝
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
四
十
五
号
、

二
〇
一
三
年
）
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
徂
徠
の
釈
奠
観
は
古
屋
昔
陽

の
そ
れ
と
は
違
う
こ
と
が
分
か
る
。

48
王
世
貞
『
弇
州
山
人
四
部
稿
』、
卷
一
一
五
、七
頁
上
。

49
嘉
靖
改
制
の
時
点（
一
五
三
〇
年
）で
は
ま
だ「
四
配
」と「
十
哲
」が「
先

賢
」
で
、
他
は
全
部
「
先
儒
」
で
あ
っ
た
。
明
で
は
朱
子
学
者
の
中
に

孔
子
廟
に
入
祀
さ
れ
る
も
の
に
は
：
朱
熹
、
周
敦
頤
、
程
顥
、
程
頤
、

張
載
、
邵
雍
、
楊
時
、
胡
安
国
、
李
侗
、
呂
祖
謙
、
薛
瑄
、
胡
居
仁
、

司
馬
光
、
張

、
陸
九
淵
、
真
徳
秀
、
蔡
沈
、
許
衡
、
呉
澄
な
ど
が
あ
る
。

50
「
書
雖
合
於
聖
人
、
而
無
伝
注
之
功
、
不
当
祀
」
と
あ
る
。（「
嘉
靖
更

定
従
祀
」『
原
抄
本
顧
亭
林
日
知
録
』
巻
十
八
、四
三
一
頁
。）

51
「
嘉
靖
更
定
従
祀
」『
原
抄
本
顧
亭
林
日
知
録
』
巻
十
八
、四
三
一
〜

四
三
二
頁
。

52
「
古
之
所
謂
理
学
、
経
学
也
」
と
あ
る
。『
顧
亭
林
詩
文
集
』
北
京
：

中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
。

53
張
寿
安
「
打
破
道
統
・
重
建
学
統
―
―
清
代
学
術
思
想
史
的
一
個
新
観

察
」（『
中
国
文
化
』、二
〇
一
〇
年
第
二
期
）参
照
。
閻
若
（
一
六
三
六

〜
一
七
〇
四
）『
孔
廟
従
祀
末
議
』
で
は
、
秦
漢
学
者
の
経
典
に
対
す

る
保
存
の
功
績
を
肯
定
す
る
。
程
廷
祚
（
一
六
九
一
〜
一
七
六
七
）『
聖

廟
崇
祀
議
』、全
祖
望
（
一
七
〇
五
〜
一
七
五
五
）『
前
漢
経
師
従
祀
議
』

で
も
い
ず
れ
も
「
承
学
統
」
を
強
調
し
て
い
る
。

54
「
文
水
縣
卜
子
祠
堂
記
」『
曝
書
亭
集
』（
台
北
：
中
華
書
局
、
四
部
備

要
本
、
一
九
八
一
年
）
巻
六
五
、一
〜
二
頁
。

55
そ
の
ほ
か
に
、
王
士
禎
（
一
六
三
四
〜
一
七
一
一
）
が
国
子
祭
酒
を

担
任
す
る
間
に
『
請
増
従
祀
理
学
真
儒
疏
』
を
著
し
、「
鄭
康
成
注
経

百
餘
万
言
、
史
称
純
儒
、
宜
復
祀
」
と
上
疏
し
、
鄭
玄
の
復
祀
を
主

張
す
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
や
や
後
に
な
る
が
程
廷
祚
（
一
六
九
一
〜
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一
七
六
七
）
が
『
聖
廟
崇
祀
議
』
で
秦
漢
伝
経
の
儒
者
十
三
人
の
入
祀

を
主
張
す
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。

56
黄
進
興
、
張
寿
安
前
掲
論
文
参
照
。

57『
日
新
館
志
』の「
遷
座
雑
儀
」で
は
、「
享
和
三
年
秋
九
月
司
業
等
啓
曰
、

遷
座
之
式
、
未
見
於
古
書
。
大
司
成
対
策
曰
、
遷
座
之
式
、
後
来
無
復

有
之
、
実
万
古
不
易
之
道
也
」
と
あ
り
、
大
成
殿
に
お
け
る
遷
座
式
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。

58
『
庚
戌
釈
菜
記
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。

59
『
釈
菜
儀
節
考
議
』（『
明
遠
館
叢
書
』
二
十
二
、国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。

60
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
〇
四
（
寛
政
三
年
正
月
廿
日
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
四
七
一
頁
。）

61
『
日
新
館
志
』「
文
芸
略
伝
目
録
」
で
は
昔
陽
が
「
賓
師
」
と
し
て
会

津
藩
に
礼
遇
さ
れ
る
様
子
に
つ
い
て
「
国
老
田
中
玄
宰
、
欣
慕
其
業
精

到
、
先
使
松
本
重
堅
従
学
之
、
益
信
其
学
、
終
躬
師
事
、
尋
薦
之
公
、

寛
政
二
年
冬
十
一
月
世
子
自
執
弟
子
礼
、
毎
月
三
次
、
聞
其
講
経
、
給

俸
五
十
口
、
三
年
春
二
月
召
来
会
津
、
館
諸
西
学
、
講
経
東
学
…
…
前

後
恩
賜
、
不
遑
枚
挙
」
と
記
し
て
い
る
。

62
犬
塚
印
南
『
昌
平
志
』、
巻
二
、
事
実
誌
、
九
六
頁
。（『
日
本
教
育
文

庫　

学
校
篇
』
同
文
館
、
一
九
一
一
年
）。

63
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
正
月
に
各
儒
官
に
示
さ
れ
た
書
類
の
第
一

の
項
目
に
は
、「
此
度
釈
奠
儀
注
ハ
、
全
ク
開
元
礼
延
喜
式
ニ
拠
リ
、

其
内
当
時
差
支
候
事
ハ
加
差
略
候
事
」
と
あ
る
（
内
閣
文
庫
蔵
『
釈
奠

私
議
』）。
ま
た
「
二
月
（
下
丁
）
始
釈
奠
、
改
定
儀
節
大
加
釐
正
、
其

礼
一
依
延
喜
式
、
揆
之
以
時
宜
、
凡
事
之
渉
於
虚
文
者
皆
罷
之
」
と
あ

る
（『
昌
平
志
』
事
実
誌
）。

64
須
藤
敏
夫
『
近
世
日
本
釈
奠
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、二
〇
〇
一
年
）、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
「
荻
生
徂
徠
、
松
平
定
信
と
寛
政
期
の
孔

子
崇
拝
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
四
十
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

65
例
え
ば
頼
春
水
「
学
統
論
」（
天
明
六
年
）
で
は
「
学
統
」
則
「
政
統
」

観
が
見
ら
れ
る
。
辻
本
雅
史「
寛
政
異
学
の
禁
を
め
ぐ
る
思
想
と
教
育
」

『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
―
―
日
本
に
お
け
る
「
公
教
育
」
思
想
の

源
流
―
―
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

66
『
家
世
実
紀
』
巻
之
二
百
六
十
八
（
享
和
三
年
八
月
）。（『
会
津
藩
家

世
実
紀
』
第
十
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
九
三
頁
。）

67
例
え
ば
吉
村
寛
泰
は『
釈
典
儀
註
叙
』に
お
い
て
、日
本
の『
続
日
本
紀
』

に
関
す
る
釈
奠
の
記
述
に
触
れ
、
特
に
『
延
喜
式
』「
大
学
寮
」
の
釈

奠
式
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

68
天
明
五
年
十
月
名
古
屋
藩
明
倫
堂
総
裁
細
井
甚
三
郎
（
平
洲
）
の
建
議

「
天
明
五
巳
年
釈
菜
之
節
聖
門
諸
弟
子
従
祀
之
儀
奉
伺
候
事
」（『
日
本

教
育
史
資
料
』
四
）。

69
辻
本
雅
史
前
掲
論
文
参
照
。
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他
者
を
語
る
二
つ
の
道
（
隣
人
・
死
者
）

■
論
文
Ⅲ
■

東
日
本
国
際
大
学　

東
洋
思
想
研
究
所
准
教
授

　
関

　
沢

　
和

　
泉

０
．
他
者
の
論

﹇
…
…
﹈
も
し
か
し
た
ら
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
「
他
者
論
」
は

ど
こ
か
つ
ま
ら
な
い
、
あ
る
い
は
「
一
般
的
な
他
者
」
論
は
つ
ま
ら

な
い
、
そ
う
し
た
所
に
出
発
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う

な
気
も
し
て
い
ま
す
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
確
か
に
、
主
体
の
同
一
性
を
打
ち
破
る
よ
う
な
他

者
に
出
会
う
こ
と
、
主
体
の
同
一
性
を
打
ち
破
る
よ
う
な
他
者
を
待

望
し
、
切
望
し
、
そ
の
到
来
の
傷
跡
の
ま
わ
り
に
主
体
を
形
作
る
こ

と
、
そ
う
し
た
同
一
性
の
破
れ
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
同
一
性
を
語

る
言
葉
で
語
り
続
け
る
こ
と
は
、
結
局
の
所
「
わ
た
し
」
の
た
め
に

「
他
者
」
を
追
い
求
め
て
い
る
よ
う
で
、
ど
こ
か
矛
盾
し
た
、
滑
稽

な
色
彩
を
帯
び
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
脈
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
絶
対

的
な
他
者
か
ら
啓
示
さ
れ
た
こ
と
ば
が
端
緒
に
位
置
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
の
に
、
そ
れ
な
し
に
、
し
か
し
そ
れ
と
同
じ
構
図
で
語
ろ
う

と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
対
話
の
相
手
が
い
な
い
対
話
」
の
よ
う

な
構
図
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
）。
だ
か
ら
／
し
か
し
、
た
と
え
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
な
ど
は
、
そ
う

し
た
一
般
的
な
言
葉
遣
い
を
し
な
が
ら
も
、
一
般
性
の
、
同
一
性
の

中
へ
と
消
え
て
い
く
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
具
体
的
な
、
労
働
し
、

疲
労
し
、
眠
気
に
苦
し
む
よ
う
な
場
所
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
（
熊
野
（
二
〇
一
二
﹇
一
九
九
九
﹈）、一
五
―
一
六
頁
）。

そ
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
、
時
に
名
詞
だ
け
が
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
続
き
な
が

ら
、
突
如
き
わ
め
て
具
体
的
な
光
景
を
描
き
は
じ
め
る
文
章
に
落
ち

る
陰
翳
は
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
図
式
化
し
て
運
用
す
る

諸
論
考
の
多
く
と
は
違
っ
た
濁
り
を
至
る
所
に
抱
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
具
体
性
へ
と
焦
点
を
あ
て
た
描
写
の
運
び

か
ら
は
、
今
度
は
お
そ
ら
く
、
哲
学
的
な
言
語
の
一
般
性
に
は
な
か
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な
か
到
達
し
な
い
、
あ
る
い
は
到
達
し
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
な
、
具
体
性
に
付
き
従
い
過
ぎ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
何
か
が
産
ま
れ
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
具

体
の
、
日
常
に
出
会
う
よ
う
な
光
景
の
（
し
か
し
ど
こ
か
ト
ラ
ウ
マ

め
い
た
）
記
述
の
中
で
、
こ
と
ば
は
ど
こ
か
文
学
的
な
色
彩
を
帯
び

て
く
る
。
実
際
、
多
く
の
他
者
論
、
と
り
わ
け
死
者
を
通
し
て
他
者

に
つ
い
て
語
る
書
物
は
、
図
書
館
や
書
店
の
分
類
の
上
で
は
学
術
書

の
棚
に
並
ん
で
い
て
も
、
し
ば
し
ば
著
者
自
身
の
具
体
的
な
死
者
の

記
憶
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
死
者
の
記
憶
に
つ
い
て
他
の
人
が
書
い

た
著
作
、
文
学
作
品
を
、
そ
の
導
き
の
糸
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
（
こ
こ
で
は
、
何
が
文
学
作
品
と
学
術
書
を
隔

て
る
の
か
と
い
う
問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
）。

　

他
者
論
、
あ
る
い
は
他
者
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
こ

う
し
た
二
つ
の
極
―
―
主
体
の
同
一
性
を
破
る
何
か
／
誰
か
を
、
同

一
性
の
限
界
へ
と
至
る
こ
と
で
得
よ
う
と
す
る
極
、
そ
れ
は
、
し
か

し
、
下
手
を
す
る
と
ど
こ
か
滑
稽
で
功
利
主
義
的
な
響
き
も
含
ん
で

し
ま
う
よ
う
な
極
と
、
具
体
性
へ
と
定
位
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
を
描
い
て
い
る
誰
か
以
外
に
は
触
れ
が
た
い
何
か
を
抱

え
て
い
る
よ
う
な
極
―
―
そ
う
し
た
二
つ
の
極
の
間
を
揺
れ
る
よ
う

に
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ま
と
め
は
、
結
局
の
所
、

抽
象
と
具
体
の
対
比
に
帰
着
し
、「
抽
象
的
に
、
一
般
的
に
、
理
論

的
に
他
者
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
ア
ポ

リ
ア
に
た
ど
り
着
く
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
ア
ポ
リ
ア

に
お
い
て
思
考
し
、そ
こ
に
お
い
て
何
か
を
論
証
す
る
の
で
は
な
く
、

何
か
を
示
す
と
い
う
道
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ

う
で
は
な
く
、
も
う
少
し
別
の
観
点
か
ら
、
他
者
に
つ
い
て
の
語
り

の
幾
つ
か
の
筋
道
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
ア
ポ
リ
ア
的

な
（
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
、
し
か
し
よ
り
厳
密
に
は
、
イ
タ
リ
ア

の
思
想
家
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
再
解
釈
し
実
行
し
て
い
る

よ
う
な
形
で
の
）、
対
象
を
追
い
詰
め
、
可
能
性
を
切
り
詰
め
て
い

く
こ
と
で
、
そ
の
外
側
を
見
せ
る
よ
う
な
方
法
論
と
は
別
の
拡
が
り

を
予
備
的
に
描
く
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
り
具
体

的
に
は
、
他
者
を
語
る
際
の
様
々
な
歩
き
方
か
ら
、
隣
人
を
通
し
た

道
と
死
者
を
通
し
た
道
を
抽
出
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し

て
み
よ
う
、
と
い
う
も
の
で
す
。「
他
者
」「
隣
人
」「
死
者
」
と
並

べ
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
結
論
が
見
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
方
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
私
の
役
目
は
何
か
新
し
い
こ
と

を
積
極
的
に
言
う
と
い
う
よ
り
も
、
参
加
さ
れ
て
い
る
方
々
の
討
論

の
た
め
の
ネ
タ
に
な
る
よ
う
な
提
題
を
準
備
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と

理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
ま
り
ま
と
ま
り
の
あ
る
話
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
少
し
ば
か
り
議
論
の
き
っ
か
け
を
提
供
で
き
れ
ば
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

＊



115

■論文
　

末
木
先
生
が
自
ら
の
哲
学
の
中
心
的
主
題
と
し
て
「
死
者
」
を
と

り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
随
分
と
経
っ
て
い
ま
す
。
一

方
に
日
本
仏
教
史
の
研
究
か
ら
抽
出
さ
れ
た
「
顕
」
と
「
冥
」
と
い

う
分
析
装
置
を
、
そ
し
て
他
方
で
「
死
者
」
と
共
に
暮
ら
す
と
い
う

現
在
的
で
も
あ
る
問
題
を
、
両
者
織
り
合
わ
せ
な
が
ら
練
り
上
げ
て

い
く
と
こ
ろ
に
今
の
末
木
先
生
の
哲
学
的
か
つ
思
想
史
的
な
作
業
の

一
つ
の
軸
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
輸
入
し
た
分
析
装
置
を
日
本
の
史
料

に
機
械
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
史
料
の
分
析
に
自
己
限

定
し
そ
れ
を
普
遍
化
し
概
念
を
導
き
出
す
こ
と
を
禁
ず
る
よ
う
な
禁

欲
主
義
的
な
―
―
時
に
あ
る
意
味
で
安
全
な
―
―
道
を
選
ぶ
の
で
も

な
く
、
両
者
が
交
差
す
る
場
に
お
い
て
思
考
す
る
興
味
深
い
展
開
を

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

顕
と
冥
に
つ
い
て
、
こ
の
場
で
改
め
て
要
約
を
し
よ
う
と
い
う
の

も
お
こ
が
ま
し
い
の
で
す
が
試
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
人
間

同
士
の
間
の
領
域
、《
光
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
理
性
の
光
に
よ
っ

て
》
了
解
可
能
な
「
顕
」
の
領
域
に
対
し
て
、
端
的
に
、
無
限
遠
の

超
越
、
人
間
の
理
性
《
の
光
》
を
完
全
に
超
え
た
何
か
を
対
峙
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
者
の
あ
わ
い
、
完
全
な
闇
で
は
な
い
が
、

光
で
も
な
い
冥
の
領
域
、
こ
こ
に
死
者
や
、（
日
本
の
）
神
、
仏
、

あ
る
い
は
生
き
て
い
る
他
者
と
い
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
他
者
の
領

域
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
構
図
で
す
。
こ
う
し
た
冥
の
領

域
を
ど
の
よ
う
に
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
認
め
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
、
日
本
の
思
想
史
を
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス

ト
教
が
支
配
的
で
あ
っ
た
地
域
の
思
想
史
も
記
述
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
天
使
と
い
う
媒
介
者
が
「
存
在
」
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
た
時
代
か
ら
、
神
が
無
限
遠
に
遠
ざ
か
り
、
媒
介
者
が
ほ

と
ん
ど
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
へ
、と
い
う
転
換
で
す
。

―
―
た
だ
し
、
こ
こ
で
《　

》
内
に
お
ぎ
な
っ
た
表
現
は
、
西
洋
思

想
史
研
究
者
と
し
て
は
自
然
と
お
ぎ
な
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
表
現

と
し
て
、
筆
者
が
勝
手
に
補
足
し
た
表
現
で
す
。﹇
…
…
﹈
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
追
加
を
行
う
と
同
時
に
生
じ
て
く
る
問
題
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
西
の
方
で
は
、
認
識
は
し
ば
し
ば

光
の
比
喩
で
語
ら
れ
、
最
高
の
存
在
―
―
知
〔
性
〕
的
に
も
最
高
の

存
在
―
―
は
、
あ
る
種
の
光
の
充
溢
と
し
て
、
あ
る
い
は
光
そ
の
も

の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
冥
で
想
定
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
、
私
た
ち
の
光
で
は
見
ら
れ
な
い
世
界
と
い
う
も
の

と
は
、
少
な
く
と
も
比
喩
の
次
元
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
方
向
性
を

向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
た
と
え
、
そ
う
し
た
西
で
神
に
割
り

振
ら
れ
る
光
と
い
う
の
は
、
人
間
の
知
る
光
と
は
断
絶
し
た
光
で
、

そ
れ
を
直
視
す
る
こ
と
は
〔
現
世
の
／
通
常
の
〕
人
間
に
は
許
さ
れ

な
い
も
の
だ
と
さ
れ
る
と
し
て
も
〔
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
構
図
〕、
と
い

う
も
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
、
近
世
以
前
の

状
況
で
も
、
顕
と
冥
の
関
係
は
東
西
で
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
答
え
る
に
は
、
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存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
一
義
性
の
問
題
系
を
は
じ
め
と
し
て
、
西
洋

中
世
哲
学
史
上
の
根
本
的
な
問
題
に
立
ち
入
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

今
後
、
時
間
を
か
け
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
課
題
で
は
あ
る
の
で

す
が
。
ま
た
、
そ
う
し
た
形
で
対
比
を
進
め
る
こ
と
で
、
な
ぜ
い
わ

ゆ
る
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
に
注
目
す
る
日
本
の
哲
学
者
が
多
か
っ
た
か

に
つ
い
て
、
別
の
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
の
説
明
も
可
能
と
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
「
顕
」
と
「
冥
」
の
概
念
対
が
明
確
に
示
さ
れ
た
『
近
世
の

仏
教
』（
二
〇
一
〇
年
）
や
『
哲
学
の
現
場
』（
二
〇
一
二
年
）
に
対

し
、
最
近
の
『
反
・
仏
教
学
』（
二
〇
一
三
年
）
で
は
、
他
者
論
の

練
り
上
げ
を
通
し
て
、
冥
を
階
層
的
な
構
造
と
し
て
把
握
す
る
と
い

う
視
点
が
入
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
顕
の
領
域
を
私
た
ち
の
意
識

の
及
ぶ
領
域
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
、
生
き
て
い
る
他
者
た
ち
に
よ

る
冥
の
第
一
層
、
死
せ
る
死
者
た
ち
の
冥
の
第
二
層
、
神
や
仏
の
い

る
冥
の
第
三
層
に
区
別
す
る
と
い
う
構
造
化
で
す
。
こ
の
構
造
的
な

区
別
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
い
る
も
の
た
ち
の
個
体
性
の
違

い
や
、
私
た
ち
と
の
関
係
が
ど
れ
だ
け
判
明
な
も
の
と
な
る
か
と
い

う
程
度
を
明
確
に
判
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冥
固
有
の
問
題
を
明
ら
か

に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
提
案
で
す
。

　

昨
年
、
僭
越
に
も
書
く
機
会
を
い
た
だ
い
た
書
評
（『
研
究　

東

洋
』
一
二
八
―
一
三
八
頁
）
で
す
が
、
こ
の
と
き
は
取
り
上
げ
た
本

が
『
現
代
仏
教
論
』
で
あ
り
、「
顕
」
と
「
冥
」
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
私
の
本
来
の
専
門
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た

た
め
、
中
心
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、

「
死
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
題
的
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
死
者
の
問
題
の
問
い
直
し
と
、「
顕
」
と
「
冥
」

の
構
図
に
よ
る
思
想
史
の
読
み
直
し
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
、
今
の

末
木
先
生
の
活
動
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
死
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
し
か
し
末
木
先
生
の

元
の
文
脈
に
完
全
に
即
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
少
し
別
の
角
度
か
ら

話
を
展
開
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
討
論
の
き
っ

か
け
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
、
他
者
を
論
じ
る
際
に
二
つ
の
モ
デ
ル
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
―
―
細
か
く
思
想
史
的
に
見
て
い
け
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
数

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
細
か
い
話
と
い
う
よ
り
も
、

大
き
く
何
か
刺
激
的
な
議
論
の
き
っ
か
け
を
と
い
う
こ
と
で
―
―
、

あ
る
対
比
と
な
る
モ
デ
ル
を
考
え
る
こ
と
で
、「
死
者
と
し
て
の
他

者
論
」
に
特
有
な
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
た

提
案
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
手
の
極
め
て

単
純
化
さ
れ
た
対
比
は
、
社
会
学
化
し
た
批
評
が
お
得
意
の
も
の
で

あ
っ
て
、
本
来
、
多
く
の
要
素
、
概
念
の
絡
み
合
っ
た
織
物
と
し
て

あ
る
よ
う
な
個
々
の
哲
学
か
ら
、
そ
の
一
部
を
取
り
出
し
て
、
二
つ

並
べ
て
争
わ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
豊
か
さ
を
そ
ぎ
落
と
し
て
し
ま
う
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も
の
で
あ
り
、
哲
学
屋
と
し
て
は
、
決
し
て
誉
め
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
話
の
ネ
タ
と
し
て
お
許
し
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
わ
け
で
次
の
よ
う
に
単
純
化
す
る
こ
と
で
、
あ

た
か
も
両
者
が
き
れ
い
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
ら

え
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
他
者
に
つ
い

て
語
る
た
め
の
道
を
、
あ
え
て
次
の
二
つ
に
代
表
さ
せ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

　

⑴ 

隣
人
と
し
て
の
他
者
論
（
隣
人
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）

　

⑵ 

死
者
と
し
て
の
他
者
論
（
死
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）

の
二
つ
に
で
す
。

　

今
日
は
、
絶
対
的
な
他
者
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
多
く
が
想
定
す

る
よ
う
な
他
者
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
分
析
を
試
み
る
の
は
と
り
あ

え
ず
置
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
隣
人
と
し
て
の
他
者
論
に
お
い

て
も
、そ
う
し
た
要
素
は
重
要
な
媒
介
項
と
し
て
介
入
し
て
き
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
末
木
先
生
の
、
他
者
論
と
し
て
の
死
者
論
の
特
異
性
、
死

者
を
通
し
て
他
者
論
を
築
く
こ
と
の
固
有
の
意
味
を
、
ほ
ん
の
少
し

ば
か
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

１
．
隣
人
と
し
て
の
他
者

　

隣
人
と
い
う
の
は
や
っ
か
い
な
も
の
で
す
。

　

隣
に
住
み
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
隣
同
士
に
な
っ
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
、
一
つ
に
は
否
応
な
し
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
隣
の

住
人
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、そ
う
し
た
隣
人
は
、日
々

顔
を
合
わ
せ
、
同
じ
地
区
、
場
合
に
よ
っ
て
は
建
物
の
住
人
で
あ
る

の
に
、
そ
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
否
応
な

し
に
関
わ
り
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
行
け
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
こ
に
は
共
通
の
―
―
し
か
し
必
ず
し
も
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
―
―
利
害
（
関
係
）
も
生
じ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た

隣
人
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
自
分
に
よ
く
似
て
い
る
。
だ
が
、
同
じ

で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
、
そ
う

し
た
隣
人 prochain

（
近
く
に
い
る
も
の
）
は sem

blable

（
類

似
し
た
も
の
）
と
も
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
隣
人
と
し
て
の
他
者
を
論
じ
る
の
か
。

　

最
初
は
似
て
い
る
、
こ
と
ば
が
通
じ
る
、
同
じ
価
値
や
概
念
を
共

有
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
や
が
て
決
定
的
な
断

絶
に
至
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
他
者
、
そ
の
「
他
者
で
あ

る
こ
と
」、
他
者
の
他
者
性
と
い
わ
れ
る
も
の
が
浮
上
し
て
く
る
、

そ
し
て
同
時
に
そ
う
し
た
他
者
に
出
会
う
側
で
は
、
似
て
い
る
は
ず

の
相
手
と
の
間
に
了
解
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
自
身
が
想
定
し
て
い
た
了
解
の
可
能
性
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自
体
が
問
い
に
付
さ
れ
る
、
そ
れ
が
隣
人
と
し
て
の
他
者
論
の
構
図

だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
三
段
階
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。

　

⑴ 

自
分
に
類
似
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
理
解
可
能
で
あ
る
（
は
ず

だ
）。

　

⑵ 

だ
が
、
実
際
に
は
（
完
全
に
は
）
理
解
で
き
な
い
。

　

⑶ 

で
は
、
最
初
の
時
点
で
想
定
し
て
い
た
理
解
可
能
性
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。

　

つ
ま
り
、
最
終
的
に
、
当
初
に
想
定
さ
れ
て
い
た
自
ら
の
同
一
性

を
超
え
た
場
所
で
、
そ
う
し
た
他
者
に
答
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
ま
た
答
え
て
い
く
も
の
と
し
て
、
柄
谷
行
人
の
言
葉
遣
い
を

す
る
な
ら
ば
、
倫
理
的
な
問
い
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

動
き
で
す
。
自
分
と
同
類
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
同
一
性
の
想
定

か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
破
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
隣
人
の
他
者
性
が
浮

上
し
、
そ
れ
に
答
え
る
／
応
答
す
る
―
―
つ
ま
り
責
任
を
持
っ
て
応

じ
る
―
―
と
こ
ろ
に
、
倫
理
的
／
道
徳
的
主
体
が
成
立
す
る
…
…
と

い
う
構
図
で
す
。
自
分
に
似
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
た
隣
人
が
、

見
慣
れ
ぬ
他
者
に
な
る
と
い
う
体
験
。
―
―
た
だ
し
こ
こ
で
「
異
邦

人
（
文
脈
に
よ
り
異
教
徒
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
）
に
な
る
」

と
い
う
表
現
を
使
っ
て
良
い
の
か
ど
う
か
、
使
っ
た
場
合
ど
の
よ
う

な
含
意
・
掛
け
金
が
生
じ
る
の
か
は
、
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

文
脈
で
、
や
は
り
死
者
の
問
題
を
考
え
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
影

響
を
受
け
つ
つ
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判
し
て
、
独
自
の
何
か
異
な
っ
た

倫
理
を
描
こ
う
と
し
た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
末
木
先
生

も
幾
度
も
引
か
れ
て
い
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
異
教
徒
・
異
邦

人
」
の
モ
チ
ー
フ
の
分
析
を
通
じ
て
複
雑
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
（
馬
場
（
二
〇
一
二
））。

　

と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
「
隣
人
」
と
い
う
言
葉
が
、
と
く
に
西
洋
の

文
脈
で
連
想
さ
せ
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
旧
約
聖
書
「
レ
ビ
記
」（19:18

）「
汝

の
隣
人
を
愛
せ
」
等
に
由
来
し
、マ
タ
イ
（22:39

）
と
ル
カ
（10:25

）

等
で
繰
り
返
さ
れ
る
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
良
く
知
ら

れ
て
い
る
隣
人
概
念
を
め
ぐ
る
動
き
、
つ
ま
り
隣
人
（
だ
け
）
を
愛

す
る
べ
き
な
の
か
、
隣
人
以
外
（
異
邦
人
、
異
教
徒
、
敵
）
を
も
愛

す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
も
そ
も
隣
人
と
は
誰
な
の
か
、
と
い
う
一
連

の
問
い
の
周
囲
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
解
釈
の
歴
史
で
す
。

　

一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
は
、
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
内
部
に

お
い
て
同
じ
土
地
に
住
む
異
邦
人
あ
る
い
は
異
教
徒
に
対
す
る
愛
も

説
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
つ
つ
も
（
た
と
え
ばN

T
D

の
マ

ル
コ
、
マ
タ
イ
、
ル
カ
同
箇
所
参
照
―
―
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
差
異
と
い
う
掘
り
起
こ
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
、
し
か
し
複
雑

な
問
題
に
立
ち
入
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
）、
ま
た
隣
人
へ
の
愛
の

対
象
で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
信
仰
へ
の
敵
対
者
の
こ
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と
で
あ
る
、
と
い
っ
た
註
釈
が
加
え
ら
れ
つ
つ
も
、
大
き
く
、
次

の
様
な
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
旧
約
聖
書
で
言
わ
れ
て
い
る
「
隣
人
」
は
、（
少
な
く
と
も
ナ

ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
生
き
て
い
た
当
時
の
）
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
伝
統
的

に
、
あ
く
ま
で
も
ユ
ダ
ヤ
教
の
同
胞
を
意
味
し
て
お
り
、
異
邦
人

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、（
新
約
聖
書
に
お
い
て
）
ナ
ザ
レ

の
イ
エ
ス
が
説
い
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
か
ど
う
か

は
関
係
な
く
、
困
っ
て
い
る
人
間
に
手
を
さ
し
の
べ
る
も
の
、
た

と
え
そ
れ
が
異
邦
人
、
異
教
徒
で
あ
っ
て
も
手
を
さ
し
の
べ
る
も

の
、
そ
れ
こ
そ
が
隣
人
―
―
近
く
に
い
る
も
の
―
―
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
（
た
と
え
ば
榊
原
（
二
〇
〇
六
）
を
参
照
）。
そ
こ
で

は
、
隣
人
と
異
邦
人
の
価
値
逆
転
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
向

性
は
、
必
ず
し
も
現
代
の
隣
人
と
し
て
の
他
者
論
と
全
面
的
に
一

致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
隣
人
と
異
邦
人
の
境
界
の
危

う
さ
、
あ
る
い
は
そ
の
二
重
性
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
他
者
論
の
背

景
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
―
―
た
だ

し
、
異
な
っ
た
意
味
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
有
す
る
複
数
の
異
な
っ
た
ヘ

ブ
ラ
イ
語
の
言
葉
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
、
隣
人
〔
近
く
に
あ
る

も
の
〕
を
示
す
一
語　

　
　
　
　
　

に
翻
訳
さ
れ
た
（Friedrich 

&
 Brom

iley

（
一
九
六
八
）、
三
一
一
―
三
一
八
頁
参
照
）
と
い
う

翻
訳
の
問
題
が
あ
る
上
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
内
部
で
も
隣
人
概
念
の

内
実
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
時
代
的
な
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
（
た
と
え
ば Centre Inform

atique et Bible 

（
一
九
八
七
）、
一
〇
五
〇
頁
〔
隣
人 prochain 

の
項
〕
参
照
）。

　

ま
た
、こ
う
し
た
、「
隣
人
」
と
他
者
論
の
関
係
に
つ
い
て
、ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
は
、『
死
を
与
え
る
』
の
中
で
、
長
い
分
析
を
行
っ
て

い
ま
す
（
デ
リ
ダ
（
一
九
九
九
＝
二
〇
〇
四
）、特
に
第
三
、第
四
章
）。

そ
こ
で
デ
リ
ダ
が
、
隣
人
と
し
て
の
他
者
を
強
調
す
る
一
つ
の
意
味

は
、
一
部
の
デ
リ
ダ
研
究
者
に
よ
り
次
の
点
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
伝

統
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
の
唯
一
の
神
に
対

し
、
す
ぐ
側
に
居
る
誰
か
（
隣
人
）
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
、
個
別
に

ま
っ
た
く
異
っ
た
他
者
と
し
て
、
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
、
理
解
し

が
た
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
、
と
（
廣
瀬
（
二
〇
〇
六
）、
一
九
四

―
一
九
八
頁
参
照
）。
つ
ま
り
「
隣
人
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
色
彩
を
帯
び
た
概
念
を
持
ち
出
す
と
、
実
の

と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
概
念
に
お
い
て
、
神
と
い
う
絶
対
的
な
他
者
の

前
で
、
個
別
の
近
く
に
い
る
他
者
た
ち
は
、
同
胞
と
し
て
相
対
的
に

理
解
可
能
な
姿
を
取
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
近
く

の
他
者
た
ち
も
ま
た
／
た
ち
こ
そ
が
、
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
理
解

し
が
た
い
他
者
な
の
だ
、
と
言
う
た
め
で
す
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
の

文
脈
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
以
上
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
問
題
構
成
と
切
り
離
し
が
た
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
た
だ
し
、
こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
「
す

π
λ
η
σ

ο
ν
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べ
て
の
他
者
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
」
と
言
う
の
は
、
も
し
本
当
に

あ
る
誰
か
の
た
め
に
行
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
す
べ
て
の

他
者
」
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
よ
う
な
普
遍
的
な
倫
理
を
裏
切
ら
ざ

る
を
得
な
い
、
と
い
っ
た
個
々
の
他
者
へ
の
倫
理
的
な
行
為
と
普
遍

的
な
倫
理
と
の
間
と
の
ア
ポ
リ
ア
的
構
成
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
文

脈
に
お
い
て
で
あ
り
、
以
上
の
ま
と
め
よ
り
も
複
雑
な
事
態
が
分
析

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

２
．
死
者
と
し
て
の
他
者

　

で
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
死
者
」
の
場
合
は
ど
う
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

最
初
に
、
か
な
り
一
般
的
な
話
に
は
な
っ
て
し
ま
う
も
の
の
、
や

は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
的
な
文
脈
で
、
死
者
の
問
題
が
、
そ
れ

と
し
て
表
面
化
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
に
大
雑
把
な
答
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、

や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
公
式
見
解
と
し
て
、
死
後
も
続
く
、
個
別

の
、
個
々
の
霊
魂
の
不
死
が
一
つ
の
絶
対
的
な
命
題
と
し
て
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
世
で
の
功
績
の
蓄
積
が
結
び
つ

け
ら
れ
る
対
象
と
な
る
「
個
別
の
魂
」
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
点
で
す
。
も
ち
ろ
ん
時
代
的
な
変
遷
は
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
た
と
え
ば
、
様
々
な
解
釈
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
十
三
世

紀
の
、
当
時
の
意
味
で
の
（
自
然
）
科
学
的
な
知
と
信
仰
の
関
係
が

問
題
に
な
っ
た
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
論
争
に
お
い
て
、
や
は
り

霊
魂
の
個
別
性
が
死
後
も
続
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
大
き
な
争

点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、十
五
世
紀
末
の
ピ
エ
ト
ロ
・
ポ
ン
ポ
ナ
ッ

ツ
ィ
に
お
け
る
霊
魂
の
可
死
性
の
議
論
な
ど
、
そ
の
問
題
に
触
れ
る

こ
と
自
体
が
異
端
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
強
く
排
除
さ
れ
て
き

た
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
側
面
は
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
で
し
ょ
う
―
―
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
（
当
時
の
）
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
死
者
の
死
後
の
存
続
の
形
態
は
、
非
物
質
的
な
か
た
ち
で

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
意
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
後

に
述
べ
る
よ
う
な
死
を
巡
る
言
葉
の
使
い
方
と
の
関
連
で
さ
ら
に
分

析
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

末
木
先
生
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
名
、
あ
る
い
は
内
田
樹
に
よ
る
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
読
解
な
ど
を
参
照
さ
れ
な
が
ら
も
、
人
と
人
の
間
の
了

解
可
能
性
を
超
え
た
形
で
吹
き
出
て
く
る
他
者
の
問
題
の
究
極
的
な

一
例
と
し
て
（『
日
本
仏
教
の
可
能
性
』
九
十
九
頁
）
死
者
の
問
題

を
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
は
や
な
く
、
顕
の
、
あ
ら
わ
れ
の
、
光

の
領
域
に
い
る
人
間
と
の
よ
う
に
は
対
話
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
何
か
を
語
り
か
け
て
く
る
（
こ
と
が
あ
る
）
も
の
と
し
て

の
死
者
た
ち
。
そ
う
し
た
死
者
た
ち
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
は
問

題
で
は
な
く
、
彼
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い
け
る
か
が
重

要
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
す
。
ま
た
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
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る
「
葬
式
仏
教
」
と
い
う
、
し
ば
し
ば
否
定
的
に
だ
け
扱
わ
れ
る
よ

う
な
側
面
に
も
新
し
い
光
が
あ
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
他
者
と
し
て
の
死
者
」
論
に
つ

い
て
は
、
み
な
さ
ん
も
ご
存
じ
だ
と
思
う
の
で
、
そ
れ
と
、「
隣
人

と
し
て
の
他
者
論
の
違
い
が
何
で
あ
る
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
試
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
末
木
先

生
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
隣
人
モ
デ
ル
か
ら
一
見
し
た
と
こ
ろ
死
者

モ
デ
ル
も
含
む
よ
う
な
形
に
移
行
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
時
期
の
柄

谷
行
人
の
次
の
一
文
が
含
む
問
題
で
す
。
な
お
、
柄
谷
行
人
は
、
そ

れ
以
前
の
、
少
な
く
と
も
『
探
究
』
の
段
階
で
は
、
対
話
の
非
対
称

性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
基
本
的
な
ラ
イ
ン
と
し
て
、
上
の
隣
人-

異

邦
人
他
者
モ
デ
ル
で
他
者
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ス
テ
ム
的
な
レ
ベ
ル
で
の
同
一
性
を

ど
う
開
く
か
と
い
う
問
題
が
一
貫
し
て
同
時
に
問
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
よ
う
に
ま
と
め
る
の
は
、
か
な
り
単
純
化
が
過
ぎ
る
と
い
う
留
保

を
付
け
た
上
で
で
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
戯
画
的
に
な
る
こ
と
を

承
知
の
上
で
隣
人
他
者
論
と
死
者
他
者
論
の
区
別
の
た
め
に
、
そ
の

要
素
は
ひ
と
ま
ず
後
に
置
い
て
お
き
、
末
木
先
生
が
言
及
さ
れ
て
い

る
個
所
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

死
者
や
未
来
の
人
間
と
の
関
係
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

理
論
に
お
い
て
基
礎
的
な
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
つ

ね
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
（
柄
谷
（
二
〇
〇
三
）、
一
二
二
頁
）。

　　

こ
こ
で
何
が
問
題
な
の
か
。
末
木
先
生
は
批
判
し
ま
す
。
具
体
的

な
他
者
と
し
て
の
死
者
の
問
題
を
論
じ
な
が
ら
、
具
体
的
な
名
前
を

持
っ
た
「
死
者
」
た
ち
と
、ま
だ
到
来
し
な
い
「
未
来
の
人
間
た
ち
」

を
同
一
視
し
て
い
な
い
か
。
つ
ま
り
、
柄
谷
は
、
具
体
的
な
他
者
に

つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
、
そ
れ
を
裏
切
る
結

論
を
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
隣
人
と

し
て
の
他
者
（
論
）
と
、
死
者
と
し
て
の
他
者
（
論
）
の
種
別
性
を
考

え
る
上
で
、非
常
に
大
切
な
論
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

隣
人
と
し
て
の
他
者
は
、
基
本
的
に
は
具
体
的
な
他
者
と
し
て
記

述
さ
れ
て
い
て
も
、
と
り
わ
け
先
に
ま
と
め
た
よ
う
な
隣
人
他
者
論

の
構
図
の
中
で
は
、
し
ば
し
ば
任
意
の
他
者
と
な
り
、
ど
こ
か
か
ら

今
後
隣
に
越
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
す
べ
て
の
他
者
と
な
り
ま

す
。
具
体
性
あ
る
い
は
自
己
の
同
一
性
を
壊
す
よ
う
な
例
外
性
を
強

調
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
一
般
的
な
命
題
と
し
て
の
、
命
法
と
し
て

の
色
が
ど
う
し
て
も
滲
ん
で
き
ま
す
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
も
し
も

隣
人
他
者
論
の
主
な
目
的
が
、
同
じ
で
あ
る
も
の
、
同
じ
で
あ
る
こ

と
へ
の
固
執
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
「
私
」
の
帝
国
を
打
ち
崩
す
よ
う

な
他
者
と
の
出
会
い
と
い
う
出
来
事
を
求
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

う
な
る
の
は
、
論
理
的
必
然
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
つ
ま
り
、
死
者
論
の
他
者
論

と
し
て
の
固
有
性
は
死
者
が
名
前
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
所
に
あ
る

の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
過
去
あ
る
い
は
完
了
の
形
で
あ
れ
、
や

は
り
あ
る
種
の
「
存
在
」
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
を
介
す
る
必
要
が
あ

る
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

か
つ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
今
は
も
う
、
い
な
い
。

　　

こ
こ
で
、
末
木
先
生
は
、
死
者
な
ど
す
で
に
い
な
い
で
は
な
い
か
、

と
い
う
自
然
科
学
的
な
反
論
を
恐
れ
て
か
、「
存
在
を
問
う
表
現
」

を
介
入
さ
せ
る
こ
と
に
否
定
的
で
、
あ
く
ま
で
も
私
達
と
の
関
係
を

問
う
と
い
う
方
向
を
取
ら
れ
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
日
本
語
で
は
、「
も

は
や
存
在
し
な
い
」
と
い
う
表
現
よ
り
も
自
然
な
表
現
で
あ
る
だ
ろ

う
、
こ
の
「
か
つ
て
い
た
。
今
は
も
う
（
こ
こ
に
は
）
い
な
い
」
と

い
う
表
現
が
含
ん
で
い
る
動
き
・
移
行
は
、
死
者
の
個
別
性
を
確
保

す
る
た
め
に
も
重
要
な
契
機
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ

の
他
の
妖
怪
た
ち
で
も
良
い
の
で
す
が
、
私
た
ち
が
い
か
に
関
係
す

る
か
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
表
現
は
、
ど
う
し
て
も
私
た

ち
が
、
現
象
学
的
な
意
味
で
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
死
者
や

妖
怪
達
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
し
ま
う
。

そ
こ
に
は
、
意
図
に
反
し
て
、
彼
ら
の
存
在
を
表
象
へ
と
切
り
詰
め

て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ま
ず
は
高
橋
哲
哉
の
「
記
憶
」
へ
の
批
判

に
つ
い
て
少
し
だ
け
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

３
．
他
者
の
場
所

　

こ
こ
で
、
末
木
先
生
が
、
高
橋
哲
哉
の
立
論
を
批
判
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
思
い
だ
す
の
で
す
。

　

そ
の
後
も
、
学
会
の
席
な
ど
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ず
、
あ
く
ま
で
も
書
か
れ
た
物
を
通
し
て
の
理
解
で
す
が
、
要
約
す

る
と
、
高
橋
哲
哉
は
、
死
者
の
問
題
を
「
記
憶
」
の
問
題
に
還
元
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、そ
う
し
た
死
者
た
ち
の
存
在
・

非
存
在
を
問
う
こ
と
な
く
、
死
者
た
ち
と
の
関
係
こ
そ
が
大
切
で
あ

る
、
と
末
木
先
生
は
書
か
れ
ま
す
。
し
か
し
、
関
係
と
い
う
表
現
を

通
し
て
、
そ
こ
に
は
意
外
な
ほ
ど
共
通
し
た
問
題
意
識
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
す
。

　

自
分
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
高
橋
哲
哉
が
、
死
者
の
「
記
憶
」

に
こ
だ
わ
る
の
は
、
必
ず
し
も
近
代
科
学
的
な
地
平
に
留
ま
ろ
う
と

す
る
か
ら
ゆ
え
で
は
な
く
、
も
は
や
誰
も
記
憶
し
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
と
き
死
者
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
死
者
の
存
在

を
あ
ら
か
じ
め
、
す
で
に
な
い
も
の
と
し
た
上
で
、
あ
く
ま
で
も
近
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代
科
学
的
に
記
憶
の
問
題
へ
と
還
元
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
た

ち
と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
生
き
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な

も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
私
た
ち
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
る
よ
う
な
も

の
と
し
て
、
死
者
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
―
―
あ
く
ま
で
も
他
者

論
と
し
て
の
と
い
う
こ
と
で
す
が
―
―
「
死
者
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

固
有
な
も
の
と
い
う
の
は
何
か
、
こ
う
し
た
視
点
と
の
違
い
が
何
で

あ
る
か
を
考
え
て
見
る
と
、
や
は
り
何
よ
り
も
、
彼
ら
が
既
に
あ
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
具
体
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
た
ち

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
抽
象
的
な
「
他
者
（
を

利
用
し
た
）
論
」
で
は
な
く
、「
具
体
的
な
他
者
の
論
」
た
り
得
る

と
言
う
こ
と
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
そ

し
て
、他
方
で
、「
隣
人
」
と
い
う
言
葉
は
、具
体
を
目
指
し
な
が
ら
、

任
意
の
隣
人
あ
る
い
は
す
べ
て
の
隣
人
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
抽
象

的
な
対
象
に
転
化
す
る
危
険
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
デ
リ

ダ
は
先
に
言
及
し
た
『
死
を
与
え
る
』
に
お
い
て
、tout autre 
と

い
う
言
葉
の
も
つ
二
重
の
意
味
「
す
べ
て
の
他
者
」
と
「
全
く
の
他

者
」の
二
つ
の
意
味
を
使
い
、あ
ら
ゆ
る
隣
人
と
絶
対
的
な
他
者（
性
）

と
の
間
の
揺
れ
動
き
を
、
そ
の
論
の
中
に
響
か
せ
て
い
ま
す
）。

　

こ
こ
で
少
し
視
点
を
拡
げ
る
た
め
に
、
木
村
敏
の
分
析
を
取
り
上

げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

木
村
敏
が
、
精
神
疾
患
の
類
型
を
、
出
来
事
と
の
時
間
関
係
と
し

て
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
い
わ
ゆ
るante festum

（
祭

り
の
前
に
）、 intra festum

（
祭
り
の
只
中
で
）、 post festum

（
祭

り
の
後
で
＝
後
の
祭
り
）
で
す
。
鬱
病
者
が
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ

ム
的
（
あ
と
の
祭
り
、
と
り
か
え
し
が
つ
か
な
い
）
と
い
わ
れ
（
重

要
な
出
来
事
は
、
私
が
十
分
に
負
債
を
返
さ
な
い
う
ち
に
す
で
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
）、
つ
ま
り
す
べ
て
は
手
遅
れ
と
い
う
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
、祭
り
の
た
だ
中
に
あ
る
こ
と
は
イ
ン
ト
ラ
・

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
し
て
、
癇
癪
（
発
作
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る

（
木
村
（
二
〇
〇
一
d
）
所
収
の
諸
論
文
）。
ま
た
、
統
合
失
調
症

は
ア
ン
テ
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
と
言
わ
れ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
を
後
悔
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
具
体

的
な
過
去
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
、
常
に
早
す
ぎ
る
形
で
未
来
を
先

取
し
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
時
が
合
わ
な
く
な
る
と
い
う
形
で
分

析
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
木
村
は
さ
ら
に
分
析
を
進
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
多
く
の
言
語
で
、（
他
動
詞
的
な
動
詞
を
中
心
に
）have

の
系
列

の
表
現
で
過
去
が
表
さ
れ
る
（
歴
史
的
に
は
、
目
的
語
が
、
そ
の
行

為
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
、
主
語
が
出
来
事
の
全
体
を
持
つ
と
い

う
把
握
の
表
現
）の
に
対
し
、そ
う
し
た have 

が
成
立
し
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
結
果
、「
わ
た
し
」
す
ら
持
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

事
態
を
分
析
し
て
い
ま
す
（
木
村
（
二
〇
〇
一
a 

﹇
一
九
七
六
﹈））。
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こ
れ
を
、
私
と
他
者
が
分
離
し
、
自
己
が
成
立
す
る
と
い
う
出
来
事

が
到
来
し
な
か
っ
た
、
と
言
い
換
え
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

（
自
己
が
成
立
す
る
前
に
、
行
為
が
成
立
し
て
し
ま
う
た
め
、
ポ
ス

ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
な
様
相
も
帯
び
て
く
る
）。
こ
れ
が
不
可
能

に
な
る
状
態
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
引
き
つ
つ
、
そ
う
し
た
自
己

が
存
在
者
と
し
て
「
あ
る
（il y a

）」
の
中
で
世
界
に
析
出
す
る
こ

と
の
不
全
と
し
て
、
統
合
失
調
症
が
語
ら
れ
、
境
界
例
は
「il y a

」

そ
れ
自
体
が
患
者
の
行
動
を
支
配
す
る
と
分
析
さ
れ
ま
す
（
木
村

（
二
〇
〇
一
b
﹇
一
九
九
一
﹈）、
六
八
―
七
二
頁
）、
結
果
と
し
て
、

自
己
と
自
己
で
な
い
も
の
が
分
け
ら
れ
な
く
な
る（
木
村（
二
〇
〇
一 

c
﹇
一
九
八
〇
﹈）、三
三
八
―
三
四
一
頁
）。
こ
こ
で
、ポ
ス
ト
・
フ
ェ

ス
ト
ゥ
ム
が
ル
カ
ー
チ
に
由
来
す
る
と
い
っ
た
政
治
・
社
会
的
文
脈

が
す
で
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
次
の
機
会
の
た
め
に
と
っ
て

お
き
、
他
者
と
自
己
と
の
区
別
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
こ
そ
、

あ
る
い
は
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
状
態
こ
そ
、「
私
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
可
能
に
な
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
（
ち
な
み
に
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
木
村
は
、
自
己
の
中
に
他
者
の
顔
が
入
っ

て
き
て
し
ま
う
と
語
る
統
合
失
調
症
の
例
も
挙
げ
て
い
ま
す
）。

　

や
や
違
う
観
点
か
ら
、
ラ
カ
ン
も
、
恐
ら
く
同
じ
問
題
に
触
れ
て

い
ま
す
。

　

日
本
で
、
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
理
論
を
翻
訳
紹
介
す
る
だ
け
で
な

く
、
自
身
の
具
体
的
な
臨
床
経
験
と
結
び
つ
け
つ
つ
練
り
上
げ
て
き

た
小
出
浩
之
に
よ
れ
ば
、
子
供
の
向
か
う
他
者
と
い
う
の
は
、
基
本

的
に
両
親
や
先
生
、
友
達
と
い
う
具
体
的
な
他
者
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
、
大
人
の
行
為
は
他
者
一
般
（
具
体
的
に
は
世
間
や
人
倫
、
あ

る
い
は
宗
教
的
な
も
の
）
へ
と
向
か
う
。
し
か
し
、
こ
の
他
者
一
般

と
い
う
も
の
は
、
基
本
的
に
直
接
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
他
者
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
統
合
失
調
症
の
発
症
初
期
、
あ
る
い
は
発
症
前
の

前
駆
期
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
他
者
一
般
そ
の
も
の
に
患
者
は
出

会
っ
て
し
ま
う
と
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
（
小
出
（
一
九
八
六
）、二
四

―
二
六
頁
）。
そ
し
て
、
症
状
の
進
行
に
よ
り
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
身
近
な
他
者
（
他
人
）
た
ち
の

他
者
性
、
あ
る
い
は
存
在
感
は
消
失
し
、
す
べ
て
が
唯
一
の
絶
対
的

な
他
者
一
般
へ
と
崩
落
し
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
通
常
の
意
味
で
の

私
も
、
通
常
の
意
味
で
の
他
者
も
成
立
し
な
い
か
、
極
め
て
不
安
定

な
も
の
と
な
る
の
だ
と
結
論
し
ま
す
（
小
出
（
一
九
八
六
）、二
三
七

―
二
四
五
頁
）。

　

こ
れ
が
示
し
て
い
る
の
は
、
私
と
あ
な
た
が
鏡
の
よ
う
な
関
係
と

し
て
生
成
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、通
常
の
意
味
で
の
「
私
」

と
「
他
者
」
が
、
と
も
に
可
能
に
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
他
者

一
般
と
こ
こ
で
は
呼
ば
れ
て
い
る
場
が
存
在
す
る
、
そ
し
て
、
そ
れ



125

■論文

は
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
と
、
ば
ら
ば
ら
の
こ
と
ば
や
命
令
が
吹

き
荒
れ
る
場
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ

で
は
、「
私
」
と
（
通
常
の
意
味
で
の
具
体
的
な
）「
他
者
」
の
区
別

を
可
能
と
す
る
も
の
は
、（
個
別
の
他
者
と
は
別
の
意
味
で
の
）「
他

者
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
議
論
は
、
哲
学
史
的
記
述
に
関
し
た
あ
る
重
要
な
論
争
に
通

じ
る
要
素
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
デ
リ
ダ
と
フ
ー
コ
ー
の

間
で
、
デ
カ
ル
ト
の
「
コ
ギ
ト
」
は
狂
気
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
、
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
論
争
で
す
。
デ

リ
ダ
に
従
い
非
常
に
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
、
デ
カ
ル

ト
は
「
理
性
」
の
側
か
ら
、
理
性
の
他
者
で
あ
る
「
狂
気
」
を
排
除

す
る
こ
と
で
、
理
性
の
体
制
を
作
り
上
げ
た
、
と
考
え
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
デ
リ
ダ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
の
綿
密
な
読
解
を
通

し
て
、
む
し
ろ
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
う
し
た
区
別
を
可
能
に
し
た
の
は
、

理
性
と
狂
気
の
区
別
の
手
前
、
あ
る
い
は
あ
る
意
味
で
は
狂
気
の
側

か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
す
（D

errida

（
一
九
六
七
）、
五
一
―
九
七
頁
、
廣
瀬
（
二
〇
〇
六
）、
六
六
―

八
一
頁
参
照
）。

　

こ
こ
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
図
式
が
、
歴
史
を
書
く
こ
と
の

問
題
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
と
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
問
わ
れ
論
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
は
、
ど
こ
か
で
自
己
（
理

性
と
し
て
の
）
が
先
に
確
立
さ
れ
て
い
る
（
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
は
理

性
の
側
か
ら
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
記
述
の
流
れ
が
フ
ー
コ
ー
に
は

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
）、
そ
し
て
、
そ
の
場
所
か
ら
そ
の
外
に
あ

る
非
理
性
と
の
関
係
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
、デ
リ
ダ
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
区
別
を
可
能
に
す
る
場
所
は
、む
し
ろ
（
狭
い
意
味
で
の
）

理
性
の
以
前
の
側
に
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
デ
カ
ル
ト
の

（
あ
る
意
味
で
「
狂
っ
た
」）
記
述
こ
そ
が
理
性
と
非
理
性
の
分
割

を
産
む
の
だ
、と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
一
般
化
す
る
と
、

何
ら
か
の
形
で
「
私
」
と
「
他
者
」
の
分
割
が
生
じ
る
と
い
う
議
論

の
構
成
を
行
っ
た
場
合
、そ
の
以
前
に
あ
る
も
の
を
む
し
ろ
「
他
者
」

と
考
え
る
の
か
「
私
」
と
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
っ
て
く
る

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
精
神
分
析
・
精
神
医
学
と
の
繋
が
り
が
出
て
き

ま
す
。

  

ま
た
先
ほ
ど
木
村
敏
の
三
概
念
が
、
成
立
の
背
景
に
社
会
的
・

政
治
的
次
元
と
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た

が
、
歴
史
的
な
出
来
事
と
の
関
連
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
問
題
が

あ
り
ま
す
。
既
に
確
立
し
た
も
の
を
開
く
よ
う
な
「
他
者
（
性
）
と

出・

・

・
会
う
」
と
い
う
出
来
事
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
あ
る
種
の
他
者

論
で
も
あ
り
、
平
行
し
た
議
論
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー

ル
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
の
哲
学
の
展
開
を
出
来
事
の
哲
学
の
発

展
と
し
て
記
述
す
る
あ
る
小
論
の
中
で
、
先
ほ
ど
の
木
村
敏
の
議
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論
と
通
じ
る
か
の
よ
う
に
、
出
来
事
の
前
に
お
い
て
考
え
る
哲
学
と

し
て
デ
リ
ダ
（
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
終
わ
り
な
き
対
話
）、
出
来
事

を
過
去
に
お
け
る
も
の
と
し
て
考
え
る
哲
学
と
し
て
、
た
と
え
ば
バ

デ
ィ
ウ
（
啓
示
―
―
顕
わ
に
さ
れ
た
も
の
―
―
に
つ
い
て
）、
あ
る

い
は
、
現
在
に
お
い
て
み
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
ド
ゥ
ル
ー
ズ

（
創
造
と
の
関
係
で
）
と
い
っ
た
区
別
を
行
っ
て
い
ま
す
（Balibar

（
二
〇
一
一
））。
も
ち
ろ
ん
細
部
に
お
い
て
は
異
論
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
た
と
え
ば
デ
リ
ダ
は
、
執
拗
に
、
出
来
事
と
は
、
救
世
主
の
到

来
と
し
て
待
ち
望
む
よ
う
な
も
の
で
も
な
く
、
す
で
に
起
き
た
も
の

と
し
て
確
実
に
把
握
で
き
る
何
か
で
あ
る
と
し
て
し
ま
う
べ
き
で
も

な
く
、
ま
た
そ
の
最
中
に
い
る
と
明
言
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
出
来
事
は
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
と
繰
り
返

し
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
到
来
す
る
も
のarrivant

」
と
し
て

描
か
れ
る
こ
と
で
、
や
は
り
ど
こ
か
で
到
来
が
待
ち
望
ま
れ
る
何

か
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
も
事
実
な
の
で
す
が
（
一
時

期
流
行
し
た
「
歴
史
の
終
わ
り
」
と
い
う
議
論
と
の
デ
リ
ダ
の
関
係

に
つ
い
て
は
日
本
語
訳
の
監
修
者
富
山
太
佳
夫
の
解
説
も
含
め
シ
ム

（
一
九
九
九
＝
二
〇
〇
六
）
参
照
。
ま
た
、
廣
瀬
（
二
〇
〇
六
）
の

特
に
序
論
）。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
政
治
・
社
会

的
次
元
と
接
続
す
る
「
出
来
事
」
の
哲
学
と
他
者
論
の
平
行
関
係
に

つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

４
． 

生
・
死
と
「
存
在
論
」

　

三
章
で
、「
存
在
」
を
語
る
言
葉
と
し
て
自
然
科
学
的
な
そ
れ
を

想
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
簡
単
に
触
れ
ま

し
た
。
末
木
先
生
の
一
連
の
著
作
の
中
で
、
死
者
や
妖
怪
の
問
題
な

ど
を
論
じ
る
際
に
、
そ
の
現
実
的
な
存
在
を
吟
味
す
る
よ
う
な
存
在

論
の
語
彙
は
必
要
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
存
在
論
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
現
在
の
自
然
科
学
的
な
用

語
法
の
み
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
、
末
木
先
生
が
言
及
さ
れ
て
い
る
永
井
晋
『
現
象
学
の
展

開
』
に
お
い
て
、
井
上
円
了
と
柳
田
國
男
の
妖
怪
論
が
対
比
さ
れ
て

お
り
、
確
か
に
「
存
在
す
る
、
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
判
断
が
下
さ

れ
る
以
前
の
、
妖
怪
が
現
象
と
し
て
現
れ
て
く
る
次
元
に
身
を
置
く

こ
と
」（
永
井
（
二
〇
〇
七
）、
二
二
八
頁
）
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
別
の
表
現
で

は
「
妖
怪
が
実
体
的
に
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か
」（
同
所
。
強

調
は
私
た
ち
に
よ
る
）
で
あ
り
、
当
時
の
（
自
然
）
科
学
的
な
意
味

で
の
「
あ
る
か
、
な
い
か
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
哲
学

的
な
意
味
で
の
（
多
様
な
）「
存
在
」
と
「
非
存
在
」
と
は
一
致
し

な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
西
洋
に
お
い
て
も
、
そ
の

中
世
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
天
使
は
、
少
な
く
と
も
現
代
の
素
朴
な

実
感
と
し
て
の
意
味
で
の
物
質
的
（
質
料
的
）
な
存
在
は
有
し
て
い

な
い
と
さ
れ
、
本
来
は
純
粋
に
知
性
的
な
認
識
の
み
が
可
能
な
レ
ベ
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ル
で
の
存
在
だ
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。あ
る
い
は
、

現
実
に
存
在
す
る
こ
と
（esse existentiae

）
と
、
本
質
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
（esse essentiae

）
の
区
別
を
思
い
だ
し
て
も
良

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
存
在
は
多
様
に
語
ら
れ
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
西
洋
哲
学
史
の
問
題
よ
り
も
、
現

代
の
日
本
語
に
お
け
る
死
を
め
ぐ
る
表
現
は
、
果
た
し
て
狭
い
意
味

で
の
（
現
実
）
存
在
と
非
存
在
を
め
ぐ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
の
か

ど
う
か
を
少
し
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

分
析
哲
学
の
洗
礼
を
受
け
た
言
語
哲
学
を
出
発
点
と
し
、
西
洋
中

世
哲
学
か
ら
死
生
学
に
至
る
幅
広
い
活
動
を
行
っ
て
い
る
清
水
哲
郎

は
、
新
約
聖
書
の
ギ
リ
シ
ャ
語
に
お
け
る
死
に
関
連
し
た
表
現
と
、

現
代
の
日
本
語
で
の
死
を
表
す
表
現
を
比
較
し
て
、
一
つ
の
興
味
深

い
結
論
を
出
し
て
い
ま
す
（
清
水
（
一
九
八
四
））。

　

彼
は
、
ま
ず
日
本
語
の
死
に
ま
つ
わ
る
表
現
に
は
大
き
く
分
け
て

二
つ
の
基
本
的
用
法
が
あ
る
と
分
析
し
ま
す
。
そ
の
分
析
に
よ
れ

ば
、
一
つ
目
の
用
法
が
指
し
示
す
の
は
、
身
体
的
な
死
―
―
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
の
物
理
的
・
身
体
的
な
活
動
を
停
止
す
る
と
い
う
意
味
―

―
で
あ
り
、
こ
れ
は
動
物
等
に
も
適
用
さ
れ
る
第
三
者
的
な
視
点
に

よ
る
死
を
語
る
言
葉
遣
い
で
あ
り
、「
壊
れ
る
」「
枯
れ
る
」「
眠
る
」

等
の
動
詞
と
同
類
と
言
え
る
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
二
つ
目

の
用
法
は
、
人
格
に
関
す
る
死
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち

ら
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
「
も
は
や
言
葉
を
交
わ
し
得
な
い
」
と

い
う
こ
と
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
去
り
、
い
な
く
な
っ
て
し

ま
う
（
し
ま
っ
た
）
相
手
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
は
、
名

前
を
呼
び
、
呼
び
か
け
、
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
分
析

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
「
死
ぬ
」
は
「
行
く
」「
い

な
く
な
る
」「
旅
立
つ
」
等
の
動
詞
と
同
類
で
あ
る
、
と
さ
れ
ま
す

（
両
者
の
区
別
は
、
こ
れ
だ
け
だ
と
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
が
発
話
時
点
よ
り
前
に
Ａ

に
生
じ
た
場
合
、
一
つ
目
の
身
体
的
な
意
味
で
は
「
Ａ
は
死
ん
で
い

る
」
と
な
り
、
二
つ
目
の
意
味
で
は
「
Ａ
は
死
ん
だ
」
な
い
し
「
Ａ

は
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
な
る
、
と
い
う
点
で
形
態
的
に
も
区
別
さ

れ
得
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
清
水
（
一
九
八
四
）
一
三
一
―

一
三
二
頁
）。

　

こ
の
分
析
が
、
何
よ
り
も
私
た
ち
の
文
脈
に
と
っ
て
興
味
深
い
の

は
、
日
本
語
に
お
け
る
第
二
の
用
法
に
つ
い
て
次
の
様
に
言
わ
れ
て

い
る
点
で
す
。

こ
の
理
解
〔
第
二
の
用
法
〕
に
伴
っ
て
は
、
生
き
て
い
る
者
に

と
っ
て
の
存
在
者
の
領
域
と
は
別
の
存
在
領
域
が
開
か
れ
る
こ

と
に
な
る
（
清
水
（
一
九
八
四
）、
一
三
四
頁
）。

　

つ
ま
り「
死
ぬ
」の
同
類
の「
い
な
く
な
る
」が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
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彼
ら
は
「
こ
こ
」
か
ら
立
ち
去
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
種

の
場
所
の
移
動
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
消
滅
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
、と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
結
論
は
、新
約
聖
書
の
ギ
リ
シ
ャ

語
と
現
代
日
本
語
の
比
較
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
さ
ら
に
一
般
的
な

結
論
を
出
す
に
は
、
西
洋
近
代
語
と
の
検
討
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま

す
（
た
と
え
ば
英
語
で
も departed 

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
）

が
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
方
向
性
は
示
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

冥
の
領
域
に
い
る
他
者
を
、「
存
在
す
る
『
存
在
者
』
と
は
限
ら
な

い
」（『
哲
学
の
現
場
』、
一
五
二
頁
）
と
表
現
す
る
こ
と
は
、「
存
在
」

と
「
存
在
者
」
の
概
念
を
、
あ
る
把
握
に
従
っ
て
、
あ
る
程
度
自
明

で
唯
一
の
も
の
と
し
て
措
定
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
存

在
（
者
）」
で
は
な
い
と
否
定
す
る
こ
と
で
す
。
特
に
、
こ
こ
で
は
、

西
洋
哲
学
の
歴
史
に
お
け
る
様
々
な
存
在
論
の
ど
れ
か
と
い
う
よ
り

も
、
今
日
、
自
然
科
学
的
な
知
識
を
学
ん
だ
人
間
が
通
常
有
し
て
い

る
よ
う
な
存
在
（
者
）
の
概
念
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
否
定
の
道
を
通
し
て
で
は
な
く
、

日
本
語
の
用
法
に
お
い
て
、
冥
の
領
域
に
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

も
の
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
「
い
る
」
の
か
、「
あ
る
」
の
か
を
通

し
て
―
―
か
れ
ら
が
「（
こ
こ
に
）
い
な
い
」
の
は
、ど
こ
か
に
「
い

る
」「
あ
る
」
場
所
が
あ
る
の
を
必
然
的
に
含
意
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
し
ょ
う
が
―
―
、そ
の
「
存
在
論
」（
あ

る
と
語
ら
れ
る
も
の
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
あ
る
と
語
ら

れ
て
い
る
か
―
―
こ
こ
で
「
あ
る
」
を
「
い
る
」
と
置
換
で
き
る
か

自
体
が
最
も
問
題
で
あ
る
も
の
の
―
―
）
を
再
構
成
す
る
道
を
通
し

て
、
彼
ら
に
つ
い
て
語
る
道
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実

の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
今
日
自
然
科
学
的
な
知
識
を
前
提

と
し
て
、
特
に
反
省
な
く
「
客
観
的
な
存
在
（
者
）（
の
意
味
）」
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
違
い
、
そ
も
そ
も
、
私
た
ち
と
他
の

も
の
た
ち
と
の
関
係
を
（
も
）
示
し
て
い
る
表
現
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
中
世
的

な
用
語
法
で
、
現
実
的
な
存
在
（esse existentiae

）
を
欠
い
た

本
質
存
在
（esse essentiae

）
と
い
っ
た
も
の
も
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、「
存
在
」
と
い
う
言
葉
を
、
今
日
日
常
的
に
理
解
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
現
実
の
、
実
際
の
存
在
と
い
う
意
味

に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
方
向
の
可
能

性
は
、さ
ら
に
探
究
を
進
め
た
場
合
、や
は
り
「『
存
在
』
論
（「
あ
る
」

に
つ
い
て
の
語
り
）」
で
は
ま
ず
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論

に
至
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
可
能
性
も
含
め
て
、
こ

う
し
た
探
究
に
一
つ
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
分
析
哲
学
者
飯
田

隆
の
次
の
様
な
分
析
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

飯
田
隆
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
的
経
緯
も
あ
り
主
に
英
語
（
を
初
め

と
し
た
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
）
の
（
用
法
の
）
言
語
分
析
を

通
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
分
析
哲
学
の
道
具
立
て
を
日
本
語
の

分
析
に
応
用
し
、
結
果
と
し
て
、
そ
も
そ
も
「
日
本
語
の
『
あ
る
』
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と
『
い
る
』
で
言
え
ば
、
ま
ず
、
そ
れ
が
常
に
存
在
を
表
す
か
ど
う

か
か
ら
し
て
怪
し
い
」（
飯
田（
二
〇
〇
二
a
）、三
九
〇
―
三
九
二
頁
、

飯
田
（
二
〇
〇
二
b
）
も
参
照
）
と
結
論
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
よ
う
な
自
然
言
語
（
こ
こ
で
は
日
本
語
）
が
含
意
し
て
い
る
存

在
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
把
握
と
し
て
の
形
而
上
学
（
存
在
論
）
が
、

個
別
の
言
語
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

ら
を
超
え
た
普
遍
的
な
存
在
論
が
要
請
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
（
分
析
哲
学
者
と
し
て
）
極
め
て
慎
重
に
踏
み
と
ど
ま
る
の

で
す
が
。し
か
し
、西
洋
の
文
脈
で
も
、過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
で
、

存
在
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
多
様
な
観
点
が
あ
り
、
決
し
て
一
つ
の

存
在
論
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
と
の
対
話
を

通
じ
て
、
他
者
の
存
在
論
が
構
築
さ
れ
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
、
木
村
敏
は
野
家
啓
一
と
の
対
談
の
中
で
、
離
人
症
患
者

に
は
、esse essentiae 

の
把
握
だ
け
が
あ
り
、esse existentiae

の
把
握
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
、と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り（
木

村
・
野
家
（
二
〇
一
三
）、
三
九
―
四
四
頁
）、
こ
れ
も
そ
う
し
た
方

向
へ
の
道
標
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
（
さ
ら
に
「
現
象
」
と
い
う
言

葉
が
、
語
源
的
な
文
脈
で
は
光
の
比
喩
―
―
光
の
中
に
現
れ
出
る
も

の
―
―
と
い
う
含
意
を
も
つ
こ
と
も
、
必
ず
し
も
「
現
象
」
と
い
う

言
葉
が
、「
存
在
」
と
い
う
言
葉
に
比
べ
て
中
立
的
だ
と
は
、
無
垢

だ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
意
味
で
も
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
）。

５
．
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
隣
人
モ
デ
ル
の
他
者
論
と
死
者
モ
デ
ル
の
他
者
論
に

つ
い
て
、
死
者
モ
デ
ル
に
固
有
な
も
の
は
何
で
あ
り
う
る
か
と
い
う

方
向
で
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
て
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
両
者
は
必
ず

し
も
排
他
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
末
木
先
生
も

言
及
さ
れ
て
い
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
し
ば
し
ば
隣
人
と
し
て
の
他
者

を
語
り
な
が
ら
、
死
者
モ
デ
ル
的
な
側
面
も
あ
り
、「
自
分
は
収
容

所
の
中
で
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
」
後
に
、
い
か
に
死
ん
で
い
っ
た

も
の
た
ち
へ
と
繋
が
り
を
紡
ぐ
か
と
い
う
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
死

者
た
ち
を
死
に
追
い
や
っ
た
も
の
が
、
同
一
者
の
、
同
じ
も
の
の
織

り
な
す
帝
国
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
同
胞 

― 

異
邦

人
モ
デ
ル
が
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
は
純
粋
な

死
者
モ
デ
ル
と
は
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
単
純
に

は
割
り
切
れ
な
い
側
面
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
提
示
し

た
二
つ
の
モ
デ
ル
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
探
究
の
中
に
含
ま
れ
て

い
る
様
々
な
方
向
性
を
、
少
し
ば
か
り
明
示
化
す
る
た
め
の
交
通
標

識
に
な
ら
な
い
か
、
そ
う
願
い
つ
つ
、
私
の
提
題
を
終
わ
り
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

※　

以
上
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
二
日
に
東
日
本
国
際
大
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学
・
東
京
事
務
所
で
、
末
木
文
美
士
先
生
を
迎
え
行
わ
れ
た
研

究
会
に
お
い
て
筆
者
が
冒
頭
で
行
っ
た
提
題
を
、
当
日
読
ま
れ

な
か
っ
た
部
分
を
回
復
し
、
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
す
。
研
究

会
に
参
加
い
た
だ
い
た
末
木
文
美
士
先
生
（
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
）、
中
嶋
廣
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
社
長
、
谷
口
典
子

東
日
本
国
際
大
学
名
誉
教
授
、
佐
々
木
利
明
昌
平
黌
出
版
会
編

集
長
、
松
岡
幹
夫
東
洋
思
想
研
究
所
所
長
、
先
崎
彰
容
同
主
任

研
究
員
、
城
山
陽
宣
同
研
究
員
に
よ
る
、
理
論
的
そ
し
て
地
理

的
に
も
歴
史
的
に
も
広
範
囲
に
及
ぶ
討
論
は
長
時
間
に
わ
た
る

も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
参
加
者
の
方
々
の
発
表
・
発

言
と
そ
の
後
の
や
り
と
り
が
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
形
に
完
成

し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、こ
こ
で
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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付
記
：【　

】
の
部
分
は
訳
者
に
よ
る
注
で
あ
る
。

第
四
章　

臨
床
口
腔
医
学

 

第
一
節　

口
腔
内
科
学

　

口
腔
内
科
学
は
、
一
九
五
二
年
と
一
九
五
四
年
に
高
等
学
校
の
学

部
と
学
科
を
整
理
統
合
し
、
新
し
く
組
織
さ
れ
た
学
科
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
歯
牙
修
復
学
、
歯
内
治
療
学
、
歯
周
病
学
、
口
腔
粘
膜
病

学
、
口
腔
予
防
医
学
、
そ
し
て
小
児
歯
科
学
等
を
包
括
し
た
も
の
で

あ
る
。

１
．
う
蝕

　

う
蝕
は
口
腔
内
に
よ
く
見
ら
れ
る
疾
患
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
罹

患
率
は
高
い
。
一
九
四
九
年
以
前
に
調
査
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
多

■
翻
訳
■中

国
口
腔
医
学
発
展
史　
【
Ⅺ
】

　
　

The H
istory and D

evelopm
ent of O

ral M
edicine in C

hina

〔
Ⅺ
〕

訳
：
田
久
昌
次
郎
（
本
学
学
長
）

監
訳
：
田
村　

立
波
（
本
学
東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員
）

主
編　

鄭
麟
蕃　

呉
少
鵬　

李
輝
菶

北
京
医
科
大
学
・
中
国
協
和
医
科
大
学
連
合
出
版
社

く
は
大
都
市
部
の
小
中
学
生
に
限
ら
れ
て
い
た
。
50
年
以
降
、
多
く

の
地
区
で
相
次
い
で
う
蝕
調
査
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
中
国
国
土
の

広
大
さ
に
よ
り
各
地
区
の
自
然
条
件
な
ら
び
に
生
活
条
件
の
差
異
は

極
め
て
大
き
く
、う
蝕
罹
患
率
も
各
地
区
で
そ
の
差
が
顕
著
で
あ
る
。

一
般
的
に
云
え
ば
、
南
方
沿
海
一
帯
の
住
民
の
罹
患
率
は
比
較
的
高

く
、
山
間
部
お
よ
び
特
定
の
少
数
民
族
居
住
区
の
罹
患
率
は
比
較
的

低
い
。

　

一
九
八
三
年
、
中
華
口
腔
科
雑
誌
編
集
委
員
会
が
、
各
地
区
の
う

蝕
発
病
調
査
資
料
に
基
づ
き
、
中
国
の
う
蝕
罹
患
状
況
の
分
析
を
行

い
そ
の
結
果
を
発
表
し
て
い
る
。
学
齢
期
前
児
童
の
う
蝕
罹
患
率
は

41
・
88
〜
86
・
63
％
、
平
均
罹
患
歯
数
は
１
・
52
〜
６
・
56
歯
、
小

中
学
生
の
罹
患
率
は
39
・
78
〜
84
・
17
％
、
成
人
の
罹
患
率
は
35
・

37
〜
78
・
45
％
で
あ
っ
た
。
異
な
る
民
族
間
で
は
、
生
活
条
件
と
自
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然
環
境
の
違
い
に
よ
り
、
う
蝕
罹
患
率
も
異
な
る
。
例
え
ば
、
新
疆

和
田
地
区
の
果
樹
農
家
は
、
糖
分
を
含
ん
だ
新
鮮
な
果
実
類
を
食
す

る
割
合
が
24
％
と
高
く
、
う
蝕
罹
患
率
も
84
・
84
％
、
平
均
罹
患
歯

数
は
４
・
09
歯
で
あ
り
、
非
農
業
地
域
や
一
般
農
村
地
域
と
比
較
す

る
と
高
い
罹
患
状
況
に
あ
る
。

　

う
蝕
流
行
調
査
で
は
、
飲
料
水
フ
ッ
素
濃
度
と
う
蝕
歯
・
フ
ッ
素

性
斑
状
歯
の
関
連
性
が
調
査
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
の
資
料
は
、
フ
ッ

素
性
斑
状
歯
を
有
す
る
者
は
う
蝕
に
対
し
て
一
定
の
抵
抗
力
を
有

し
、
飲
料
水
中
の
フ
ッ
素
濃
度
と
う
蝕
罹
患
率
に
は
明
ら
か
な
相
関

性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
般
的
に
云
え
ば
、
一
定
限
度
内

に
お
い
て
、
フ
ッ
素
濃
度
の
高
い
群
で
は
う
蝕
罹
患
率
は
低
く
な
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
口
腔
衛
生
状
態
、
栄
養
状
態
、
不

正
咬
合
・
奇
形
、
職
業
、
妊
娠
等
の
素
因
が
う
蝕
罹
患
率
と
密
接
に

関
連
す
る
こ
と
も
判
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
う
蝕
病
因
の
研
究
に
お

い
て
重
要
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。

　

う
蝕
予
防
分
野
で
は
、
上
海
市
歯
牙
疾
患
予
防
治
療
セ
ン
タ
ー
等

は
２
％
フ
ッ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液
な
ら
び
に
75
％
フ
ッ
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
・
グ
リ
セ
リ
ン
糊
剤
を
応
用
し
、
児
童
の
臨
床
観
察
を
実
施
し
、

比
較
的
良
好
な
結
果
を
得
て
い
る
。

　

一
九
七
四
年
に
は
窩
溝
封
閉
剤
【
小
窩
裂
溝
填
塞
材
、
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
シ
ー
ラ
ン
ト
】
の
試
作
・
研
究
を
開
始
、
７
〜
９
歳
の
児
童

の
永
久
歯
第
一
大
臼
歯
咬
合
面
に
お
け
る
封
閉
剤
の
三
年
経
過
完
全

保
留
率
の
臨
床
的
観
察
を
行
い
、
１
・
２
・
３
年
後
の
相
対
的
な
う
蝕

低
減
有
効
率
は
99
・
24
％
・
94
・
21
％
・
88
・
48
％
と
な
っ
た
。
封

閉
剤
塗
布
と
年
齢
の
間
に
は
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
年

齢
が
小
さ
い
ほ
ど
封
閉
剤
の
保
留
率
は
高
く
な
り
、
実
際
の
利
益
は

高
く
な
る
。
一
九
七
六
年
、
フ
ッ
素
含
有
封
閉
剤
に
お
け
る
う
蝕
予

防
効
果
の
実
験
的
研
究
な
ら
び
に
臨
床
的
研
究
が
行
わ
れ
た
。
封
閉

剤
と
エ
ナ
メ
ル
質
が
接
触
し
た
際
に
、
フ
ッ
化
物
の
放
出
と
エ
ナ
メ

ル
質
と
の
結
合
に
よ
り
一
定
の
う
蝕
抑
制
作
用
を
促
す
こ
と
明
ら
か

と
な
っ
た
。

　

一
九
七
八
年
、
Ｎ
ｄ
‐
Ｙ
Ａ
Ｇ
と
Ｃ
Ｏ
２
レ
ー
ザ
ー
照
射
器
を
用

い
た
ヒ
ト
抜
去
エ
ナ
メ
ル
質
に
対
す
る
レ
ー
ザ
ー
光
線
照
射
に
よ
る

う
蝕
予
防
研
究
を
開
始
し
、
エ
ナ
メ
ル
質
に
お
け
る
レ
ー
ザ
ー
照
射

の
初
歩
的
実
証
試
験
を
行
う
。
エ
ナ
メ
ル
質
に
は
、
明
ら
か
な
熔
融

現
象
が
み
ら
れ
、
表
面
の
紋
理
は
消
失
し
、
微
小
窩
は
顕
著
に
減
少

す
る
。
こ
の
実
験
結
果
か
ら
、
レ
ー
ザ
ー
照
射
に
よ
る
う
蝕
予
防
は

可
能
で
あ
り
、
新
技
術
で
あ
る
レ
ー
ザ
ー
照
射
の
採
用
は
う
蝕
予
防

研
究
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
を
切
り
拓
い
た
。

　

広
州
市
で
一
九
六
五
年
に
、
水
道
水
に
フ
ッ
化
物
を
加
え
た
う
蝕

予
防
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。
10
数
年
の
観
察
を
経
て
、
う
蝕
罹
患
率

は
半
減
し
、
単
に
罹
患
率
が
低
下
し
た
ば
か
り
で
な
く
重
症
度
の
高

い
う
蝕
を
も
低
減
さ
せ
た
。
経
験
不
足
に
よ
り
、
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

は
厳
格
で
は
な
く
、
フ
ッ
素
含
有
量
も
正
確
な
も
の
で
は
な
く
、
時
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と
し
て
フ
ッ
化
物
含
有
量
が
1.5 

ppm
を
上
回
っ
た
た
め
斑
状
歯
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
白
色
あ
る
い
は
黄
褐
色
の
斑
紋
が
現
れ
る
た

め
市
民
の
反
対
を
引
き
起
こ
し
た
。
一
九
八
三
年
一
〇
月
、
広
州
市

人
民
政
府
は
水
道
水
フ
ッ
化
物
添
加
の
停
止
を
決
定
し
た
。

　

口
腔
疾
患
、
特
に
う
蝕
に
対
し
、
北
京
・
上
海
・
天
津
・
成
都
・

瀋
陽
な
ど
の
口
腔
医
療
単
位
は
多
く
の
防
疫
治
療
業
務
を
実
施
し

た
。
か
つ
て
は
都
市
の
一
区
域
・
工
場
・
学
校
・
幼
稚
園
・
農
村
で

大
規
模
な
一
斉
検
診
と
一
斉
治
療
を
行
い
、
さ
ら
に
は
う
蝕
歯
の
早

期
充
填
を
実
施
し
、
歯
髄
疾
患
罹
患
率
を
大
幅
に
低
下
さ
せ
た
。
こ

の
他
に
、
工
場
・
公
社
に
は
口
腔
医
務
担
当
者
を
配
置
し
、
労
働
者

や
農
民
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
口
腔
医
療
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
広

範
囲
に
口
腔
衛
生
知
識
の
啓
蒙
教
育
を
施
し
、
大
衆
に
口
腔
衛
生
保

健
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
た
。
大
衆
に
正
確
な
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
法
を

教
え
、
ま
た
歯
ブ
ラ
シ
の
構
造
を
改
善
し
、
口
腔
衛
生
保
健
の
要
求

に
合
致
す
る
よ
う
努
め
た
。
こ
れ
ら
各
種
施
策
に
よ
っ
て
、
国
民
の

口
腔
保
健
レ
ベ
ル
は
向
上
し
、
う
蝕
と
歯
周
病
罹
患
率
は
低
下
す
る

傾
向
に
あ
る
。

　

上
海
市
と
各
区
県
の
牙
病
予
防
治
療
所
は
、
一
九
五
八
年
よ
り
工

作
隊
を
結
成
し
、
幼
稚
園
・
小
学
校
の
う
蝕
予
防
啓
蒙
教
育
に
深
く

か
か
わ
り
、
口
腔
衛
生
展
覧
会
を
開
催
す
る
な
ど
う
蝕
予
防
知
識
の

普
及
と
必
要
な
治
療
措
置
に
よ
っ
て
比
較
的
良
好
な
実
績
を
収
め
て

い
る
。
一
九
七
七
年
、あ
る
小
学
校
で
実
施
さ
れ
た
調
査
結
果
で
は
、

う
蝕
処
置
率
は
47
・
1
％
に
上
昇
し
、
活
動
性
う
蝕
の
割
合
は
57
・

9
％
に
低
下
し
た
。

（
１
）
う
蝕
の
疫
学
的
調
査

　

一
九
五
五
年
、
鄒
海
帆
は
、
一
九
四
九
年
時
点
の
成
都
市
で
の

生
活
条
件
の
異
な
る
三
ヶ
所
の
小
学
校
全
学
年
の
口
腔
検
査
の
結

果
を
発
表
し
た
。
被
験
者
数
は
一
、一
七
二
名
で
、
う
蝕
罹
患
児
数

は
六
九
五
名
、
59
・
3
％
を
占
め
る
。
延
べ
う
蝕
有
病
歯
数
は
三
、

八
三
〇
歯
、
一
人
平
均
う
蝕
罹
患
歯
数
は
3
・
2
歯
で
あ
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
、
劉
臣
恒
は
成
都
市
学
生
一
〇
、六
三
四
名
の
う
蝕

罹
患
率
調
査
（
大
学
生
一
、〇
九
二
名
を
含
ん
だ
中
学
生
四
、九
八
八

名
、
小
学
生
四
、五
五
四
名
）
を
発
表
し
た
。
そ
の
調
査
結
果
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

罹
患
率
：
一
〇
、六
三
四
名
中
、
罹
患
者
は
四
、二
七
二
名
、
う
蝕
罹

患
者
率
は
40
・
11
％

う
蝕
好
発
部
位
：
永
久
歯
列
の
場
合
、
下
顎
後
方
歯
の
罹
患
率
は
上

顎
後
方
歯
よ
り
も
高
く
、
上
顎
前
歯
部
の
罹
患
率
は
下
顎
前
歯
部
よ

り
も
高
い
。
永
久
歯
の
な
か
で
罹
患
率
の
最
も
高
い
歯
は
下
顎
右
側

第
一
大
臼
歯
で
あ
り
、
最
も
低
い
の
は
下
顎
中
切
歯
で
あ
る
。
う
蝕

に
最
も
侵
さ
れ
や
す
い
歯
面
は
咬
合
面
で
、
次
い
で
隣
接
面
、
頬
側

面
の
順
で
、
最
も
低
い
の
は
舌
側
面
で
あ
る
。

乳
歯
列
の
場
合
、
や
は
り
下
顎
後
方
歯
が
、
上
顎
後
方
歯
よ
り
も
罹
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患
率
が
高
く
、
上
顎
前
歯
部
は
下
顎
前
歯
部
よ
り
も
高
い
。
乳
歯
の

な
か
で
罹
患
率
の
高
い
歯
は
下
顎
右
側
第
二
乳
臼
歯
で
あ
る
。

　

一
九
五
六
年
、王
怡
然
、厳
啓
之
は
徐
州
市
の
代
表
的
小
学
校
七
ヶ

所
、
一
、八
四
八
名
の
児
童
の
う
蝕
調
査
結
果
を
発
表
す
る
。
一
、

八
四
八
名
中
、
う
蝕
罹
患
者
数
は
八
七
一
名
、
総
人
数
に
占
め
る
割

合
は
47
・
1
％
、
全
う
蝕
歯
数
は
二
、〇
一
四
歯
、
一
人
平
均
う
蝕

歯
数
は
1
・
2
歯
で
あ
る
。

　

一
九
五
七
年
、
胡
永
誠
、
杜
伝
詩
は
チ
ベ
ッ
ト
昌
都
地
区
の
チ

ベ
ッ
ト
族
う
蝕
罹
患
率
調
査
結
果
を
発
表
す
る
。
被
験
者
は
診
察
群

と
健
康
診
査
群
に
分
け
ら
れ
た
。診
察
群
に
分
け
ら
れ
た
被
験
者
一
、

三
三
四
名
中
、
う
蝕
罹
患
者
は
七
三
六
名
55
・
2
％
で
、
健
康
診
査

群
一
、三
七
一
名
中
、う
蝕
罹
患
者
数
は
三
四
一
名
24
・
9
％
で
あ
る
。

　

筆
者
ら
は
指
摘
す
る
。
健
康
診
査
群
の
う
蝕
罹
患
率
24
・
9
％
は

比
較
的
正
確
で
あ
り
、
集
団
を
代
表
す
る
数
値
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト

族
の
う
蝕
罹
患
率
は
、
中
国
国
内
の
他
文
献
に
示
さ
れ
た
漢
民
族
の

数
値
よ
り
も
低
い
。
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
族
が
常
食
し
て
い
る
粗
造
な

飲
食
物
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

　

一
九
五
九
年
、
洪
法
廉
、
汪
一
鳴
は
中
国
国
内
九
地
区
八
、

九
七
四
名
の
小
学
生
う
蝕
罹
患
状
況
を
調
査
す
る
。
八
、九
七
四
名

中
、
う
蝕
罹
患
者
は
四
、七
七
九
名
、
罹
患
率
53
・
25
％
、
一
人
平

均
う
蝕
歯
数
は
1
・
65
歯
で
あ
る
。
う
蝕
破
壊
程
度
の
調
査
に
基
づ

き
、
筆
者
ら
は
指
摘
す
る
。
85
％
以
上
の
う
蝕
歯
は
修
復
治
療
が
可

能
で
あ
る
が
、
15
％
の
う
蝕
歯
は
歯
髄
ま
で
達
し
て
お
り
根
管
治
療

あ
る
い
は
抜
歯
を
必
要
と
し
て
い
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
上
海
第
二
医
学
院
口
腔
医
学
部
は
、
上
海
県
五
、

三
四
四
名
の
農
民
う
蝕
発
病
状
況
調
査
を
実
施
す
る
。
そ
の
結
果
、

五
、三
四
四
名
中
罹
患
者
は
三
、七
六
六
名
、
罹
患
率
70
・
5
％
を
占

め
、
一
人
平
均
う
蝕
歯
数
は
4
・
9
歯
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
烏
愛
菊
ら
は
、
上
海
市
盧
湾
区
の
主
婦
の
う
蝕

発
病
状
況
を
調
査
す
る
。
被
験
者
主
婦
総
数
は
四
九
、〇
八
六
名

で
、
う
ち
三
、九
四
二
名
に
は
詳
細
な
検
診
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

四
九
、〇
八
六
名
中
、う
蝕
罹
患
者
数
は
二
九
、八
六
二
名
に
の
ぼ
り
、

罹
患
率
は
60
・
84
％
に
達
す
る
。
紹
興
事
務
所
付
近
に
居
住
す
る

三
、九
四
二
名
で
は
、
う
蝕
罹
患
者
数
三
、二
二
六
名
、
罹
患
率
81
・

84
％
で
、
一
人
平
均
罹
患
歯
数
は
6
・
40
歯
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
四
川
医
学
院
口
腔
医
学
部
は
、
成
都
市
・
楽
山

県
・
峨
眉
県
・
峨
辺
県
・
夾
江
県
の
一
〇
万
八
、一
一
四
名
（
う

ち
、
イ
族
五
、七
〇
七
名
を
含
む
）
の
う
蝕
調
査
を
実
施
し
た
。
漢

族
一
〇
万
二
、四
〇
七
名
中
、
う
蝕
罹
患
者
数
は
五
四
、一
一
九
名
、

罹
患
率
52
・
85
％
で
、
一
人
平
均
う
蝕
歯
数
は
3
・
99
歯
で
あ
る
。

イ
族
五
、七
〇
七
名
で
は
、
う
蝕
罹
患
者
数
二
、八
五
九
名
、
罹
患
率

50
・
10
％
、
一
人
平
均
う
蝕
歯
数
4
・
27
歯
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
、
岳
松
齢
は
、
中
国
各
地
の
国
民
う
蝕
罹
患
状
況
調

査
資
料
全
一
八
五
件
四
五
六
万
二
、七
七
九
名
を
、
総
括
・
分
析
す
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る
。
う
蝕
罹
患
者
数
は
一
七
〇
万
一
七
五
名
、
平
均
う
蝕
罹
患
率
は

37
・
3
％
で
、
う
ち
最
も
高
い
罹
患
率
を
示
し
た
調
査
は
一
九
四
〇

年
広
東
の
十
五
歳
以
下
児
童
一
、〇
一
一
名
に
関
す
る
も
の
で
、
そ

の
罹
患
率
は
90
・
8
％
に
達
し
た
。
最
も
低
い
の
は
、
一
九
五
八
年

北
京
市
湯
山
の
学
生
・
住
民
に
対
す
る
永
久
歯
う
蝕
罹
患
率
調
査
で
、

4
・
3
％
で
あ
っ
た
。
本
調
査
の
98
％
は
都
市
住
民
を
対
象
と
し
た

調
査
で
、
農
村
住
民
を
対
象
に
し
た
調
査
は
総
数
の
2
％
に
過
ぎ
な

い
。

　

一
九
八
二
〜
一
九
八
四
年
、
中
華
人
民
共
和
国
衛
生
部
は
、

一
三
万
一
、三
四
〇
名
を
対
象
に
全
国
規
模
で
、
小
学
生
の
う
蝕
進

行
に
お
け
る
流
行
病
的
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
す
る
。
そ
の
結

果
、
都
市
部
児
童
の
永
久
歯
う
蝕
罹
患
率
は
40
・
5
％
で
、
農
村
部

児
童
で
は
29
・
7
％
で
あ
っ
た
。

（
２
）
う
蝕
治
療

　

う
蝕
の
主
な
治
療
方
法
は
充
填
で
あ
る
。
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
は

後
方
歯
う
蝕
治
療
の
主
た
る
充
填
材
料
で
あ
る
。

　

一
九
六
四
年
、
洪
法
廉
ら
は
充
填
後
二
〜
六
年
経
過
後
の
一
、

二
四
〇
例
の
永
久
歯
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
充
填
物
の
臨
床
的
リ
コ
ー

ル
検
査
の
結
果
を
報
告
す
る
。

　

一
、二
四
〇
例
中
、
Ⅰ
級
窩
洞
【G.V

.Black

に
よ
る
分
類
、
臼
歯

の
咬
合
面
、
頬
面
お
よ
び
前
歯
舌
面
な
ど
の
窩
洞
】
六
三
六
例
、
Ⅱ

級
窩
洞
【
同
、
臼
歯
の
隣
接
面
窩
洞
】
一
九
八
例
、
失
活
歯
Ⅰ
級
窩

洞
一
五
九
例
、
同
じ
く
Ⅱ
級
窩
洞
二
五
七
例
で
あ
る
【
合
計
数
が

一
致
し
な
い
が
原
文
ま
ま
】。
一
、二
四
〇
例
中
、
成
功
と
い
え
る

ケ
ー
ス
は
五
七
八
例
（
46
・
6
％
）、
欠
点
が
あ
る
も
の
三
五
七
例

（
28
・
8
％
）、
失
敗
例
は
三
〇
五
例
（
24
・
6
％
）
で
あ
る
。

　

Ⅰ
級
窩
洞
に
お
け
る
成
功
率
は
61
・
6
％
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、

頬
（
舌
）
側
面
部
の
窩
洞
が
成
功
率
78
・
8
％
と
最
も
高
く
、
次

い
で
咬
合
面
部
が
58
・
5
％
、
最
も
劣
る
の
は
頬
（
舌
）・
咬
合
面

部
窩
洞
【
複
雑
窩
洞
】
の
44
・
1
％
で
あ
る
。
Ⅱ
級
窩
洞
の
成
功
率

は
34
・
6
％
で
、
そ
の
う
ち
単
純
窩
洞
は
44
・
1
％
、
複
雑
窩
洞
は

33
・
6
％
の
成
功
率
で
あ
る
。

　

銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
充
填
の
欠
点
と
失
敗
原
因
は
次
の
通
り
：
二

次
的
う
蝕
、
歯
牙
破
折
、
充
填
物
辺
縁
破
折
、
充
填
物
咬
合
面
中
央

部
破
折
、
動
揺
と
脱
落
、
辺
縁
不
適
合
。

　

一
九
六
四
年
、
黄
明
華
は
、
国
産
充
填
材
料
：
歯
科
用
セ
メ
ン
ト

（
メ
ー
カ
ー
名
：
金
剛
）、ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
（
メ
ー
カ
ー
名
：

奇
異
）、
高
粘
度
可
塑
性
セ
メ
ン
ト
（
メ
ー
カ
ー
名
：
奇
異
）、
銀
ア

マ
ル
ガ
ム
合
金
（
メ
ー
カ
ー
名
：
光
輝
）、
歯
科
用
ス
ト
ッ
ピ
ン
グ

（
メ
ー
カ
ー
名
：
奇
異
）
の
5
種
類
を
用
い
て
、
4
〜
60
℃
の
条
件

下
で
充
填
材
料
の
侵
入
漏
洩
防
止
効
果
を
実
験
的
に
確
か
め
る
。
そ

の
結
果
、
室
温
で
は
ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
お
よ
び
銀
ア
マ
ル
ガ

ム
合
金
は
良
好
な
侵
入
漏
洩
防
止
効
果
を
備
え
て
い
る
が
、
温
度
が
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変
化
す
る
と
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
だ
け
が
な
お
漏
洩
防
止
効
果
を
保

持
し
て
お
り
、
ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
で
は
不
確
実
と
な
る
。
そ

の
他
の
三
種
の
材
料
は
、
室
温
あ
る
い
は
温
度
変
化
時
に
お
い
て
、

等
し
く
不
確
実
で
論
外
で
あ
る
。

　

一
九
八
二
年
、
張
道
楔
ら
は
、
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
は
理
想
に
近
い

充
填
材
料
で
あ
る
が
、
一
方
で
水
銀
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

発
表
す
る
。
彼
ら
は
西
安
市
の
病
院
六
か
所
と
広
州
市
の
病
院
四
か

所
を
選
び
、
口
腔
科
治
療
室
の
床
面
・
壁
面
・
天
井
面
お
よ
び
室
内

空
気
の
水
銀
汚
染
に
つ
い
て
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
、
併
せ
て

勤
務
年
数
の
長
い
口
腔
医
療
従
事
者
の
調
査
を
実
施
し
た
。
結
果
は

明
ら
か
で
あ
る
。：
す
べ
て
の
診
療
室
は
程
度
こ
そ
異
な
る
が
水
銀

汚
染
を
被
り
、
室
内
空
気
中
の
水
銀
蒸
気
含
有
量
は
国
家
規
定
の
最

大
許
容
濃
度
（10µg/m

3

）【
日
本
に
お
け
る
作
業
環
境
の
水
銀
蒸

気
許
容
濃
度
は
、
日
本
産
業
衛
生
学
会
（
二
〇
〇
七
）
が0.025m

g/
m

3

と
勧
告
し
て
い
る
】
を
全
て
で
超
え
て
い
た
。
西
安
地
区
六
か

所
の
病
院
床
面
の
水
銀
濃
度
の
平
均
値
は1333.3µg/m

3

：
空
気
中

水
銀
濃
度
は9.71µg/m

3

：
広
州
地
区
四
か
所
の
病
院
床
面
平
均
水

銀
濃
度
は26.25µg/m

3

：
空
気
中
濃
度
は14.2µg/m

3

で
あ
っ
た
。

　

健
常
者
尿
中
水
銀
含
有
量
は10µg/ℓ

以
下
で
あ
り
、
標
準
的
な

尿
中
水
銀
量
の
最
大
許
容
量
は50µg/ℓ

で
あ
る
【
無
症
状
の
場
合

に
通
常
想
定
さ
れ
る
尿
中
水
銀
濃
度
は
、10µg/ℓ

未
満
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（Goldw

ater, 1972 ; A
T
SD

R, 1999

）】。
筆
者
は
、

西
安
口
腔
科
医
療
従
事
者
三
〇
名
の
検
診
で
最
大
許
容
量
を
超
過
し

た
八
例
を
報
告
し
、
発
現
率
は
27
％
に
達
す
る
。
広
州
口
腔
科
医
療

従
事
者
八
一
名
の
尿
中
水
銀
量
は
、
正
常
範
囲
を
超
え
た
者
は
二
一

例
、
26
％
で
あ
る
。
筆
者
は
指
摘
す
る
：
水
銀
汚
染
の
予
防
措
置
は

；

水
銀
合
金
調
整
時
は
必
ず
排
気
装
置
を
有
し
た
密
閉
箱
【
ド
ラ

フ
ト
】
中
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い；

操
作
時
は
ゴ
ム
手
袋
を

着
用
し
て
か
ら
箱
内
に
手
を
入
れ
る；

排
気
は
必
ず
浄
化
処
理
を

施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い；

操
作
用
テ
ー
ブ
ル
は
必
ず
滑
沢
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
う
蝕
治
療
と
高
速
切
削
の
応
用

　

五
〇
年
代
以
降
、
気
道
式
超
高
速
切
削
（
エ
ア
ー
タ
ー
ビ
ン
）
が

臨
床
で
広
範
囲
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
医
療
効
率
を
向
上
さ

せ
、
治
療
時
間
を
短
縮
し
、
患
者
の
苦
痛
の
軽
減
等
の
分
野
で
重
要

な
意
義
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
三
年
、
魏
剣
影
ら
は
エ
ア
ー
タ
ー
ビ
ン
に
お
け
る
歯
牙
切

削
時
の
圧
力
、
回
転
速
度
と
切
削
面
積
の
関
係
に
つ
い
て
実
験
を

行
っ
た
。
２
㎣
の
窩
洞
の
切
削
、＃

701

タ
ン
グ
ス
テ
ン
カ
ー
バ
イ

ト
バ
ー
、
毎
分
三
〇
万
回
転
の
超
高
速
切
削
、
タ
ー
ビ
ン
加
圧50g

で
切
削
時
間
13
秒
、
ま
た＃

701

タ
ン
グ
ス
テ
ン
カ
ー
バ
イ
ト
バ
ー
、

毎
分
六
、〇
〇
〇
回
転
の
一
般
的
回
転
速
度
で
切
削
、
加
圧1,000g

で
切
削
時
間
1
分
30
秒
を
要
し
、
普
通
切
削
は
超
高
速
切
削
の
二
〇
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倍
の
圧
力
が
必
要
で
、
時
間
的
に
は
超
高
速
切
削
の
七
倍
程
度
が
必

要
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

歯
牙
切
削
の
異
な
る
回
転
速
度
に
お
い
て
生
ず
る
振
動
の
影
響
は

次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
切
削
回
転
速
度
が
遅
け
れ
ば
遅
い
ほ
ど
、
周

波
数
は
小
さ
く
な
り
振
動
は
大
き
く
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
振
動
現
象

は
一
定
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
。
反
対
に
、
回
転
速
度
が
速
く
な
れ
ば

周
波
数
が
増
加
し
振
幅
波
は
小
さ
く
な
り
、
振
動
現
象
は
小
さ
く

な
っ
て
い
く
。
歯
牙
切
削
回
転
速
度
毎
分
六
、〇
〇
〇
回
転
で
、
毎

秒
あ
た
り
の
振
動
周
波
は
一
〇
〇
前
後
の
波
動
と
な
り
、
こ
の
周
波

は
人
体
が
最
も
感
じ
や
す
い
振
動
現
象
の
周
波
数
で
あ
る
。
歯
牙
切

削
速
度
が
毎
分
一
〇
万
回
転
以
上
に
増
加
す
れ
ば
、
毎
秒
あ
た
り
の

振
動
周
波
は
一
、六
〇
〇
前
後
の
波
動
と
な
り
、
こ
の
周
波
数
は
取

り
も
直
さ
ず
人
体
が
感
じ
に
く
い
振
動
現
象
と
な
る
。
歯
牙
切
削
の

回
転
速
度
を
上
げ
、
振
動
周
波
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
切

削
時
の
振
動
現
象
を
低
下
さ
せ
る
。
筆
者
は
三
〇
〇
名
の
患
者
を
詳

細
に
観
察
し
、
治
療
中
に
す
べ
て
の
患
者
が
超
高
速
切
削
時
に
許
容

で
き
る
振
動
感
覚
は
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
。

　

筆
者
は
、
こ
の
実
験
で
、
一
〇
歯
の
組
織
切
片
検
査
を
実
施
し
た
。

こ
れ
ら
の
歯
牙
は
矯
正
目
的
で
抜
去
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歯
髄
組

織
は
正
常
で
う
蝕
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
顕
微
鏡
観
察
に

よ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
例
で
歯
髄
充
血
が
認
め
ら
れ
、
血
管
の
拡
張

と
出
血
点
が
存
在
し
た
。
た
だ
し
急
性
炎
症
お
よ
び
化
膿
性
炎
症
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　

一
九
七
九
年
、
邱
瑞
玉
、
劉

如
は
窩
洞
形
成
時
に
エ
ア
ー
タ
ー

ビ
ン
機
器
を
用
い
た
際
の
歯
髄
の
即
時
反
応
の
研
究
を
行
う
。
彼
ら

は
実
験
標
本
と
し
て
二
一
歯
を
用
い
、
そ
れ
は
不
正
咬
合
あ
る
い
は

矯
正
治
療
の
た
め
に
便
宜
的
に
抜
去
す
る
切
歯
・
犬
歯
・
小
臼
歯
・

大
臼
歯
で
、
毎
分
三
〇
万
回
転
の
速
度
と
20
〜
30
ポ
ン
ド
圧
の
エ

ア
ー
タ
ー
ビ
ン
で
窩
洞
形
成
を
行
う
。＃

701

タ
ン
グ
ス
テ
ン
カ
ー

バ
イ
ト
バ
ー
を
使
用
し
断
続
的
な
注
水
下
で
、
前
歯
は
唇
側
１
／
３

を
、
臼
歯
は
咬
合
面
に
窩
洞
形
成
を
施
す
。
窩
洞
の
深
さ
は
エ
ナ
メ

ル
―
象
牙
境
下
約
１
㎜
ま
で
達
し
、
形
成
後
直
ち
に
局
麻
下
で
抜
歯

を
行
う
。

　

二
一
例
す
べ
て
で
、
窩
底
部
象
牙
細
胞
層
の
浮
腫
が
比
較
的
多
く

認
め
ら
れ
た
。
象
牙
細
胞
層
の
浮
腫
以
外
に
、
象
牙
前
質
あ
る
い
は

石
灰
化
象
牙
質
内
に
象
牙
細
胞
の
核
侵
入
を
認
め
る
。
七
例
で
は
窩

洞
底
部
の
歯
髄
多
細
胞
層
に
毛
細
血
管
の
充
血
を
認
め
る
。
そ
の
う

ち
の
四
例
は
限
局
性
の
出
血
を
伴
い
、
ま
た
あ
る
も
の
は
赤
血
球
が

象
牙
細
管
内
に
進
入
し
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
た
。
彼
ら
の
実
験
結

果
は
示
し
て
い
る；

歯
髄
の
各
種
反
応
は
、
浅
い
窩
洞
で
出
現
し

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
深
い
窩
洞
で
も
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
筆
者
ら
は
考
え
る；

歯
髄
反
応
と
窩
洞
の
深
さ
は
密

接
に
は
関
係
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
切
削
時
に
生
じ
る
熱
が
歯
髄
反

応
を
引
き
起
こ
す
原
因
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
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２
．
歯
牙
の
非
う
蝕
性
疾
患

（
１
）
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯

　

エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
は
地
域
性
を
伴
う
フ
ッ
化
物
中
毒
の
一
症
状
で

あ
る
。
主
な
原
因
は
飲
料
水
、
食
品
な
ら
び
に
空
気
中
の
フ
ッ
素
濃

度
過
高
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
五
四
年
、
漢
奉
岩
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
は

中
国
全
土
に
比
較
的
広
範
囲
に
認
め
ら
れ
、
華
南
・
華
西
・
西
南
に

散
在
的
に
認
め
ら
れ
る
が
、
但
し
主
な
流
行
地
域
は
西
北
の
陜
西
・

甘
粛
・
寧
夏
で
あ
る
。
陜
西
省
関
中
平
原
隴
海
線
沿
い
の
地
区
な
ら

び
に
陜
北
省
綏
徳
、
楡
林
、
米
脂
な
ど
で
最
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。

河
南
省
の
発
病
率
は
と
て
も
高
く
、
大
半
は
隴
海
線
沿
い
な
ら
び
に

黄
河
流
域
で
あ
る
。
山
西
省
に
お
け
る
分
布
状
況
は
、
比
較
す
れ
ば

平
均
的
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五
三
年
冬
、
陜
西
省
西
安
第
一
中
学
・

陜
西
省
女
子
中
学
お
よ
び
西
安
石
油
学
校
学
生
二
、四
七
四
名
の
系

統
的
口
腔
診
査
を
実
施
し
た
。
二
、四
七
四
名
中
、
エ
ナ
メ
ル
斑
状

歯
を
有
す
る
者
は
八
七
七
名
（
35
・
4
％
）
を
数
え
る
。
八
七
七
名

の
う
ち
、
軽
度
斑
状
歯
（
口
腔
内
の
過
半
数
の
エ
ナ
メ
ル
質
上
に
散

在
性
の
セ
メ
ン
ト
質
様
の
斑
点
を
認
め
る
者
）
は
三
六
五
名
（
41
・

6
％
）
を
占
め
、
中
程
度
（
一
口
腔
あ
る
い
は
歯
冠
部
の
過
半
数
に

明
ら
か
な
セ
メ
ン
ト
質
様
大
斑
点
あ
る
い
は
帯
状
の
損
傷
を
認
め
る

者
）
は
三
九
〇
名
（
44
・
4
％
）
で
、
重
度
（
セ
メ
ン
ト
質
様
構
造

が
全
部
あ
る
い
は
大
多
数
の
歯
冠
部
に
認
め
ら
れ
、
歯
面
に
光
沢
は

な
く
、
非
常
に
多
く
の
浅
い
蜂
巣
様
欠
損
が
あ
り
、
上
下
前
歯
部
唇

側
面
で
は
黄
褐
色
の
条
紋
斑
あ
る
い
は
大
き
な
塊
状
の
粗
く
帯
状
の

深
い
褐
色
色
素
沈
着
を
認
め
る
者
）
は
一
二
二
名
（
14
・
0
％
）
を

占
め
る
。

　

一
九
六
三
年
、
姚
孟
彝
、
郭
泉
は
山
東
省

東
半
島
に
お
け
る
蛍

石
鉱
物
の
あ
る
三
〇
㎞
圏
内
の
連
峰
地
区
六
、一
九
八
名
の
調
査
を

行
い
、
う
ち
一
、三
〇
二
名
、
罹
患
率
で
21
・
0
％
に
エ
ナ
メ
ル
斑

状
歯
の
患
者
を
認
め
る
。
Ⅰ
度
（
歯
面
が
白
亜
状
を
呈
し
た
も
の
）

八
五
七
例
、
65
・
8
％
で
、
Ⅱ
度
（
歯
面
が
黄
色
斑
の
塊
を
呈
す
る

も
の
）
三
四
八
例
、
26
・
7
％
、
Ⅲ
度
（
歯
面
が
褐
色
、
甚
だ
し
い

場
合
は
黒
色
を
呈
す
る
も
の
）
97
例
、
7
・
5
％
を
占
め
る
。

　

一
九
六
六
年
、
孫
才
均
、
劉
俊
は
河
南
省
封
丘
県
二
、〇
六
二
名

の
住
民
の
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
と
う
蝕
の
調
査
を
行
う
。
二
、〇
六
二

名
中
、
斑
状
歯
罹
患
者
は
六
八
三
名
、
33
・
2
％
で
、
う
蝕
罹
患
者

は
一
六
五
名
、
8
・
0
％
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
、
王
邦
康
ら
は
北
京
市
通
県
馬
駒
橋
地
区
住
民
八
、

六
〇
五
名
の
調
査
を
行
い
、
フ
ッ
素
性
歯
牙
症
の
発
病
率
は
74
・

44
％
と
報
告
す
る
。

　

一
九
八
〇
年
、
李
振
鷺
は
湖
北
省
恩
施
県
沐
撫
郷
に
お
け
る
地
域

性
フ
ッ
化
物
中
毒
地
区
の
一
、九
八
八
名
を
調
査
す
る
。
当
地
に
生

ま
れ
育
っ
て
い
な
い
者
、
そ
し
て
乳
歯
列
者
を
対
象
か
ら
除
外
し
、
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実
際
の
調
査
対
象
者
は
一
、五
二
八
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
エ
ナ
メ

ル
斑
状
歯
患
者
は
一
、五
〇
〇
名
、
発
病
率
は
98
・
2
％
に
達
し
、

損
害
の
程
度
は
欠
損
型
が
中
心
で
、
次
ぎ
は
着
色
型
、
白
亜
型
は
比

較
的
珍
し
い
。

　

一
九
八
〇
年
、
胡
官
春
ら
は
黒
龍
江
省
安
達
県
任
民
・
中
本
両
郷

地
区
二
、三
二
五
名
の
調
査
を
行
い
、
う
ち
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
罹
患

率
は
89
・
15
％
で
あ
る
。

　

一
九
五
九
年
、
エ
ナ
メ
ル
斑
状
歯
の
治
療
に
、
王
鑑
清
、
洪
法
廉

は
研
磨
法
、
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
過
酸
化
水
素
水
加
熱
脱
色
法
、
エ
チ

ル
エ
ー
テ
ル
過
酸
化
水
素
水
紫
外
線
照
射
脱
色
法
を
採
用
し
、
六
〜

八
ヶ
月
経
過
後
に
四
〇
例
を
再
度
検
査
観
察
す
る
。
そ
の
結
果
、
治

療
効
果
は
確
実
で
あ
り
、
再
度
着
色
し
た
ケ
ー
ス
は
一
例
も
な
い
。

　

近
年
は
歯
面
を
被
覆
す
る
た
め
に
光
重
合
型
コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト
レ
ジ

ン
を
採
用
す
る
医
院
が
多
く
、
比
較
的
良
好
な
治
療
効
果
が
得
ら
れ

て
い
る
。

（
２
）
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
に
よ
る
着
色

　

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
に
よ
る
着
色
歯
は
治
療
が
困
難
な
疾
患
の
一

つ
で
あ
り
、
明
ら
か
に
美
観
を
妨
げ
る
医
原
性
疾
患
で
あ
る
。
中
国

国
外
に
お
い
て
、
一
九
五
六
年
か
ら
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
が
使
用
さ

れ
る
と
す
ぐ
に
歯
牙
の
着
色
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
八
一
年
、
中
華
口
腔
科
雑
誌
編
集
委
員
会
は
上
海
市
、
柳
州

市
、
長
春
市
、
武
漢
市
、
青
海
省
楽
都
県
の
5
都
市
の
2
歳
6
ヶ
月

児
〜
17
歳
ま
で
の
子
ど
も
八
、六
三
一
例
の
調
査
を
承
認
し
、
テ
ト

ラ
サ
イ
ク
リ
ン
変
色
歯
の
発
生
率
は
そ
れ
ぞ
れ
31
・
3
％
、22
・
3
％
、

75
・
6
％
、
16
・
7
％
、
4
・
9
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

骨
組
織
発
育
時
の
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
の
影
響
は
可
逆
的
で
、
服

薬
を
停
止
す
る
と
次
第
に
着
色
は
消
失
す
る
。
そ
れ
は
骨
組
織
の
比

較
的
活
発
な
ミ
ネ
ラ
ル
質
交
換
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ

ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
と
カ
ル
シ
ウ
ム
イ
オ
ン
が
結
合
す
る
と
安
定
化
テ

ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
複
合
物
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
物
質
は

歯
髄
細
胞
の
コ
ラ
ー
ゲ
ン
合
成
を
抑
制
し
、
不
可
逆
的
な
も
の
と
な

る
。

　

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
変
色
歯
の
治
療
に
は
30
％
過
酸
化
水
素
水
温

熱
漂
白
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
患
歯
表
面
に
粘

性
樹
脂
を
一
層
塗
布
し
セ
ラ
ミ
ッ
ク
製
被
覆
シ
ェ
ル
や
レ
ジ
ン
シ
ェ

ル
を
張
り
付
け
る
。

（
３
）
中
心
結
節

　

中
心
結
節
は
、
歯
牙
咬
合
面
の
頬
舌
２
咬
頭
頂
の
間
に
出
現
し
、

時
に
は
過
剰
歯
の
１
咬
頭
頂
の
三
角
隆
線
上
に
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
多
く
は
上
下
小
臼
歯
部
、
特
に
第
二
小
臼
歯
に
多
く
認
め
ら

れ
る
。

　

一
九
五
五
年
、
呉
公
洛
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
四
年
三
〜
八

月
の
６
ヶ
月
間
、
初
診
患
者
一
、〇
五
四
名
の
う
ち
で
中
心
結
節
が

認
め
ら
れ
た
者
は
一
六
名
（
1
・
52
％
）
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
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一
〇
月
、
筆
者
の
別
な
場
所
で
の
調
査
で
は
、
一
、三
一
八
名
の
う

ち
で
中
心
結
節
は
一
九
名（
1
・
44
％
）に
み
ら
れ
る
。
中
心
結
節
は
、

一
般
的
に
は
、一
人
当
た
り
一
〜
二
個
有
す
る
場
合
が
多
い
（
84
％
）

が
、
最
大
で
は
八
個
有
す
る
者
も
あ
る
。
そ
し
て
、
下
顎
第
二
小
臼

歯
に
最
も
認
め
ら
れ
る
。
筆
者
が
報
告
し
た
中
心
結
節
を
有
す
る

一
〇
二
歯
の
う
ち
、下
顎
第
二
小
臼
歯
は
六
〇
歯
（
58
％
）
で
あ
る
。

問
診
に
お
い
て
中
心
結
節
が
認
め
ら
れ
た
者
は
七
一
名
で
、
う
ち
根

尖
性
歯
周
炎
を
併
発
す
る
者
は
二
一
名
（
29
・
6
％
）
を
占
め
る
。

　

一
九
八
二
年
、
兪
兆
珠
は
奇
形
中
心
結
節
五
八
例
の
治
療
効
果
を

観
察
し
報
告
す
る
。
歯
髄
は
す
で
に
感
染
し
、
歯
根
は
い
ま
だ
未
完

成
で
、
重
症
例
で
は
歯
根
周
囲
に
病
変
が
あ
り
、
瘻
管
形
成
の
歯
牙

も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
歯
牙
に
筆
者
は
根
管
治
療
を
行
っ
て
い

る
。
数
年
の
観
察
期
間
を
経
て
、
大
多
数
の
歯
根
尖
は
石
灰
化
に
よ

る
閉
鎖
あ
る
い
は
歯
根
の
継
続
的
発
育
が
認
め
ら
れ
る
。
再
検
査
で

は
、
病
変
拡
大
に
よ
り
抜
歯
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
一
例
も
認
め
ら
れ

な
い
。

３
．
歯
髄
病
変
と
根
尖
性
歯
周
炎

　

歯
髄
病
変
と
根
尖
性
歯
周
炎
は
口
腔
科
臨
床
に
お
い
て
最
も
多
く

み
ら
れ
る
疾
患
で
あ
る
。
深
部
う
蝕
と
う
蝕
に
よ
る
露
髄
が
、
そ
れ

ら
疾
患
の
最
も
多
い
原
因
で
あ
る
。
奇
形
中
心
結
節
・
裂
隙
性
歯
牙

破
折
、
楔
状
欠
損
な
ど
で
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
種
の
疾
患
の
組
織
学
・
解
剖
学
的
特
殊
性
に
よ
り
、
診
断
と

治
療
に
は
相
当
な
困
難
を
伴
う
。
歯
髄
病
変
と
根
尖
性
歯
周
炎
は
口

腔
内
に
よ
く
見
ら
れ
る
疾
患
で
あ
り
、
過
去
に
は
一
方
的
に
病
巣
感

染
学
説
【
限
局
性
の
慢
性
炎
症
の
存
在
（
一
次
病
変
・
原
発
巣
、
例

え
ば
慢
性
歯
髄
炎
・
慢
性
辺
縁
性
歯
周
炎
や
扁
桃
炎
な
ど
）
が
原
因

と
な
っ
て
、
そ
の
病
巣
か
ら
離
れ
た
遠
隔
臓
器
に
機
能
的
あ
る
い
は

器
質
的
障
害
（
二
次
病
変
・
病
巣
感
染
、
例
え
ば
細
菌
性
心
内
膜
炎
・

リ
ウ
マ
チ
性
疾
患
な
ど
）
を
認
め
る
】
と
理
解
さ
れ
歯
髄
炎
と
歯
髄

壊
疽
で
は
多
く
が
消
極
的
治
療
で
あ
る
抜
歯
措
置
の
対
象
と
な
り
、

多
く
の
天
然
歯
の
保
存
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

　

国
内
外
の
研
究
者
の
多
く
が
、
歯
牙
の
活
力
は
挽
回
救
済
す
る
こ

と
が
可
能
で
、
治
療
に
最
善
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
り
、
歯
牙
を
保
存

す
る
こ
と
で
天
然
歯
列
が
保
全
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
疾
病
の
段
階

に
応
じ
て
、
各
種
の
異
な
る
治
療
方
法
が
選
択
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
患
歯
保
存
の
適
応
症
が
拡
大
し
、
簡
略
化
さ
れ
た
操
作
方
法
と

治
療
期
間
の
短
縮
は
、
著
し
い
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
有

効
な
治
療
方
法
に
は
、
護
髄
【
歯
髄
保
存
療
法
】、
蓋
髄
【
覆
髄
法
】、

活
髄
切
断
術
【
生
活
歯
髄
切
断
法
】、乾
髄
術
【
失
活
歯
髄
切
断
法
】、

根
管
治
療
、
歯
髄
塑
化
【
根
管
充
填
】、
根
尖
手
術
【
根
尖
切
除
術
】

が
含
ま
れ
る
。
治
療
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
薬
物
応
用
以
外
に
、
さ

ら
に
各
種
新
薬
と
漢
方
薬
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
ガ
マ

の
油
の
鎮
痛
剤
、
黄
連
素
制
菌
剤
な
ど
が
あ
り
、
臨
床
治
験
で
は
ど
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れ
も
比
較
的
満
足
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
慢
性
根
尖
性
歯
周
炎
の

治
療
に
理
学
療
法
の
応
用
、
例
え
ば
ヨ
ー
ド
イ
オ
ン
透
入
法
【
イ
オ

ン
導
入
法
】、
酸
水
素
イ
オ
ン
透
入
法
な
ど
は
良
好
な
補
助
的
治
療

効
果
を
果
た
し
て
い
る
。

　

電
気
的
根
管
長
測
定
法
の
応
用
と
歯
根
尖
部
の
解
剖
研
究
の
進
展

に
よ
り
、各
歯
牙
の
根
尖
部
形
状
・
大
き
さ
・
位
置
な
ど
が
検
討
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
固
有
の
資
料
が
得
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
資
料
は

根
管
治
療
の
臨
床
に
お
い
て
一
定
の
参
考
価
値
を
具
有
し
て
い
る
。

　

歯
髄
と
歯
周
病
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
ま
た
研
究
が
行
わ
れ
、

そ
れ
に
伴
い
治
療
方
法
も
あ
る
程
度
は
発
展
し
、
患
歯
の
保
存
率
は

向
上
し
た
。
八
〇
年
代
初
頭
に
な
る
と
、
さ
ら
に
歯
髄
疾
患
お
よ
び

根
尖
性
周
囲
炎
の
免
疫
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
検
討
が
始
ま
る
。

（
１
）
歯
髄
疾
患
の
病
因

　

一
九
六
六
年
、
烏
愛
菊
ら
は
、
保
存
す
る
価
値
の
な
い
歯
牙
で
、

か
つ
各
種
原
因
に
よ
り
歯
髄
炎
と
臨
床
診
断
さ
れ
た
一
〇
〇
歯
を
選

び
、
臨
床
的
な
ら
び
に
病
理
組
織
学
的
観
察
を
行
う
。
一
〇
〇
例
の

う
ち
、
重
度
歯
周
炎
五
例
を
除
き
、
九
五
例
は
う
蝕
に
継
発
し
た
も

の
で
あ
る
。
九
五
例
の
う
蝕
歯
の
う
ち
露
髄
を
認
め
た
も
の
は
七
六

例
（
80
％
）
で
あ
る
。
光
顕
観
察
で
歯
髄
組
織
一
〇
〇
例
の
病
理
学

的
変
化
は
下
記
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
。

１
．
慢
性
単
純
性
歯
髄
炎
：
７
例

２
．
慢
性
化
膿
性
歯
髄
炎
：
48
例

３
．
急
性
化
膿
性
歯
髄
炎
：
18
例

４
．
歯
髄
壊
死　

　
　
　

：
20
例

５
．
歯
髄
変
性　

　
　
　

：
7
例

　

一
〇
〇
例
の
経
過
を
み
る
と
、
一
週
間
以
内
の
者
一
八
例
、
一
ヶ

月
以
内
の
者
一
六
例
、
過
去
に
痛
み
の
既
往
が
あ
る
者
六
六
例
で
あ

る
。
臨
床
診
断
と
病
理
診
断
の
一
致
率
は
28
％
で
あ
る
が
、
そ
の
う

ち
の
慢
性
歯
髄
炎
の
一
致
率
は
84
・
2
％
と
な
る
。
一
〇
〇
例
中
、

一
部
性
あ
る
い
は
全
部
性
漿
液
性
歯
髄
炎
と
臨
床
診
断
さ
れ
た
ケ
ー

ス
は
四
九
例
あ
る
が
、
病
理
組
織
診
断
で
漿
液
性
炎
症
を
認
め
た

ケ
ー
ス
は
一
例
も
な
い
。

（
２
）
歯
髄
疾
患
の
診
断

　

一
九
六
六
年
、
王
為
箴
ら
は
う
蝕
性
歯
髄
炎
六
〇
例
の
臨
床
診
断

と
病
理
学
検
査
を
相
対
比
さ
せ
た
。
臨
床
診
断
と
病
理
検
査
結
果
は

四
一
例
（
68
％
）
で
一
致
し
、一
九
例
（
32
％
）
が
不
一
致
で
あ
る
。

　

一
九
八
三
年
、
肖
明
振
は
五
四
一
例
の
歯
髄
疾
患
の
臨
床
診
断
と

病
理
診
断
の
統
計
的
分
析
を
報
告
す
る
。
五
四
一
例
中
、
臨
床
診

断
と
病
理
診
断
の
一
致
し
た
ケ
ー
ス
は
二
八
八
例
、
一
致
率
は
53
・

24
％
で
あ
る
。
筆
者
は
、
現
在
の
歯
髄
疾
患
分
類
は
い
ま
だ
不
統
一

で
あ
り
分
類
を
細
か
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
一
致
率
は
低
く
な
る
と
考

え
て
い
る
。
臨
床
に
よ
り
治
療
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
筆
者

の
意
見
は
、
急
性
と
慢
性
の
歯
髄
炎
・
歯
髄
壊
死
・
壊
疽
お
よ
び
歯

髄
退
行
性
変
性
を
そ
の
場
で
鑑
別
診
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
細
か
い
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診
断
名
は
必
要
と
し
て
い
な
い
。

（
３
）
歯
髄
疾
患
と
根
尖
性
歯
周
疾
患
の
治
療

１
．
歯
髄
保
存
療
法

　

歯
髄
炎
の
歯
髄
保
存
療
法
は
生
物
学
的
療
法
の
一
つ
で
あ
る
。
歯

髄
組
織
に
お
け
る
比
較
的
高
い
生
物
学
的
反
応
を
ベ
ー
ス
に
、
病
原

と
な
る
刺
激
因
子
を
取
り
除
き
、
か
つ
ま
た
薬
物
的
効
用
の
助
け
に

よ
っ
て
、
歯
髄
炎
の
発
症
、
特
に
初
期
の
歯
髄
炎
で
は
回
復
が
可
能

で
、
ま
た
歯
髄
の
生
物
学
的
活
性
を
残
す
こ
と
の
で
き
る
価
値
あ
る

治
療
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　

一
九
五
九
年
、
胡
碧

は
、
抗
生
物
質
・
石
灰
と
チ
モ
ー
ル
の
三

種
の
薬
物
を
用
い
、
歯
髄
の
保
存
的
治
療
を
行
っ
た
六
一
症
例
を
報

告
す
る
。
三
つ
の
薬
物
の
う
ち
で
は
、
抗
生
物
質
の
効
果
が
最
も
高

く
70
％
以
上
の
成
績
を
示
す
、
次
い
で
石
灰
で
、
チ
モ
ー
ル
の
効
果

は
最
も
劣
っ
て
い
る
。
薬
効
が
最
も
高
い
症
例
は
歯
髄
充
血
の
場
合

で
75
％
、
そ
の
次
は
一
部
性
漿
液
性
歯
髄
炎
の
72
・
5
％
、
慢
性
歯

髄
炎
で
は
61
・
5
％
に
効
果
が
挙
が
っ
て
い
る
。

　

一
九
五
七
年
、
史
俊
南
は
覆
髄
法
、
す
な
わ
ち
薬
物
あ
る
い
は
そ

の
他
の
材
料
を
用
い
て
健
康
か
つ
露
髄
し
た
歯
髄
を
覆
う
方
法
で
、

歯
髄
を
癒
合
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
歯
髄
を
保
存
す
る
完
璧
な
治
療
方

法
を
紹
介
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
歯
髄
に
炎
症
が
存
在
す
る
場
合
の

露
髄
で
は
効
果
が
な
い
。
筆
者
は
、
覆
髄
法
が
成
功
す
る
か
否
か
の

鍵
は
覆
髄
材
料
が
主
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

筆
者
は
二
一
九
症
例
の
う
ち
、
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
た
ケ
ー
ス

八
五
例
、
充
填
物
が
脱
落
し
症
状
が
で
た
ケ
ー
ス
二
〇
例
、
以
前

か
ら
歯
髄
炎
症
状
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
八
例
の
一
三
三
例
は
除
外
し

八
六
例
を
報
告
す
る
。
観
察
期
間
は
六
ヶ
月
〜
三
年
七
ヶ
月
（
平

均
一
五
ヶ
月
）
で
、
成
功
例
は
五
八
例
（
67
・
4
％
）、
失
敗
例
は

二
八
例
（
32
・
6
％
）
で
あ
る
。
こ
の
八
六
例
の
ほ
と
ん
ど
は
う
蝕

病
巣
除
去
時
に
【
偶
発
的
に
】
露
髄
し
た
も
の
で
あ
る
。
覆
髄
の
際

に
は
、
全
例
で
消
毒
（
メ
チ
ル
醋
脂
、
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
、
チ
モ
ー
ル

を
用
い
て
）
を
行
い
、
覆
髄
剤
と
し
て
大
半
の
症
例
で
石
灰
を
使
用

し
て
い
る
（
か
つ
て
は
象
牙
質
削
片
、10
％
ス
ル
フ
ァ
チ
ア
ゾ
ー
ル
、

チ
モ
ー
ル
結
晶
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
る
）。

　

一
九
六
三
年
、
陳
宗
基
は
歯
髄
炎
の
抗
生
物
質
に
よ
る
治
療
法
を

報
告
す
る
。
筆
者
が
用
い
た
抗
生
物
質
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
、
シ
ン
ト
マ

イ
シ
ン
、
ノ
ボ
ビ
オ
シ
ン
、
オ
ー
レ
オ
マ
イ
シ
ン
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
・

ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
合
剤
、
ノ
ボ
ビ
オ
シ
ン
・
シ
ン
ト
マ
イ
シ
ン

合
剤
で
あ
る
。
一
九
五
五
〜
一
九
五
九
年
一
二
月
の
期
間
、
三
ヶ
月

以
上
の
経
過
観
察
を
行
っ
た
二
一
三
例
、
合
計
二
五
七
歯
の
報
告
で

あ
る
。
再
検
査
の
結
果
、
二
五
七
歯
中
、
有
効
一
七
九
歯
、
無
効
は

七
八
歯
で
平
均
治
癒
率
は
69
・
9
％
で
あ
る
。

　

一
九
六
四
年
、
王
鑑
清
ら
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
・
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ

シ
ン
・
酸
化
亜
鉛
セ
メ
ン
ト
で
覆
髄
剤
を
作
り
、
一
ヶ
月
〜
五
年

間
三
二
例
の
臨
床
経
過
を
追
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
成
功
二
六
例
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（
81
％
）
と
報
告
し
て
い
る
。
ヒ
ト
歯
牙
と
動
物
実
験
の
結
果
に
よ

れ
ば
本
剤
の
覆
髄
剤
と
し
て
の
組
織
癒
合
状
況
は
、
石
灰
に
は
及
ば

な
い
が
、
多
く
の
癒
合
例
を
認
め
組
織
反
応
は
良
好
で
あ
る
。

　

筆
者
ら
は
、
す
べ
て
の
深
い
う
蝕
で
、
感
染
象
牙
質
を
最
後
に
除

去
し
た
際
の
露
髄
で
、
露
髄
点
が
１
㎜
以
内
で
、
創
面
が
浅
く
、
出

血
が
少
な
く
、
新
鮮
血
で
、
露
髄
点
周
囲
の
象
牙
質
が
正
常
な
場
合
、

こ
の
術
式
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
年
齢
と
の
明
確
な
関
係
性

は
な
い
と
提
議
し
て
い
る
。

　

同
年
、
王
鑑
清
、
蔡
紹
恵
は
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
・
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ

シ
ン
合
剤
を
添
加
し
た
酸
化
亜
鉛
ユ
ー
ジ
ノ
ー
ル
セ
メ
ン
ト
を
用

い
、
急
性
一
部
性
漿
液
性
歯
髄
炎
と
慢
性
閉
鎖
性
歯
髄
炎
の
治
療
を

行
い
、
そ
の
成
功
率
を
76
・
5
％
と
報
告
し
て
い
る
。

２
．
髄
室
去
髄
術
（
生
活
歯
髄
切
断
術
）

　

髄
室
去
髄
術
は
、
そ
の
場
で
冠
部
歯
髄
を
切
断
し
、
根
部
歯
髄
を

保
存
す
る
手
術
で
あ
る
。

　

一
九
五
四
年
、
第
五
軍
医
大
学
口
腔
学
部
修
復
冠
橋
科
【
保
存
修

復
・
歯
冠
補
綴
科
】
研
究
室
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
一
年
を
起

点
に
髄
室
去
髄
術
の
施
行
を
行
い
、す
で
に
七
〇
〇
余
例
を
こ
な
し
、

そ
の
結
果
は
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
一
九
五
三
年
九
月

以
前
の
二
五
七
例
の
総
括
を
進
め
て
い
る
。
二
五
七
例
中
、
連
絡
が

取
れ
な
く
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
三
三
例
で
、
そ
の
他
が
二
二
四
例
で
あ

る
。
臨
床
症
状
、
Ｘ
線
診
断
、
定
期
的
検
診
、
そ
れ
と
一
部
で
は
電

気
的
歯
髄
生
活
反
応
検
査
を
含
む
経
過
観
察
を
三
ヶ
月
〜
二
年
の
異

な
る
期
間
で
実
施
し
、
成
功
は
二
〇
一
例
、
約
90
％
を
占
め
、
失
敗

は
23
例
、
約
10
％
で
あ
る
。

　

一
九
五
八
年
、
史
俊
南
、
唐
文
傑
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
一

〜
一
九
五
六
年
、
合
計
で
二
、〇
〇
三
例
の
髄
室
去
髄
術
を
実
施
し
、

九
六
一
例
で
再
検
査
を
行
っ
た
。
術
後
三
ヶ
月
〜
三
年
余
の
期
間
で

の
成
功
は
六
六
六
例
で
あ
り
、
失
敗
例
は
六
ヶ
月
以
内
の
ケ
ー
ス
を

含
み
一
四
二
例
に
お
よ
ぶ
。
両
者
の
総
計
は
八
〇
八
例
で
、
成
功
率

は
82
・
4
％
、
失
敗
率
は
17
・
6
％
で
あ
る
。

　

歯
髄
切
断
後
、
大
部
分
は
創
面
に
生
食
水
を
注
い
で
洗
い
、
吸
引

乾
燥
後
、
す
ぐ
に
覆
髄
を
行
う
が
、
い
か
な
る
薬
剤
も
用
い
て
い
な

い
。
二
者
の
結
果
に
大
き
な
差
は
な
い
。
覆
髄
用
の
材
料
は
石
灰
で

あ
る
。
術
後
、大
半
の
症
例
は
い
か
な
る
症
状
も
現
れ
て
は
い
な
い
。

　

本
調
査
群
の
結
果
か
ら
、
髄
室
去
髄
術
の
適
応
症
は
深
い
う
蝕
が

歯
髄
ま
で
達
し
た
ケ
ー
ス
・
歯
髄
充
血
・
急
性
一
部
性
漿
液
性
歯
髄

炎
・
慢
性
歯
髄
炎
（
初
期
）・
急
性
一
部
性
化
膿
性
歯
髄
炎
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

髄
室
去
髄
術
後
は
、
乳
歯
の
脱
落
で
さ
え
影
響
を
受
け
る
こ
と
な

く
、乳
歯
歯
根
吸
収
は
元
ど
お
り
正
常
に
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

幼
若
永
久
歯
、
根
未
完
成
歯
の
完
成
ま
で
継
続
的
発
育
も
可
能
で
あ

る
。

　

筆
者
は
、
髄
室
去
髄
術
は
根
部
歯
髄
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
好
ま
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し
い
治
療
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

３
．
干
髄
法

　

干
髄
法
は
失
活
剤
を
応
用
し
歯
髄
組
織
死
滅
後
、
冠
部
歯
髄
組
織

を
切
除
、
残
留
す
る
根
部
歯
髄
表
面
を
乾
死
剤
で
覆
い
蓋
を
す
る
方

法
で
、
根
部
歯
髄
は
活
力
を
失
う
が
無
菌
的
状
態
で
保
存
さ
れ
る
。

こ
の
方
法
は
操
作
が
簡
便
で
、
臨
床
で
は
比
較
的
頻
繁
に
応
用
さ
れ

て
い
る
。

　

一
九
五
七
年
、
胡
郁
斌
は
乾
死
法
を
用
い
た
成
人
感
染
歯
髄

九
六
例
の
治
療
報
告
を
行
う
。
筆
者
は
、
一
九
五
五
年
一
一
月
〜

一
九
五
六
年
六
月
ま
で
に
乾
死
剤
を
用
い
た
治
療
二
六
六
例
を
行

い
、
そ
の
う
ち
の
九
七
例
で
六
ヶ
月
後
の
再
検
査
を
実
施
す
る
。

九
七
例
中
、
一
〇
歳
児
童
の
ケ
ー
ス
一
例
を
除
き
、
治
療
対
象
は
す

べ
て
永
久
臼
歯
で
あ
り
、
九
六
例
中
六
〇
例
が
生
活
歯
、
三
六
例

が
失
活
歯
で
あ
る
。
治
療
後
六
ヶ
月
の
リ
コ
ー
ル
で
症
状
が
認
め
ら

れ
た
ケ
ー
ス
は
僅
か
に
八
例
で
あ
る
。
九
六
例
中
成
功
は
六
三
例

（
65
・
5
％
）
で
、
失
敗
は
三
三
例
（
34
・
5
％
）
で
あ
る
。
根
尖

性
病
変
が
元
々
な
か
っ
た
七
九
例
で
は
、成
功
五
八
例
（
74
・
6
％
）、

失
敗
二
一
例
（
25
・
4
％
）
で
あ
り
、
根
尖
性
病
変
が
元
々
存
在
し

た
一
七
例
で
は
、
失
敗
が
一
二
例
を
占
め
失
敗
率
は
70
・
6
％
に
及

ぶ
。
こ
の
こ
と
は
、
根
尖
性
病
変
の
有
無
は
乾
死
剤
を
用
い
た
治
療

の
成
否
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
国
内
外
の
文
献
報
告
と
自
身
の
臨
床
経
験
に
基
づ
き
、

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
小
児
の
乳
歯
と
成
人
の
永
久
歯
に
お

け
る
乾
死
法
応
用
の
効
果
は
異
な
る
。
成
人
に
お
け
る
成
功
率
は
余

り
高
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
乾
死
法
が
実
用
価
値
を

持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
指
摘
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、
乾
死
法
の
一
層
の
研
究
を
進
め
、
さ
ら
に
有
効

な
方
法
に
改
良
し
、
治
療
効
果
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
、
成
人
の
感
染
歯
髄
の
治
療
で
は
、
出
来
う
る
限
り
の

完
璧
さ
で
根
管
治
療
や
全
部
抜
髄
法
を
行
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

患
歯
の
保
存
が
求
め
ら
れ
、
し
か
も
根
管
治
療
を
施
す
こ
と
が
出
来

な
い
状
況
下
で
、
は
じ
め
て
乾
死
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。

　

一
九
五
九
年
、
方
連
珍
は
報
告
し
て
い
る
。
一
九
五
八
年
六
月
か

ら
、
歯
髄
失
活
剤
と
し
て
亜
ヒ
酸
を
用
い
、
か
つ
、
歯
髄
失
活
後
根

管
内
の
歯
髄
組
織
の
処
理
に
乾
死
法
を
用
い
て
い
る
。
方
氏
は
合
計

一
四
〇
歯
の
乳
歯
に
こ
の
方
法
を
応
用
し
、
一
例
を
除
き
、
等
し
く

成
功
を
み
た
。
一
四
〇
例
中
、一
〇
八
例
は
二
回
で
治
療
が
完
結
し
、

三
一
例
で
は
三
〜
四
回
を
経
て
治
療
が
終
了
し
た
。
そ
の
う
ち
の
三

分
の
一
は
施
術
時
の
頻
繁
な
疼
痛
に
よ
り
、
パ
ラ
ホ
ル
ム
ク
レ
ゾ
ー

ル
を
用
い
た
継
続
的
な
失
活
操
作
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
、
劉
書
翰
ら
はEb Д

okhm
ob

が
報
告
し
た
レ
ゾ
ル

シ
ン
‐
ホ
ル
マ
リ
ン
【
レ
ゾ
ル
シ
ン
ホ
ル
マ
リ
ン
樹
脂
、
主
に
タ
イ
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ヤ
・
木
材
等
の
接
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
】
を
用
い
た
歯
髄

炎
治
療
の
た
め
の
干
髄
法
に
基
づ
き
、
一
九
五
七
年
〜
一
九
六
四
年

の
期
間
に
歯
髄
炎
四
〇
〇
余
例
の
治
療
を
行
い
、
経
過
観
察
に
応
じ

た
者
は
一
〇
〇
例
に
上
る
。経
過
観
察
の
期
間
は
一
年
前
後
が
多
く
、

五
〜
七
年
に
及
ぶ
ケ
ー
ス
は
少
数
で
あ
る
。
治
療
効
果
は
成
功
九
五

例
（
95
％
）、
失
敗
五
例
（
5
％
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
歯

髄
炎
の
治
療
に
対
し
て
本
法
の
効
果
は
良
好
で
あ
る
が
、
し
か
し
な

が
ら
歯
髄
が
す
で
に
壊
死
し
、
根
尖
性
病
変
を
有
す
る
ケ
ー
ス
で
は

そ
の
効
果
は
充
分
で
は
な
い
。

【
未
完
】

　

論
語
素
読
教
室
の
ご
案
内

　

東
日
本
国
際
大
学
で
は
、
長
年
、
本
学
教
員
と
市

民
の
皆
様
と
と
も
に
『
論
語
素
読
教
室
』
を
開
講
し

て
参
り
ま
し
た
。
平
成
元
年
か
ら
は
じ
ま
る
恒
例
の

勉
強
会
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度
は
城
山
講
師

に
加
え
、
学
外
の
先
生
も
お
招
き
し
、
原
則
月
三
回
、

本
学
明
倫
堂
を
会
場
に
論
語
を
読
む
会
を
行
っ
て
参

り
ま
し
た
。
新
し
く
完
成
し
た
新
一
号
館
の
明
倫
堂

へ
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ご
興
味
あ
る
皆
様
は
、
お
気
軽
に
左
記
研
究
所
事

務
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

論
語
素
読
教
室

　

東
日
本
国
際
大
学　

東
洋
思
想
研
究
所

　

９
７
０
‐
８
０
２
３　

　

福
島
県
い
わ
き
市
平
鎌
田
字
寿
金
沢
２
２
‐
１

　

電
話　

０
２
４
６
‐
２
１
‐
１
６
６
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
事
務
担
当　

荒
川
）
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■
書
評
Ⅰ
■

松
岡
幹
夫
著
『
超
訳　

日
蓮
の
言
葉
』（
柏
書
房
）

　

仏
教
は
イ
ン
ド
で
発
祥
し
た
一
つ
の
宗
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

や
イ
ス
ラ
ム
教
に
比
べ
る
と
教
え
を
信
じ
る
人
の
数
も
少
な
く
、
一

般
に
穏
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
き
た
。
で
は
、
仏
教
徒
た
ち

は
、
そ
の
教
え
を
ど
の
よ
う
に
現
実
の
人
生
に
生
か
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

こ
の
た
び
松
岡
幹
夫
氏
が
上
梓
し
た
『
超
訳   
日
蓮
の
こ
と
ば
』

は
、
日
蓮
が
残
し
た
文
章
を
現
代
人
の
生
活
に
即
し
て
「
超
訳
」
し

た
一
冊
で
あ
る
。
超
訳
と
は
意
訳
よ
り
も
さ
ら
に
自
由
な
ス
タ
イ
ル

を
言
い
、
訳
文
の
正
確
さ
に
と
ら
わ
れ
ず
に
原
文
の
意
図
を
わ
か
り

や
す
く
伝
え
よ
う
と
す
る
翻
訳
手
法
で
あ
る
。
本
書
は
ま
さ
に
著
者

が
自
由
に
日
蓮
の
心
を
語
っ
た
も
の
だ
が
、
半
面
で
は
日
蓮
の
原
文

と
そ
の
現
代
語
訳
を
対
置
し
、
解
釈
に
一
定
の
制
限
を
設
け
て
い
る

と
こ
ろ
に
「
訳
」
と
称
す
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
日
蓮
に
関
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
過
激
な
イ

メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
本
当
は
ど
う
な
の
か
。
そ
れ
を
知

る
に
は
、
日
蓮
と
い
う
人
物
に
直
接
触
れ
る
か
、
そ
の
人
の
文
章
を

読
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
人
た
ち
に
で
き
る
の
は
む

ろ
ん
後
者
だ
が
、
難
解
な
仏
教
知
識
や
中
世
の
古
文
体
が
大
き
な
障

害
と
な
っ
て
立
ち
は
だ
か
る
。
日
蓮
の
超
訳
本
は
、
そ
の
障
害
を
取

り
除
く
。
日
蓮
の
言
葉
で
現
代
人
と
対
話
す
る
ご
と
く
書
か
れ
た
本

書
は
、
仏
教
に
疎
い
人
で
も
、
従
来
の
風
聞
や
噂
を
排
し
て
日
蓮
そ

の
人
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
編
ま
れ
て
い
る
。

　

序
文
に
お
い
て
、
著
者
は
仏
教
に
興
味
を
持
つ
人
が
何
を
求
め
て

い
る
の
か
を
三
点
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は「
癒
し
」「
自
省
」

「
発
想
転
換
」
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
日
蓮
の
魅
力
は
こ
の
ど

れ
に
も
属
さ
な
い
「
活
力
」
に
あ
る
と
言
う
。

　

百
あ
る
超
訳
を
分
け
た
十
一
の
章
立
て
を
見
る
だ
け
で
も
、
そ
の

こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。「
人
は
変
わ
れ
る
」「
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー

現
代
中
国
研
究
者

　
伊

　
藤

　
一

　
城
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ル
す
る
」「
自
己
と
は
何
か
」
等
々
、
そ
こ
に
は
癒
し
と
い
っ
た
穏

や
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
自
分
が
何
か
を
成
し
遂
げ
て
行
こ
う

と
い
う
積
極
的
な
意
志
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

日
蓮
自
身
の
一
生
も
闘
争
に
次
ぐ
闘
争
で
あ
り
、
お
よ
そ
安
穏
や

癒
し
と
は
無
縁
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
日
蓮
は
、
宗
教
と
は

何
か
、
政
治
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
ど
う
す
れ
ば
人
間
は
幸
せ
に

な
る
の
か
と
思
索
を
続
け
た
。「
本
当
の
宗
教
と
は
」
と
題
さ
れ
た

第
七
章
に
は
、
日
蓮
の
宗
教
観
が
よ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
章
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

　

立
ち
上
が
れ
な
い
ほ
ど
打
ち
の
め
さ
れ
た
人
に
『
頑
張
れ
』

と
し
か
い
わ
な
く
て
い
い
の
か
。
そ
れ
は
、
確
か
に
無
慈
悲
な

こ
と
だ
。
と
り
わ
け
宗
教
者
は
、
他
人
と
苦
し
み
を
分
か
ち
合

い
、『
癒
し
』
の
手
を
差
し
伸
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
同
苦
（
同
じ
苦
し
み
を
共
有
す
る
こ
と
）
と
癒
し

は
、
あ
く
ま
で
も
初
期
治
療
。
最
終
的
に
は
、
頑
張
れ
な
い
人

に
『
頑
張
る
力
』
を
与
え
る
の
が
、
真
の
信
仰
で
あ
る
。
ま
と

も
な
宗
教
は
、
人
に
命
の
底
か
ら
力
を
出
さ
せ
、
本
物
の
自
立

を
促
す
。

（
６
０
節
「『
癒
し
』
は
初
期
治
療
で
し
か
な
い
」）

　

現
代
の
世
俗
社
会
に
あ
っ
て
、
と
か
く
宗
教
に
は
「
お
す
が
り
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
だ
が
、
日
蓮
の
言
葉
に
何
か
に
頼
ろ

う
と
す
る
惰
弱
な
精
神
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
自
分
自
身
が
強

い
精
神
を
持
つ
た
め
に
信
仰
が
あ
る
の
だ
。
そ
う
彼
は
宣
言
し
て
い

る
。
日
蓮
の
時
代
は
自
然
災
害
と
飢
餓
の
連
続
だ
っ
た
。
彼
は
そ
こ

で
、
世
を
捨
て
宗
教
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
生
き
方
を
拒
否
し
た
。

民
の
苦
し
み
を
自
分
自
身
の
苦
し
み
と
捉
え
、
ど
う
す
れ
ば
皆
の
苦

し
み
を
克
服
で
き
る
の
か
を
考
え
抜
い
た
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
も
今
、
ポ
ス
ト
東
日
本
大
震
災
と
も
言
う
べ
き
多
難
な

日
々
を
送
っ
て
い
る
。
多
く
の
宗
教
者
が
、
被
災
者
の
病
ん
だ
心
を

癒
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
し
か
し
次
の
段
階
に

は
、
大
地
に
倒
れ
た
人
に
も
う
一
度
立
ち
あ
が
る
力
を
与
え
る
宗
教

が
あ
っ
て
も
よ
い
。
癒
し
が
初
期
治
療
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
な
の

だ
ろ
う
。

　

日
蓮
の
考
え
に
は
一
貫
し
た
軸
が
あ
る
。
人
生
の
主
体
者
は
ど
こ

ま
で
も
自
分
自
身
と
い
う
信
条
だ
。
第
五
章
「
運
命
を
切
り
開
く
」

を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
と
出
会
っ
た
。

　
「
自
分
は
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
苦
し
む
の
か
」「
私
だ
け
が
、
ど

う
し
て
不
幸
な
の
か
」
―
―
運
命
に
関
す
る
疑
問
に
、
古
の
宗

教
者
は
答
え
た
。「
一
切
は
神
の
み
ぞ
知
る
。
神
を
疑
っ
て
は

な
ら
な
い
」。
こ
の
時
代
、
運
命
へ
の
処
し
方
は
た
だ
祈
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
人
々
の
理
性
が
発
達
し
、
信
仰
よ
り
も
懐
疑
が

問
わ
れ
る
時
代
に
は
、
祈
り
の
処
方
箋
は
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な

い
。
今
度
は
哲
学
者
の
出
番
で
あ
る
。「
不
幸
は
、
自
然
に
よ

る
偶
然
な
の
だ
。
あ
な
た
自
身
に
罪
は
な
い
」
―
―
。
運
命
の

自
然
主
義
が
喝
采
を
浴
び
、
社
会
正
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
偶

然
と
い
う
自
然
の
暴
力
か
ら
弱
者
を
守
れ
！
」
に
な
る
。

　

仏
教
者
は
、
宗
教
者
と
も
哲
学
者
と
も
違
う
。
こ
の
人
は
考

え
る
。
宗
教
家
は
「
真
の
自
己
」
を
神
と
錯
覚
し
、
哲
学
者
は

「
自
己
の
劇
」
を
偶
然
の
産
物
と
誤
解
し
て
い
る
、
と
。
こ
の

人
は
い
う
。「
人
生
は
自
作
自
演
の
劇
で
あ
る
。
自
分
で
決
め

た
役
は
立
派
に
演
じ
切
れ
！
」
と
。

　

人
生
の
作
者
は
自
分
だ
っ
た
。
そ
う
気
づ
く
の
が
、
じ
つ
は

仏
の
悟
り
で
あ
る
。

（
４
５
節
「
人
生
を
作
る
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
」）

　

こ
の
日
蓮
的
な
問
い
か
け
と
呼
び
か
け
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝

自
身
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。

「
自
分
で
決
め
た
役
」
と
あ
る
が
、
人
生
の
劇
は
自
分
で
決
め
て
演

じ
る
と
の
思
想
は
、
日
蓮
が
信
奉
し
た
『
法
華
経
』
の
菩
薩
像
に
起

因
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
地
よ
り
湧
き
出
た
菩
薩
―
―
地
涌
の
菩
薩

の
大
群
が
『
法
華
経
』
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
登
場
す
る
。
右
顧
左
眄
せ

ず
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
と
い
う
存
在
の
大
地
に
立
脚
し
、
ま
っ
す

ぐ
自
己
自
身
に
生
き
抜
く
。
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
大
地
を

割
っ
て
出
現
し
た
地
涌
の
菩
薩
の
姿
は
暗
示
す
る
か
に
み
え
る
。
真

の
自
己
を
確
立
す
る
に
は
、
我
が
人
生
に
お
い
て
自
ら
定
め
た
劇
を

演
じ
切
る
こ
と
だ
。
存
在
の
大
地
に
根
ざ
し
た
人
間
は
、
国
家
の
運

命
に
も
翻
弄
さ
れ
な
い
。
日
蓮
の
一
生
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
証
明

せ
ん
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
国
家
と
鋭
く
対
決
し
つ
つ
も
国
家

の
命
運
を
引
き
受
け
、
彼
は
終
生
、
微
動
だ
に
し
な
か
っ
た
。
第
九

章
「
政
治
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
日
蓮
の
強
靭

な
意
志
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
弱
者
の
宗
教
で
あ
る
。
信
じ
ら
れ
る
も

の
が
な
く
、自
分
に
自
信
を
持
て
な
い
。
何
よ
り
も
死
が
怖
い
。

そ
ん
な
人
間
が
作
り
出
す
の
が
〝
不
死
の
国
家
〞
と
い
う
幻
想

で
あ
る
。
不
安
の
果
て
に
国
家
が
自
己
の
宗
教
と
な
る
。
だ
か

ら
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
っ
た
り
す
る
。

　

死
の
峰
を
超
え
た
信
仰
の
人
に
は
、
彼
ら
と
は
違
っ
た
愛
国

心
が
あ
る
。
信
仰
者
は
、
強
き
ゆ
え
に
国
家
を
見
下
ろ
す
。
慈

愛
の
ゆ
え
に
国
家
を
指
導
し
、
国
家
悪
と
戦
う
。
真
実
の
愛
国

心
は
、
恐
怖
に
か
ら
れ
た
弱
者
の
集
団
で
は
な
い
。
そ
れ
は
勇

者
の
連
帯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
８
２
節
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
弱
者
の
宗
教
で
あ
る
」）
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本
書
の
著
者
が
指
弾
す
る
「
弱
者
の
宗
教
」
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
、〈
神
〉
を
失
っ
た
人
間
が
国
家
と
い
う
集
団
力
に
依
存

す
る
よ
う
な
形
態
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
私
は
人
間
存

在
と
本
来
的
に
不
可
分
な
国
家
を
論
じ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
あ
る

と
考
え
る
。
右
の
超
訳
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
＝
愛
国
心
に
属
す
る
わ
け
だ
が
、
と
も
か
く
「
人
間
が
国
家
を

従
え
る
」
と
い
う
力
強
い
思
想
が
日
蓮
に
あ
っ
た
点
は
特
筆
に
値
し

よ
う
。
日
蓮
的
な
〈
超
人
〉
の
あ
り
様
を
、
著
者
は
超
訳
を
通
じ
て

世
に
知
ら
し
め
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
を
ひ
も
と
く
読
者
は
、
一
つ
の
新
た
な
生
き
方
を
目
に
す
る

こ
と
に
な
る
。
日
蓮
の
人
生
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
、
仏
教
的
な
自

律
の
生
き
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
洋
の
理
性
的
な
自
律
で
も
な
け
れ

ば
、
東
洋
の
没
我
的
な
献
身
で
も
な
い
。
存
在
の
大
地
に
屹
立
し
た

全
生
命
的
な
自
律
と
言
う
べ
き
も
の
を
、
日
蓮
は
語
り
、
教
え
、
実

践
に
移
そ
う
と
し
た
。
著
者
は
、
日
蓮
が
残
し
た
得
が
た
き
精
神
の

価
値
を
現
代
に
お
い
て
再
確
認
す
る
た
め
、
あ
え
て
超
訳
と
い
う
手

法
を
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
蓮
と
い
う
稀
有
な
人
格
が
紡

ぎ
出
し
、気
鋭
の
著
者
が
丹
精
を
凝
ら
し
た
本
書
の
言
葉
の
数
々
は
、

ま
さ
し
く
多
元
的
な
価
値
の
波
間
に
漂
う
現
代
人
に
向
け
ら
れ
て
い

よ
う
。

松
岡
幹
夫
先
生　
二
〇
一
三
年
御
著
作

『
超
訳

　
日
蓮
の
こ
と
ば
』

　
　
　
　（

柏
書
房
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
一
、六
八
〇
円
）

　

読
者
は
、
著
者
の
文
章
に
よ
っ
て
日
蓮
の
言
葉
の
現
代
的
意
義
を

学
ん
だ
上
で
、
日
蓮
の
言
葉
と
現
代
語
訳
を
読
み
ま
す
の
で
、
予
備

知
識
が
な
く
て
も
理
解
で
き
ま
す
。

　

日
蓮
の
一
一
〇
〇
の
言
葉
が
十
一
の
章
に
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

読
者
に
と
っ
て
は
読
み
や
す
く
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
①
人
は

変
わ
る
②
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
③
自
己
と
は
何
か
④
善
と
悪

に
つ
い
て
⑤
運
命
を
切
り
開
く
⑥
死
を
め
ぐ
っ
て
⑦
本
当
の
宗
教
と

は
⑧
真
理
を
求
め
る
に
は
⑨
政
治
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
⑩
自
由
に
な

る
⑪
平
和
の
た
め
に
―
―
で
す
。

　

日
蓮
は
日
本
の
宗
教
史
上
最
も
す
ぐ
れ
た
宗
教
者
で
あ
り
、
思
想

家
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
松
岡
幹
夫
教
授
は
「
超
訳
」
と

い
う
手
法
を
用
い
て
、
日
蓮
の
偉
大
な
宗
教
思
想
を
、
一
般
の
現
代

の
日
本
人
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
書
物
に
ま
と
め
て
く
れ
ま
し
た
。

読
者
の
一
人
と
し
て
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
森
田
実
氏
の
言
葉
よ
り
）

『
京
都
学
派
と
エ
コ
ロ
ジ
ー

　
比
較
環
境
思
想
的
考
察
』

　
　
　
　
　（
論
創
社
、
二
〇
一
三
年
五
月
、
五
、〇
四
〇
円
）

　

二
十
世
紀
後
半
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ロ

ジ
ー
の
成
果
と
、
西
田
幾
多
郎
・
和
辻
哲
郎
の
思
想
の
比
較
検
証
を

通
し
て
、
仏
教
的
な
自
然
・
環
境
観
が
明
示
す
る
〝
今
日
的
意
義
〞

を
提
起
し
た
労
作
。
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先
崎
彰
容
著　
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権
』（
ち
く
ま
新
書
）

「
こ
の
ご
ろ
日
本
が
騒
が
し
い
」
そ
ん
な
言
葉
か
ら
は
じ
ま
る
本
著

は
、
近
代
日
本
思
想
研
究
の
騎
手
、
先
崎
彰
容
に
よ
っ
て
二
〇
一
三

年
に
書
か
れ
た
新
書
で
あ
る
。
昨
今
、
筆
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
巡
る
議
論
は
あ
る
種
の
流
行
の
よ
う
に
論
壇
で
持

て
は
や
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
近
代
社
会
、
ま
た
一
部
過
激
化

す
る
在
日
外
国
人
へ
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
・
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
問
題

な
ど
、
日
本
国
内
で
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
に
至
る
ま
で
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
議
題
設
定
さ
れ
る
種
々
の
時
事
問
題
を
分
析
す

る
上
で
の
共
通
し
た
言
葉
の
定
規
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、我
々
は
ど
こ
ま
で
精
査
し
て
こ
の「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

何
を
も
っ
て
し
て
そ
れ
が
「
復
権
」
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
深
く
思
考
せ
ず
、
眼
前
に
去
来
す

る
様
々
な
社
会
問
題
を
た
だ
こ
な
し
て
い
る
と
い
う
今
の
状
況
に
対

し
て
、
自
ら
を
ひ
ね
く
れ
者
と
自
称
す
る
筆
者
は
あ
え
て
立
ち
止
ま

り
、
過
去
と
向
き
合
い
な
が
ら
こ
の
所
謂
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
と
格
闘
し
て
い
る
。
そ
の
問
い
は
深
く
人
の
死
と
結

び
つ
き
、
実
存
的
な
次
元
に
ま
で
根
差
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
本
著

を
読
む
者
に
は
学
術
書
を
読
む
時
に
必
要
な
客
観
性
だ
け
で
な
く
、

ま
る
で
文
学
に
身
を
投
じ
た
時
の
よ
う
な
主
観
性
ま
で
も
が
要
請
さ

れ
る
。
そ
れ
は
筆
者
が
思
想
と
文
学
の
力
を
信
じ
、
本
著
を
単
な
る

学
術
新
書
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
文
学
作
品
と
し
て
世
に
提
起
し

よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　　

本
著
に
登
場
す
る
思
想
家
や
学
者
を
ざ
っ
と
列
挙
す
る
と
、
西
洋

か
ら
は
古
く
は
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
カ
ー
に
は
じ
ま
り
、
辺
境
に
移

住
し
た
人
々
の
実
存
の
揺
ら
ぎ
か
ら
人
種
主
義
が
誕
生
す
る
萌
芽
を

明
ら
か
に
し
た
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
産
業
主
義
社
会
に
生
き
る

北
海
道
大
学
大
学
院　

　
　
　

　

東
洋
思
想
研
究
所
客
員
研
究
員
　
三

　
浦

　
健

　
一
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我
々
に
も
ア
ー
レ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
な
鋭
い
視
線
を
向
け
た
ア
ー
ネ

ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
な
ど
が
登
場
す
る
。
ま
た
東
洋
か
ら
は
、
戦
前
か

ら
戦
後
に
か
け
て
の
社
会
の
混
沌
か
ら
共
同
幻
想
の
思
想
を
打
ち
立

て
た
吉
本
隆
明
、
同
じ
く
戦
争
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
幾
百
万
の

若
者
達
が
問
い
か
け
た
生
と
死
、そ
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
個
人
、

家
、共
同
体
に
お
け
る
ト
ポ
ス
の
あ
り
様
を
説
い
た
柳
田
国
男
な
ど
、

洋
の
東
西
を
超
え
た
様
々
な
思
想
家
を
筆
者
は
縦
横
無
尽
に
横
断
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
通
底
す
る
、
人
類
が
抱
え
る
普
遍
的
な
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
へ
の
不
安
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
比
較
と
承
認
と
い

う
視
座
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
。
我
々
は
そ
の
反
動
形
成
と
し
て
、
疑

似
宗
教
と
し
て
の
全
体
主
義
や
帝
国
主
義
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
い

う
の
が
前
述
し
た
様
々
な
思
想
家
の
共
通
項
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
も
ま
た
、
そ
う
し
た
実
存
的
な
問
い
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
す

る
の
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。

　

以
上
の
論
点
を
、
筆
者
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
三
つ

の
誤
解
を
紐
解
く
こ
と
で
逆
説
的
に
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

そ
の
三
つ
の
誤
解
と
は 

⑴
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
全
体
主
義
で
あ
り
、

⑵
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
宗
教
で
あ
り
、
⑶
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
民
主

主
義
で
あ
る
と
い
う
誤
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
様
々

な
思
想
家
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
、「
運
動
や
移
住
よ
り
も
土
地
に

刻
ん
で
き
た
歴
史
、
先
祖
の
営
ん
で
き
た
労
働
を
受
け
継
ぐ
こ
と
、

こ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。」（
七
二
頁
）
と
言
及
し
て

い
る
。
こ
の
定
義
に
依
れ
ば
、
全
体
主
義
は
そ
の
逆
に
運
動
や
移
住

を
根
本
と
し
て
お
り
、
そ
の
帰
着
と
し
て
拡
大
を
至
上
命
題
と
す
る

帝
国
主
義
を
育
ん
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
筆
者
は
疑

似
宗
教
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
も
、
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
へ

の
根
本
的
な
不
安
、
そ
れ
が
過
剰
な
収
縮
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
た

場
合
に
疑
似
宗
教
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
り
、
民
主
主
義
も
ま
た
、

歴
史
と
そ
れ
に
連
な
る
死
者
へ
の
ま
な
ざ
し
が
欠
如
し
た
瞬
間
、
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
堕
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
隔
た
る
と
結
論
し
て

い
る
。

　

そ
し
て
復
権
と
は
筆
者
に
よ
る
と
「
震
災
を
経
た
後
の
こ
の
国
で

『
戦
後
』
を
の
り
こ
え
死
者
を
ど
う
取
り
戻
す
か
、
価
値
の
体
系
を

守
る
の
か
、
―
―
こ
れ
が
本
書
の
現
時
点
で
言
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
『
復
権
』
で
あ
る
。」（
二
二
四
頁
）
と
あ
る
。
価
値
の
体
系
と

は
高
坂
正
堯
が
掲
げ
た
「
力
の
体
系
」「
利
益
の
体
系
」「
価
値
の
体

系
」
と
い
う
国
家
を
構
成
す
る
三
つ
の
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
筆
者

は
そ
の
う
ち
今
の
日
本
は
価
値
の
体
系
を
置
き
去
り
に
し
て
来
て
し

ま
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

筆
者
の
定
義
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
ト
ポ
ス
と
し
て
の
郷

土
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
歴
史
や
労
働
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と

に
あ
る
と
す
れ
ば
、
終
戦
や
震
災
に
よ
る
無
数
の
死
者
と
共
に
生
き

て
い
こ
う
と
い
う
試
み
が
、
日
本
が
失
い
つ
つ
あ
る
価
値
の
体
系
を

取
り
戻
す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
主
張
も
頷
け
る
も
の
で
あ



153

■書評Ⅱ

る
。

　

筆
者
は
全
体
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
義
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、
問
い
直
さ
れ
る
日
本
社

会
の
あ
り
方
や
生
と
死
の
問
題
に
対
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権

を
む
し
ろ
願
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
前
述

し
て
来
た
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
の
誤
解
を
紐
解

く
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
は
言
え
、
筆
者
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
い
う
言
葉
を
肯
定
的
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ

う
。
更
に
筆
者
は
、
そ
の
こ
と
を
直
接
的
に
言
及
し
な
い
よ
う
に
避

け
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
様
々
な
思
想
家
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
自

身
の
意
見
を
表
明
し
て
は
い
る
が
、
自
ら
の
言
葉
で
は
っ
き
り
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
肯
定
し
て
い
る
と
言
明
し
て
い
る
箇
所
は
少
な
く

と
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
読
者
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権
、
そ
れ

に
対
す
る
批
判
と
い
う
文
脈
を
予
想
し
て
本
著
を
手
に
取
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
著
は
明
確
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権
に
対

す
る
肯
定
的
な
文
脈
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
言
明
さ
れ

な
い
ま
ま
展
開
さ
れ
て
い
く
た
め
、
読
者
は
徐
々
に
予
想
を
覆
さ
れ

な
が
ら
本
著
を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
立
場
が
も

う
少
し
最
初
か
ら
明
確
化
し
て
い
る
方
が
、
読
者
に
対
し
て
も
親
切

で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
根
本
的
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
筆
者

の
主
張
す
る
も
の
で
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
決

し
て
筆
者
の
主
張
や
本
著
の
内
容
に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
帰
着
と
し
て
そ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言

葉
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
る
。
我
々
が
一

般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
意
識
す
る
の
は
、
例
え
ば
外

国
人
へ
の
排
斥
運
動
な
ど
が
世
間
を
賑
わ
せ
て
い
る
時
で
あ
る
。
し

か
し
、
筆
者
の
肯
定
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
従
え
ば
、
こ

れ
ら
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
い
う
言
葉
の
誤
用
や
誤
解
か
ら
生
ま
れ
た
問
題
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
論
脈
は
正
し
く
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
曲
解
を
招
き
易
く
、
ニ
ー
チ
ェ
思
想
が
ナ
チ
ス
に
利
用
さ
れ

た
よ
う
に
、
筆
者
の
定
義
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
人
々
に

何
が
し
か
の
形
で
お
墨
付
き
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
を
私
は
危
惧
す

る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
に
依
ら
ず
、

例
え
ば
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
（patriotism

）
な
ど
の
別
な
タ
ー
ム

を
提
示
し
た
方
が
よ
り
適
切
に
筆
者
の
主
張
を
表
現
出
来
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
宗
教
で
は
な
い
と
筆
者
は
主
張
す
る
。

し
か
し
、
筆
者
が
主
張
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
最
終
的
な
定
義
に

基
づ
け
ば
、
そ
れ
は
宗
教
の
持
つ
重
要
な
機
能
と
過
分
に
重
な
る
部

分
が
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
疑
似
宗
教
と
宗
教
の
違
い
も
含
め
て
、
も

う
少
し
深
い
論
究
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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と
は
い
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
底
に
あ
る
不
可
視
な
何
か
を

捉
え
、
そ
こ
か
ら
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
斬
新
な
展
開
に
満

ち
て
い
る
。
全
編
を
通
し
て
日
本
社
会
の
過
去
と
の
断
絶
を
憂
い
、

北
樹
出
版

　『
叢
書
・
新
文
明
学
』
シ
リ
ー
ズ
刊
行
開
始

『
刊
行
に
あ
た
っ
て
』 

　
佐
伯
啓
思
　
京
都
大
学
教
授
・
藤
井
聡
　
京
都
大
学
教
授

　

今
日
ほ
ど
「
思
想
」
が
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
は
な
い
。

と
同
時
に
、
今
日
ほ
ど
「
思
想
の
力
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
時

代
も
な
い
。

　
「
思
想
」
と
は
、
時
代
を
生
き
る
た
め
の
実
践
の
指
針
で
あ
り
、

現
実
を
見
据
え
る
た
め
の
座
標
軸
で
あ
る
。
ま
た
「
思
想
」
に
関

わ
る
と
は
、
で
き
る
だ
け
物
事
を
深
く
根
源
的
に
考
え
る
こ
と
で

あ
り
、
出
来
事
を
総
合
的
に
解
釈
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
生
の
実

践
に
身
を
浸
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
思
想
」
が
今
日
見

え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
「
大
き
な
物
語
」
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
焉
が
唱
え
ら
れ
て
以

来
、
社
会
や
人
間
に
つ
い
て
の
言
説
は
、
一
方
で
著
し
く
専
門
化

し
て
権
威
主
義
的
と
な
り
、
他
方
で
は
不
必
要
に
論
争
的
で
乱
暴

な
物
言
い
へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
「
思
想
」
を
見
失
わ

せ
る
と
同
時
に
、
実
践
の
卑
俗
化
と
生
の
俗
悪
化
を
導
い
て
い

る
。 

現
代
ほ
ど
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
浸
食
さ
れ
た
時
代
は
な
い
。
と

同
時
に
、
現
代
ほ
ど
そ
の
克
服
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
も
な
い
。

　

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
価
値
の
崩
壊
で
あ
り
、
生
の
衰
弱
で
あ
る
。

ゆ
え
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
戦
い
に
お
い
て
は
、「
思
想
の
復
権
」

は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き

て
い
る
こ
の
社
会
を
、総
合
的
に
、価
値
的
に
、つ
ま
り
「
思
想
的
」

に
把
握
す
る
試
み
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
試
み
を
わ
れ
わ

れ
は
「
新
文
明
学
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

　

今
日
、
西
欧
近
代
に
始
ま
る
近
代
文
明
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、

技
術
主
義
、
大
衆
民
主
主
義
な
ど
を
伴
っ
て
世
界
化
し
て
い
る
。

こ
の
途
方
も
な
い
、
そ
し
て
次
々
を
押
し
寄
せ
て
く
る
巨
大
な
う

ね
り
の
な
か
で
、
生
を
救
い
だ
し
、
精
神
の
平
衡
を
保
つ
た
め
に

は
、
こ
の
時
代
を
力
強
く
把
握
す
る
た
め
の
骨
太
な
知
的
営
み
こ

そ
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
叢
書
「
新
文
明
学
」
は
、
そ
の
た

め
の
試
行
で
あ
り
挑
戦
な
の
で
あ
る
。

第
一
巻　

藤
井
聡
・
羽
鳥
剛
史
著
『
大
衆
社
会
の
処
方
箋
』

第
三
巻　

 

先
崎
彰
容
・
浜
崎
洋
介
著

　
　
　
　
『
ア
フ
タ
ー
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
―
―
近
代
日
本
の
思
想
家
』

以
下
、
続
々
刊
行
予
定
。

現
代
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と
す
る
筆
者
の
気
概
が
烈
々
と
伝
わ
っ
て

来
る
意
欲
作
で
あ
ろ
う
。
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■活動報告
　

平
成
二
五
年
の
東
洋
思
想
研
究
所
、
な
ら
び
に
儒
学
文
化
研
究
所

の
主
な
活
動
は
、
次
の
通
り
と
な
り
ま
す
。

一
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

二
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

三
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

四
月　

湯
島
聖
堂
孔
子
祭
出
席

　
　
　

論
語
素
読
教
室
開
講

　
　
　

 

東
洋
思
想
研
究
所
第
一
回
例
会
・
昌
平
黌
出
版
会
編
集
会
議

開
催

五
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

第
二
回
孔
子
祭
実
行
委
員
会

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
第
二
回
例
会
開
催

六
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

 

学
校
法
人
昌
平
黌
創
立
一
一
〇
周
年
記
念
学
術
活
動
・
第
五  

回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の

東
ア
ジ
ア
平
和
思
想
」
の
開
催
（
孔
子
祭
挙
行
を
含
む
学
術

活
動
）

【
活
動
報
告
】

七
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
三
回
例
会
開
催

八
月　

夏
季
休
暇

　
　
　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

九
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

 

東
洋
思
想
研
究
所
第
四
回
例
会
・
昌
平
黌
出
版
会
編
集
会
議

開
催

十
月　

論
語
素
読
教
室
（
二
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
五
回
例
会
開
催

　
　
　

第
一
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催

十
一
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
六
回
例
会
開
催

　
　
　

第
二
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催

十
二
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

第
三
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催
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研
究
紀
要
『
研
究　

東
洋
』
投
稿
規
定

１ 

．投
稿
者
は
、原
則
と
し
て
本
学
教
員（
非
常
勤
講
師
を
含
む
）

に
限
る
。
た
だ
し
、
本
学
教
員
が
主
に
な
っ
て
い
る
共
同
執

筆
及
び
編
集
委
員
会
か
ら
依
頼
し
た
場
合
に
は
、
学
外
者
が

加
わ
っ
て
も
差
支
え
な
い
。

２ 

．
投
稿
は
、
原
則
未
発
表
の
も
の
に
限
り
、
原
稿
の
内
容
は

時
代
を
問
わ
ず
東
洋
思
想
全
般
（
特
に
儒
学
・
仏
教
・
日
本

思
想
関
連
を
歓
迎
す
る
）に
関
連
し
た
幅
広
い
も
の
と
す
る
。

３ 

．
年
１
回
（
原
則
１
月
第
一
週
締
切
）
投
稿
の
申
込
み
を
受

け
る
。
申
込
み
者
が
多
い
場
合
に
は
、
次
号
廻
し
と
な
る
こ

と
が
あ
る
。

４ 

．
投
稿
原
稿
は
、
論
文
（
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
換
算
五
〇

枚
前
後
）、
研
究
ノ
ー
ト
（
三
五
枚
前
後
）、
資
・
史
料
紹
介

（
五
〇
枚
前
後
）、
書
評
、
報
告
（
一
〇
枚
前
後
）
等
に
区
分

す
る
。
区
分
は
原
則
と
し
て
投
稿
者
の
申
出
に
よ
る
が
、
編

集
委
員
会
が
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
（
一
回
の
投
稿
原

稿
は
１
人
論
文
を
含
め
二
本
＋
共
同
執
筆
一
本
ま
で
と
す

る
）。

５ 

．
投
稿
原
稿
は
『
研
究　

東
洋
』
編
集
委
員
会
あ
て
に
提
出

す
る
も
の
と
し
、
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
原
稿
に
つ
い
て

は
、
査
読
を
行
う
。
校
正
等
は
全
て
紀
要
編
集
委
員
会
を
経

由
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
違
反
し
た
者
は
引
き
と
り
を
求

め
る
こ
と
が
あ
る
。
査
読
の
結
果
、
原
稿
の
修
正
、
再
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

６ 

．
論
文
以
外
の
原
稿
に
つ
い
て
も
、編
集
委
員
会
の
判
断
で
、

修
正
、
再
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

７ 

．
投
稿
原
稿
は
、
別
に
定
め
る
執
筆
要
項
に
従
い
、
期
日
ま

で
に
完
成
原
稿
と
し
て
編
集
委
員
会
に
提
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
22
年
12
月
９
日
改
訂
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City, Man and Justice: A Dialogue between Aristotle and Xunzi

Chen Zhi-guo

Abstract: Focusing on the issue of justice, and rebuilding an appropriate dialogue 
between Aristotle and Xunzi, this essay reveals the basic train of thought of two thinkers 
about some questions, such as the naturalness of city-state, the justice in city-state and 
their relations with human nature, and shows that, the two Aristotelian definitions on 
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does not mean that, we could or should explore ethical-politically practical philosophy 
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lv

研究　東洋

Dao: A Journal of Comparative Philosophy
No. 1, 2003, pp. 85-107.
Aristotle, Politics,  1253a3. Aristotle, The
Complete Works of Aristotle. Revised Oxford Translation, ed. Jonathan Barnes, Princeton, N, 
J.: Princeton University Press,1991.

Aristotle, Politics, 1252b31-1253a2.
Aristotle, Politics, 1252a7-8.
Aristotle, Politics, 1253a15-16.
Aristotle, Politics, 1253a16-18.
Aristotle, Politics, 1253a31-37.
Aristotle, Politics, 1253a28-31.
Aristotle, Politics, 1253a38-40.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1094b28.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1094b14.

Kanaya Osamu

Nihon Gakushin Kiyo

Human
Dao: A Journal of 

Comparative Philosophy, 

urtis Hagen, “Xunzi and the Prudence of Dao: Desire as the Motive to 
Become Good”, Dao: a Journal of Comparative Philosophy,



lvi

■講演・発表論文原文

Aristotle, Meteorology, 390a10-12.

Aristotle, Nicomachean Ethics, 1129b11-14.

Aristotle, Nicomachean Ethics, 1130b24.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1129b18-19.

Aristotle, Nicomachean Ethics, 1130a12-13.

Philosophy East and West,
No, 2, 2001, pp. 280-305;

Kim
Sungmoon, “From Desire to Civility: Is Xunzi a Hobbesian”, Dao: A Journal of Comparative 
Philosophy,
Desire as the Motive to Become Good”, pp. 58-62.

Aristotle, Nicomachean Ethics, 1097a33-1098a3.
Aristotle, Politics, 1053a3-4.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1094b15-25.



lvii

研究　東洋

Aristotle, Nicomachean Ethics, 1094b18-19.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1094b20-21.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1134b28-29.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1134b35.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1134b26-27.
Aristotle, Metaphysics, 1072b14.
Aristotle, Metaphysics, 1072a28.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1177b31-1178a1.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 1178b9-17.

Abraham Edel, Aristotle and His Philosophy, Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1982, pp. 300-301.
Masayuki Sato, The Confucian Quest for Order: the origin and formation of the political 
thought of Xunzi, Leiden: Brill, 2003, pp. 230, 335-336.
Robert Eno, The Confucian Creation of Heaven, Albany: SUNY Press, 1990, p. 155.
Edward Machle, Nature and Heaven in the Xunzi, Albany: State University of New York 
Press, 1993, p. 37.
Kurtis Hagen, “Xunzi and the Prudence of Dao: Desire as the Motive to Become Good”, p. 67.

・

Sor-hoon Tan, “Li (Ritual / Rite) and Tian (Heaven / Nature) in the Xunzi: 
Does Confucian li need metaphysics?”, Sophia,



lviii

■講演・発表論文原文

摘要

一、战争的危害



lix

研究　東洋

二、西方当代国家理论背后的思想框架及其局限性



lx

■講演・発表論文原文

三、古代中国的人 -道思想

・
・

・
・

・

・
・

・



lxi

研究　東洋

・

・
・

・

・

・

四、基于人-道思想的和平理论



lxii

■講演・発表論文原文

・



lxiii

研究　東洋

五、中国古代“人-道”思想的现实意义

・



lxiv

■講演・発表論文原文



lxv

研究　東洋



lxvi

■講演・発表論文原文



lxvii

研究　東洋



lxviii

■講演・発表論文原文



lxix

研究　東洋



lxx

■講演・発表論文原文



lxxi

研究　東洋



lxxii

■講演・発表論文原文

論文要約

・ ・ ・ ・ ・



lxxiii

研究　東洋

・ ・

　核心語



lxxiv

■講演・発表論文原文

1. 緖  言

・

2. 聖學과 인간다움

・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・



lxxv

研究　東洋

・ ・
・



lxxvi

■講演・発表論文原文

3. 聖學의 持敬 方法

・ ・ ・ ・ ・



lxxvii

研究　東洋

4. 聖人은 完人이다.



lxxviii

■講演・発表論文原文

・ ・

5. 結  語



lxxix

研究　東洋

< 參  考  文  獻 > 

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶



lxxx

■講演・発表論文原文

論文要約

・ ・
・ ・

・

・

・ ・



lxxxi

研究　東洋

・

主題語 ・ ・ ・ ・ ・ ・

I. 序論

・

・ ・ ・
・ ・

・
・ ・ ・ ・ ・

・

・ ・



lxxxii

■講演・発表論文原文

・ ・
・ ・

II. 自己修養의 人格美

・
・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

　1. 事理를 분별하는 知

・



lxxxiii

研究　東洋

・
・ ・ ・

・

・

　2. 인간다워지는 仁



lxxxiv

■講演・発表論文原文

・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・



lxxxv

研究　東洋

　3. 義와 부합된 진정한 勇



lxxxvi

■講演・発表論文原文

・ ・

・

・ ・

III. 관계완성의 相生美

1. 關係性과 相生



lxxxvii

研究　東洋

・ ・
・ ・

　2. 易地思之의 恕



lxxxviii

■講演・発表論文原文

・

・ ・

　3. Win Win 하는 相生的 關係

・

・ ・

・



lxxxix

研究　東洋

・

・

Ⅳ . 總體的調和의 和諧美

1. 疏通의 一切感 矩之道



xc

■講演・発表論文原文

・
・

　2.  本分의 調和



xci

研究　東洋

・ ・ ・ ・ ・ ・

・

　3. 내외가 조화를 이루는 指導者償



xcii

■講演・発表論文原文

・ ・
・ ・

V. 結論

・ ・

・ ・



xciii

研究　東洋

・
・ ・



xciv

■講演・発表論文原文

< 參考文獻 >



xcv

研究　東洋

・

・ ・



xcvi

■論文外国語要旨

【論文外国語要旨】

・

・



xcvii

研究　東洋



xcviii
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Two Ways of Encountering (the) Other(s)
: the neighbours / the departed

SEKIZAWA Izumi

　We distinguish two models of describing an encounter with the Other/
others:　⑴ the Other/others as neighbours；⑵ the Other/others as departed.
In this article, we try to make a clearer picture of the second model, on which 
SUEKI Fumihiko is patiently working, as a historian of thought/philosopher.
⑴ The Other/others as neighbours
　This type of description is a very popular one on the contemporary 
philosophical scene, with an ethical tone: to avoid the realm of the same, we 
have to encounter the Other/others breaking our presupposition that they 
are akin to us. This picture, however, implies some utilitarian resonance, 
paradoxically: we seek the Other/others in order to change ourselves.
⑵ The Other/others as departed
　SUEKI Fumihiko insists that a successful description of the dead should 
be based on the relational terms (terms depicting relations‒we probably can 
reformulate it by using intentional ones in the scholastico-phenomenological 
sense), so as to avoid the existential questions (“do really the dead exist?”).
　According to the comparative analysis, however, between the expressions 
describing the dead in Ancient Greek and those in (contemporary) Japanese 
led by SHIMIZU Tetsuro, some of the Japanese expressions imply a kind of 
passage from this world to another one. It means that the notion of death, in 
Japanese at least, does not necessarily connote a perfect annihilation of our 
existence, as the English expression “departed” also suggests it to a certain 
extent. Besides, given that the contemporary Japanese language has at least 
two verbs to describe the existence of objects ‒ “aru” and “iru” ‒, the problem 
might not be knowing how to avoid the existential (ontological) terms, but 
how to construct a new ontology based on the conception incarnated in these 
linguistic expressions.
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