
わ
が
国
に
お
け
る
儒
教
、
と
く
に
近
世
の
儒
教
は
歴
史
的
に
い
か
に
評
価
せ

ら
れ
る
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
い
か

に
関
わ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
社
会
・
文
化
の
上
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た

か
の
問
題
は
、
日
本
思
想
史
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
従

来
か
ら
種
々
論
議
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
日
ひ
ろ
く
、
い
わ
ば
学

界
の
通
説
の
ご
と
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
近
世
の
い
わ
ゆ
る
幕
藩

体
制
を
思
想
的
に
基
礎
つ
け
、
封
建
的
秩
序
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
っ
た
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
事
実
は
あ
え
て
こ
れ
を

否
認
す
る
の
で
は
な
い
が
、
近
世
儒
学
に
は
、
別
に
西
欧
の
近
代
精
神
と
契
合

す
る
一
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
を
江
戸
時
代
の
封
建
体
制
か
ら
明
治
以
後

の
近
代
日
本
へ
の
内
的
発
展
を
準
備
し
、
可
能
に
し
た
。
約
言
す
れ
ば
、
江
戸

時
代
の
儒
学
は
日
本
近
代
化
の
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
別
の
評

価
が
一
部
の
間
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の

見
解
は
決
し
て
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
歴
史
事
実

に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
表
裏
の
二
面
と
も
見
ら
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
思

想
史
学
徒
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
今
日
は
も
は
や
そ
の
よ
う
な
大
ま
か
な
概
括

明
治
に
お
け
る
儒
教
の
評
価

的
評
価
に
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
近
世
儒
学
を
代
表
す
る

個
々
の
思
想
家
に
つ
い
て
、
よ
り
密
度
高
く
よ
り
堅
実
に
論
理
的
な
分
析
を
試

み
て
、
こ
れ
を
そ
の
置
か
れ
て
い
た
時
代
の
政
治
的
・
経
済
的
乃
至
社
会
的
な

環
境
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
た
だ
そ

れ
に
先
立
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
明
治
時
代
に
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
有
し
て
い
る

儒
教
評
価
の
二
面
が
す
で
に
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
そ
の
時
代
の
も
っ
と

も
緊
要
に
し
て
真
蟄
な
問
題
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
と
も
に
、
思

想
史
の
研
究
が
決
し
て
、
た
だ
過
去
の
思
想
自
体
の
究
明
の
承
で
な
く
、
深
く
現

代
の
問
題
を
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
べ
き
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

儒
教
が
過
去
の
（
維
新
前
の
）
日
本
人
に
よ
っ
て
、
い
か
に
受
容
・
理
解
さ

れ
、
そ
の
生
活
・
倫
理
の
形
成
の
上
に
い
か
に
大
き
い
役
割
を
果
し
て
き
た
か

に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
措
く
、
そ
れ
は
明
治
維
新
と
と
も
に
は
じ
ま
る
新
し
い

日
本
の
社
会
に
あ
っ
て
に
わ
か
に
厳
し
い
批
判
の
前
に
曝
さ
れ
た
。
維
新
以
前

に
あ
っ
て
も
、
一
部
の
蘭
学
者
ま
た
は
開
明
思
想
家
の
間
に
は
、
西
洋
文
化
と

柴
田

実
一



の
対
比
に
お
い
て
儒
教
の
欠
陥
を
指
摘
し
た
も
の
が
必
ず
し
も
な
く
は
な
か
っ

た
が
、
な
お
そ
の
多
く
は
「
彼
方
の
学
の
ご
と
き
は
、
た
だ
其
形
と
器
と
に
精

し
」
、
「
所
謂
形
而
下
な
る
も
の
の
承
を
知
り
て
、
形
而
上
な
る
も
の
は
い
ま
だ

あ
ず
か
り
聞
か
」
ざ
る
も
の
と
考
え
（
新
井
白
石
、
『
西
洋
紀
聞
』
）
、
「
器
械
芸
術

取
二
於
彼
一
、
仁
義
忠
孝
存
二
於
我
こ
（
橋
本
左
内
）
と
称
し
て
、
ゑ
ず
か
ら
儒
教
的

道
徳
に
つ
い
て
こ
れ
を
疑
い
、
あ
る
い
は
非
議
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
維
新
後
、
開
国
進
取
の
国
是
を
定
め
、
旧
習
一
洗
、
文
明
開
化
の
モ

ッ
ト
ー
の
下
に
滑
々
と
し
て
泰
西
の
思
潮
が
入
っ
て
来
る
と
き
、
鎖
国
下
封
建

社
会
の
支
柱
で
あ
っ
た
儒
教
の
倫
理
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
不
合
理
や
形
骸
化
を

暴
露
し
て
、
批
判
排
撃
の
対
象
と
な
る
。
「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人

の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
と
の
有
名
な
言
葉
を
も
っ
て
、
四
民
平
等
の
新
時
代
の

魁
と
な
っ
た
偉
大
な
啓
蒙
家
福
沢
諭
吉
は
、
そ
の
少
年
時
代
に
受
け
た
儒
教
主

義
の
教
育
に
対
し
て
、
生
来
反
抗
的
で
、
そ
れ
に
従
順
で
あ
っ
た
兄
と
は
対
照

的
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
福
翁
自
伝
』
ゞ
の
中
に
は
、
幼
時
過
っ
て
藩
主
の
名
の
書

か
れ
た
反
故
を
踏
ん
で
兄
に
と
が
め
ら
れ
、
臣
子
の
道
に
反
す
る
よ
う
に
い
わ

れ
た
の
に
納
得
が
で
き
ず
、
藩
主
の
名
は
お
ろ
か
、
神
名
の
記
さ
れ
た
お
札
を

ぱ
足
下
に
踏
ん
だ
り
、
便
所
に
持
っ
て
行
っ
た
り
し
た
こ
と
や
、
兄
弟
の
間
で

生
涯
の
志
を
述
べ
合
っ
た
と
こ
ろ
、
兄
が
「
死
に
至
る
ま
で
孝
悌
忠
信
と
唯
一

言
」
答
え
た
の
は
対
し
、
か
れ
は
「
日
本
一
の
大
金
持
ち
に
な
っ
て
思
ふ
さ
ま

金
を
使
っ
て
見
や
う
と
思
ふ
」
と
述
べ
た
こ
と
な
ど
、
興
味
あ
る
逸
話
を
伝
え

て
い
る
が
、
か
れ
は
終
生
に
亘
っ
て
儒
教
の
重
ん
じ
た
身
分
的
秩
序
や
権
威
主

義
を
ぱ
否
定
し
、
そ
れ
に
代
る
個
人
の
独
立
自
尊
と
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
条
件

と
し
て
知
識
見
聞
を
ひ
ろ
め
財
産
や
信
用
を
増
す
こ
と
の
要
を
説
い
た
の
で
あ

っ
た
。
晩
年
、
男
尊
女
卑
の
観
念
に
立
つ
『
女
大
学
』
に
痛
烈
な
批
評
を
加
え

て
、
代
り
に
新
し
い
時
代
の
女
子
教
育
の
理
想
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
も
か
れ
の

反
儒
教
的
信
念
が
窺
わ
れ
る
。

福
沢
の
儒
教
批
判
が
主
と
し
て
か
れ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
見
地
よ

り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
よ
り
内
面
的
に
、
よ
り
宗
教
的
な
見
地
に

基
い
て
の
批
判
は
、
明
治
キ
リ
ス
ト
教
界
の
先
覚
の
一
人
小
崎
弘
道
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
。
か
れ
の
『
政
教
新
論
』
（
明
治
十
九
年
）
は
、
そ
の
名
の
よ
う
に
、
今

や
「
改
革
の
時
代
」
に
当
っ
て
わ
が
国
の
政
教
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
す
る

問
題
意
識
に
立
っ
て
試
承
ら
れ
た
儒
基
両
教
諭
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
か

れ
は
、
儒
教
が
本
来
、
国
家
の
治
安
、
天
下
の
太
平
を
目
的
と
し
た
一
種
の
社

会
法
と
も
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
厳
格
な
上
下
の
身
分
秩
序
を
前
提

に
、
徳
教
と
礼
楽
・
刑
政
と
を
そ
の
内
容
に
し
、
そ
れ
を
挙
げ
て
一
人
の
君
主

の
責
任
に
帰
し
、
そ
の
理
想
を
ぱ
過
去
に
求
む
る
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
性
質

を
概
括
し
た
上
、
そ
の
利
害
を
考
え
、
儒
教
主
義
の
も
っ
と
も
不
可
な
る
と
こ

ろ
と
し
て
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。

「
（
儒
教
は
）
人
為
を
以
て
社
会
に
厳
格
な
る
貴
賎
尊
卑
上
下
の
区
別
を

立
て
、
一
般
の
人
民
を
凡
て
愚
蒙
幼
稚
視
し
荏
弱
過
り
易
き
同
等
の
人
類

（
引
用
者
注
ｌ
君
主
を
指
す
）
に
無
上
の
権
力
を
与
え
、
政
治
・
宗
教
・
学
問
及
其

他
一
切
の
人
事
を
以
て
其
人
に
一
任
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
新

社
会
に
は
適
し
な
い
。
文
明
改
進
、
社
会
開
発
の
結
果
、
今
日
で
は
君
臣

の
関
係
は
変
じ
て
政
府
人
民
の
関
係
と
な
り
、
男
女
夫
婦
の
関
係
、
家
族

の
制
度
も
ま
た
往
昔
と
そ
の
趣
を
異
に
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
儒
教
随
一

の
教
で
あ
る
忠
孝
の
教
え
の
ご
と
ぎ
も
、
「
詳
密
に
こ
れ
を
究
む
る
と
き

は
、
蕾
に
真
の
道
徳
と
為
す
可
か
ら
ざ
る
の
承
な
ら
ず
、
寧
ろ
開
明
の
進

歩
を
害
す
る
も
の
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

二



と
ま
で
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
が
当
時
に
お
い
て
、
い
か
に
強
い

衝
撃
を
人
々
に
与
え
、
そ
の
反
擢
を
買
う
べ
き
勇
気
あ
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
か

は
、
今
日
そ
れ
を
読
む
も
の
の
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
小
崎
の
儒
教
批
判
の
う
ち
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
見
地
に
立

つ
所
論
よ
り
も
、
か
れ
が
基
督
者
と
し
て
さ
ら
に
聴
く
べ
き
は
、
よ
り
宗
教
的

立
場
に
立
っ
て
、
「
我
は
善
を
知
っ
て
之
を
好
む
も
尚
ほ
悪
に
従
ふ
」
と
告
白

せ
ざ
る
を
え
な
い
人
生
の
真
境
を
深
く
反
省
し
、
い
わ
ゆ
る
儒
教
的
オ
プ
チ
ミ

ズ
ム
を
誤
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
儒
教
は
性
善
を
説
き
、
人
は
道
を
知
れ

ば
必
ず
こ
れ
に
従
う
も
の
だ
と
し
て
教
訓
を
重
ん
ず
る
が
、
善
悪
の
区
別
と

知
愚
の
区
別
と
は
決
し
て
同
じ
で
な
く
、
過
失
と
罪
悪
と
も
ま
た
同
じ
で
な

い
。
道
徳
を
維
持
す
る
に
は
必
要
な
も
の
は
権
威
と
感
化
力
の
二
つ
で
あ
っ

て
、
儒
者
の
い
う
よ
う
に
上
に
聖
賢
の
君
あ
っ
て
賞
罰
政
刑
の
権
威
烈
日
の
ご

と
き
も
の
あ
る
場
合
に
は
、
よ
く
民
の
風
俗
敦
厚
な
る
こ
と
を
え
よ
う
が
、
そ

の
よ
う
な
王
者
を
見
出
す
こ
と
は
数
百
年
に
一
度
も
期
し
難
く
、
政
教
一
致
の

今
日
に
行
な
わ
れ
難
い
こ
と
を
知
れ
ば
、
儒
教
の
理
想
は
所
詮
唐
虞
三
代
の
昔

語
り
に
過
ぎ
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
儒
教
の
弱
点
を
鋭
く
衝
い
て

余
穂
な
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
風
潮
の
中
で
、
し
か
し
な
が
ら
儒
教
を
擁
護
し
、
こ
れ
を
も
っ
て

依
然
政
教
の
基
本
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
者
も
ま
た
決
し
て
少
な
く
は

な
か
っ
た
。
例
え
ば
西
村
茂
樹
の
ご
と
き
そ
の
代
表
の
一
人
で
あ
っ
た
。
か
れ

も
明
治
の
初
期
に
あ
っ
て
は
西
周
ら
と
と
も
に
明
六
社
を
興
し
た
開
明
主
義
の

チ
ャ
ン
ピ
ョ
ン
で
あ
っ
た
が
、
後
に
修
身
学
社
を
創
め
て
教
科
書
の
編
纂
に
当

り
、
『
婦
女
鑑
』
な
ど
を
出
す
に
至
っ
て
よ
う
や
く
保
守
的
傾
向
を
強
め
、
『
日

本
道
徳
論
』
（
明
治
十
九
年
）
に
お
い
て
は
明
白
に
儒
教
に
基
づ
い
た
新
し
い
道
徳

学
樹
立
の
要
を
力
説
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
お
よ

そ
道
徳
を
説
く
も
の
は
数
多
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
概
括
す
れ
ば
、
世
教
と
世

外
教
（
宗
教
）
と
の
二
種
類
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
世
教
は
道
理
を
主
と
し
、

世
外
教
は
信
仰
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
那
の
儒
道
と
欧
州
の
哲
学
と

は
前
者
、
印
度
の
仏
教
と
西
国
の
耶
蘇
教
は
後
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

而
し
て
わ
が
国
に
あ
っ
て
は
、
世
教
・
世
外
教
と
も
に
相
継
い
で
他
国
か
ら
入

来
り
、
そ
の
中
、
仏
教
は
上
下
と
も
に
行
な
わ
れ
、
儒
道
は
ひ
と
り
上
等
社
会

に
の
ゑ
行
な
わ
れ
、
そ
の
勢
力
大
い
に
仏
教
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
三
百
年

以
前
か
ら
儒
道
が
ひ
ろ
く
武
門
の
間
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
階
級
が
上
に
立
っ

て
、
政
治
・
法
律
と
も
、
儒
道
に
根
拠
し
て
そ
の
制
度
を
定
め
た
の
で
、
仏
教

は
た
だ
下
等
人
民
の
信
仰
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
然
る
に
維
新
の
初
め

旧
物
一
洗
の
際
に
当
っ
て
、
従
来
士
分
の
尊
奉
し
て
道
徳
の
標
準
と
し
て
き
た

と
こ
ろ
の
儒
道
を
も
溌
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
日
本
中
等
以
上
の
人
士
は
道

徳
の
根
拠
を
失
い
、
人
心
の
一
致
が
な
く
、
民
の
道
徳
も
よ
う
や
く
頽
敗
の
兆

を
萠
す
に
至
っ
た
。
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
存
立
も
危
き
に
至

る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
、
新
た
に
日
本
に
道
徳
の
教
を
立
て
よ
う
と
す
る
に

は
、
世
教
と
世
外
教
と
そ
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
世
教

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
今
日
人
智
ま
す
ま
す
開
け
、
神
異
を

信
ず
る
の
念
は
日
に
消
し
、
道
理
を
信
ず
る
の
念
日
に
益
し
つ
つ
あ
る
が
ゆ
え

に
、
下
等
社
会
と
い
え
ど
も
世
外
教
に
対
す
る
信
用
を
、
お
い
お
い
な
く
し
て

行
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
宗
教
は
同
教
相
嫉
む
性
質
が
あ
り
、
仏
教
と
耶
蘇
教

と
は
た
が
い
に
相
敵
視
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
全
く
滅
び

て
し
ま
う
ま
で
は
、
平
和
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。

一
一
一



そ
れ
で
は
世
教
の
中
何
を
用
う
る
を
宜
し
と
す
る
か
と
い
え
ば
、
儒
道
も
哲

学
も
、
と
も
に
そ
の
一
を
専
ら
に
用
い
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
り
不
可
能
で
あ

る
。
「
吾
が
一
定
の
主
義
は
二
教
（
儒
教
・
哲
学
）
の
精
粋
を
採
り
て
そ
の
粗

雑
を
棄
つ
る
な
り
。
二
教
の
精
神
を
採
り
て
其
形
迩
を
棄
つ
る
な
り
。
二
教
の

一
致
に
帰
す
る
所
を
採
り
て
其
の
一
致
に
帰
せ
ざ
る
所
を
棄
つ
る
な
り
、
」
と

説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
の
立
場
は
決
し
て
た
だ
従
来
の
儒
教
を
そ
の
ま

ま
復
興
し
て
、
そ
れ
に
準
拠
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
欠
陥
を
反
省

し
、
そ
の
弊
害
を
取
除
い
て
、
新
し
い
儒
教
と
い
う
よ
り
も
新
し
い
日
本
道
徳

を
打
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
西
洋
哲
学
の
長
と
す
る
と
こ

ろ
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
か
れ
が
専
ら
儒
道
の
み
も
っ
て
日
本

道
徳
の
基
礎
と
な
し
え
な
い
と
す
る
理
由
は
五
つ
あ
り
、

一
、
儒
道
の
理
論
は
近
代
科
学
と
背
馳
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

二
、
儒
道
は
禁
戒
の
語
が
多
く
て
、
勧
奨
の
語
が
少
な
い
。

三
、
儒
道
は
尊
属
に
利
に
し
て
卑
属
に
不
利
で
あ
る
。

四
、
儒
道
は
男
尊
女
卑
の
教
多
く
男
女
の
際
を
論
ず
る
に
公
平
で
な
い
。

五
、
儒
道
は
尚
古
主
義
的
で
あ
っ
て
、
今
日
の
時
勢
に
適
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
諸
点
は
さ
き
の
小
崎
弘
道
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る

と
こ
ろ
が
な
い
が
、
し
か
し
西
村
茂
樹
は
い
う
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
儒
教
の
本

質
的
欠
陥
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
西
国
の
哲
学
に
も
ま
た
別
の
欠
失
が

あ
る
。

言
知
を
論
ず
る
に
重
く
し
て
行
を
論
ず
る
に
軽
い
。

三
、
哲
学
に
は
治
心
の
術
な
し
。

三
、
哲
学
者
は
皆
古
人
の
上
に
出
ん
こ
と
を
求
め
て
、
こ
と
さ
ら
異
説
を

立
て
て
古
人
の
説
を
排
撃
す
る
。

四
、
哲
学
に
は
幾
多
の
学
派
が
あ
り
、
学
派
ご
と
に
道
徳
の
原
理
が
同
じ

で
な
い
。

と
、
こ
う
し
た
比
較
校
量
の
後
に
、
か
れ
は
上
述
の
よ
う
に
二
教
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
を
求
め
て
《
そ
れ
は
儒
道
に
い
う
と
こ
ろ
の
誠
で
あ
る
と
し
て
『
中

庸
』
や
『
大
学
』
に
よ
り
つ
つ
、
そ
の
趣
旨
を
さ
ら
に
敷
桁
す
る
の
で
あ
っ

て
、
全
体
と
し
て
そ
の
主
張
は
ど
こ
ま
で
も
儒
教
を
根
底
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
巽
え
よ
湧
司
ノ
。

こ
の
よ
う
な
『
日
本
道
徳
論
』
は
そ
の
論
理
が
極
め
て
単
純
、
粗
乗
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
い
わ
ゆ
る
世
外
教
（
宗
教
）
Ｉ
仏
教
に
つ
い
て
も
耶
蘇
教
に
つ
い
て
の

理
解
は
ま
こ
と
に
浅
溥
に
し
て
、
か
つ
一
面
的
に
過
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
そ
の
発
想
法
Ｉ
そ
の
問
題
と
す
る
と
こ

ろ
と
、
そ
の
取
上
げ
方
と
は
、
か
れ
と
同
時
代
に
お
い
て
の
承
な
ら
ず
、
今
日

に
お
い
て
も
な
お
し
ば
し
ば
そ
れ
と
同
巧
の
考
え
方
が
繰
返
し
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
今
我
々
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
決
し
て

無
視
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
か
れ
の
立
場
を
一

般
化
し
て
い
え
ば
大
き
な
社
会
変
革
と
新
し
い
異
質
文
化
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て

ひ
き
起
こ
さ
れ
た
伝
統
的
価
値
観
の
崩
壊
・
喪
失
に
対
し
て
い
か
に
新
し
い
道

徳
を
樹
立
し
い
か
に
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
か
と
い
う
、
そ
の
時
代
の
強
い

要
請
に
対
し
て
、
歴
史
的
に
問
題
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
考
え
、
喪
わ
れ
た

よ
み
が

伝
統
を
回
復
し
、
そ
れ
を
ぱ
さ
ら
に
新
し
い
生
命
あ
る
も
の
に
蘇
え
ら
し
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
努
力
は
ひ
と
り
か
れ
の
承
な
ら
ず
明
治

時
代
を
通
じ
て
一
貫
し
て
識
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
の
も
っ
と
も
公
的
な
現
わ
れ
が
他
な
ら
ぬ
『
教
育
勅
語
』
で
あ
っ
た
。

『
教
育
勅
語
』
は
そ
の
発
布
に
至
る
過
程
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
右
の
西
村

四



茂
樹
の
『
日
本
道
徳
論
』
と
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
動
機
よ
り
出
て
、
元
田
永
孚

ら
を
中
心
に
起
草
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
新

し
い
国
民
道
徳
を
わ
が
国
の
歴
史
的
国
体
に
も
と
づ
い
て
示
そ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
儒
教
的
諸
観
念
に
よ
っ

て
貫
か
れ
て
い
る
。
た
だ
に
、
父
母
へ
の
孝
、
兄
弟
の
友
、
夫
婦
の
和
、
朋
友
の

信
、
ま
た
身
を
持
す
る
の
恭
謙
と
い
っ
た
諸
徳
目
が
儒
教
的
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
親
よ
り
疎
に
及
ぼ
し
、
己
を
修
め
て
後
公
益
世
務
に
及
ぶ
と
す
る
、
そ

の
順
序
が
ま
た
全
く
儒
教
の
説
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
中

「
国
憲
ヲ
重
ン
ジ
国
法
二
従
上
」
の
一
条
だ
け
は
普
遍
の
儒
教
の
教
説
に
は
見

ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
、
も
と
よ
り
決
し
て
そ
れ
に
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し

て
も
、
単
な
る
儒
教
思
想
の
所
産
と
は
見
な
し
難
い
と
の
反
論
も
あ
る
で
あ
ろ

う
。
確
か
に
そ
の
文
言
は
元
田
の
草
案
に
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、
伊
藤
博

文
、
井
上
毅
ら
近
代
的
立
憲
国
家
の
建
設
を
理
想
と
し
て
い
た
開
明
派
の
人
々

の
意
見
を
容
れ
て
、
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
知
能

の
啓
発
、
公
益
の
増
進
を
う
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の
内
容
が
封
建
的

儒
教
道
徳
そ
の
ま
ま
で
な
い
こ
と
が
い
い
え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
勅
語
の
内
容

は
、
そ
の
動
機
や
そ
の
草
案
起
草
者
個
人
の
性
格
か
ら
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
よ

り
も
は
る
か
に
普
遍
性
を
も
っ
た
、
近
代
的
教
訓
と
な
り
、
そ
の
言
葉
の
と
お

り
一
応
「
コ
レ
ヲ
古
今
二
通
ジ
テ
誤
ラ
ズ
、
コ
レ
ヲ
中
外
二
施
シ
テ
戻
ラ
ズ
」

と
い
う
に
は
じ
ぬ
も
の
と
な
っ
た
と
評
せ
ら
れ
る
。

も
し
果
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
『
教
育
勅
語
』
を
も
っ
て
か
わ
が

あ
つ

国
に
お
け
る
儒
教
的
伝
統
の
精
粋
を
鐘
め
、
そ
の
精
神
を
継
承
拡
充
し
て
作
ら

れ
た
最
高
の
道
徳
基
準
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
か
っ
て
は

そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
強
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
明
治
の
忠
良
な
る
臣
民
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
こ
に
完
全
に
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
道
徳
と
は
各
個
人
の
内
面
的
自
発
性
に

基
づ
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
こ
と
な
く
、
勅
語
の
権
威
に
よ
っ
て
上
か
ら
あ
る

い
は
外
か
ら
こ
れ
を
強
い
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ま
ず
そ
の
致
命
的
欠
陥
が

あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
も
と
冒
頭
に
い
う
と
こ
ろ
、
わ
が
国
民
の

道
徳
が
わ
が
国
体
に
淵
源
し
父
祖
の
実
跡
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
の

は
、
道
徳
を
全
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
至
上
命
法
と
し
て
説
く
の
で
な
く
、
そ
れ
を

具
体
的
に
歴
史
と
伝
統
の
中
に
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
図
に
は
じ

ゅ
う
ぶ
ん
尊
重
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
国
体
の

観
念
や
歴
史
観
は
正
し
く
神
話
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
上
に
立
ち
、
古
い
共
同
体

的
国
家
観
、
す
な
わ
ち
「
義
〈
君
臣
ニ
シ
テ
情
ハ
父
子
ヲ
兼
ヌ
」
と
い
わ
れ
る

家
族
的
国
家
観
に
基
礎
を
お
く
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
文
に

つ
づ
く
諸
徳
目
が
、
上
の
前
提
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
上
か
ら
、
あ
る
い
は
外

か
ら
強
制
と
受
取
ら
れ
て
、
内
か
ら
そ
の
生
命
に
触
れ
、
そ
の
底
か
ら
自
覚
さ

れ
て
く
る
生
命
力
を
伴
わ
ぬ
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
で

な
く
『
勅
語
』
は
、
個
人
の
抱
く
罪
の
意
識
や
霊
魂
の
問
題
、
死
後
の
問
題
等

総
じ
て
宗
教
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
関

し
て
は
起
草
の
過
程
に
お
い
て
さ
き
に
述
べ
た
井
上
毅
ら
が
政
教
分
離
を
建
て

前
と
す
る
近
代
国
家
の
立
場
を
正
し
く
理
解
し
、
政
治
は
個
人
の
信
教
に
は
立

入
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
限
界
を
よ
く
心
得
て
い
て
、
そ
う
し
た
虞
れ
あ
る

文
言
を
チ
ュ
ッ
ク
し
た
こ
と
が
、
知
ら
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
そ
れ

が
た
め
に
勅
語
が
十
分
な
内
容
を
も
ち
な
が
ら
、
人
を
し
て
内
か
ら
感
奮
し
て

そ
の
箇
条
を
実
践
せ
し
め
る
よ
う
に
駆
り
立
て
る
力
ｌ
さ
き
に
小
崎
弘
道
が

用
い
た
こ
と
ば
仮
れ
ぱ
感
化
力
ｌ
に
乏
し
い
こ
と
は
上
に
述
べ
た
と
お
り
で

五



以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
儒
教
の
伝
統
は
明
治
維
新
に
お
い
て
す
で
に
一

た
び
死
滅
に
近
い
打
撃
を
受
け
、
そ
の
後
『
教
育
勅
語
』
に
形
を
変
え
て
↓
そ

の
延
命
が
図
ら
れ
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
成
果
は
必
ず
し
も
所
期
の
と
お
り
で

は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
わ
れ
わ
れ
は
儒
教
の
伝
統
な
る
も
の
を
か
っ
て
明
治

の
人
々
が
考
え
た
よ
う
に
、
し
か
く
狭
く
忠
孝
の
道
徳
、
義
勇
奉
公
の
精
神
に

の
ゑ
限
る
こ
と
な
く
、
歴
史
的
に
そ
れ
に
基
い
て
発
展
し
、
自
覚
さ
れ
て
き
た

合
理
主
義
の
精
神
や
人
間
観
、
ま
た
厳
密
に
は
儒
教
と
は
区
別
さ
る
べ
き
も
の

な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
つ
ね
に
そ
れ
と
形
影
相
伴
っ
て
発
展
し
来
っ
た

と
こ
ろ
の
老
荘
的
乃
至
禅
的
自
然
観
等
に
ま
で
拡
げ
て
考
え
る
と
き
、
そ
の
命

脈
は
少
く
と
も
明
治
・
大
正
の
時
代
に
あ
っ
て
は
な
お
脈
々
皷
動
を
つ
づ
け
る

も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
儒
教
の
合
理
主
義
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
世
俗
主
義
と
と

も
に
、
儒
教
の
も
っ
と
も
大
き
い
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
上
に
も
一
度
述

べ
た
。
そ
れ
は
「
怪
力
乱
神
ヲ
語
ラ
ズ
。
」
と
い
い
、
「
未
ダ
生
ヲ
知
ラ
ズ
、

イ
ヅ
ク
ン
ゾ
死
ヲ
知
ラ
ン
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
超
自
然
の
こ
と
を
語
ら

ず
、
死
後
の
生
を
説
か
ぬ
と
い
う
、
た
だ
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
に
お
い
て
そ
う

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
易
や
朱
子
に
み
る
よ
う
に
よ
り
積
極
的
に
宇
宙
万
有

を
貫
い
て
働
く
理
の
存
在
を
信
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
語
の
も
っ
と
も
本

質
的
な
意
味
に
お
い
て
合
理
主
義
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー

あ
る
。
『
教
育
勅
語
』
は
戦
後
、
勅
語
と
し
て
の
失
効
を
宣
言
さ
れ
た
が
、
そ

の
点
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
今
日
求
め
ら
れ
る
人
間
像
の
要
請
に
ま
ず

失
格
す
る
と
さ
れ
る
の
も
ま
た
そ
れ
故
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

ル
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
の
合
理
主
義
に
も
影
響
す
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
上
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
で
近
代
自
然
科
学

の
立
場
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
て
、
と
く
に
わ
が
国
に
あ
っ
て
は
、
科
学
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
前
提
を
な
し
た
こ
と
は
、
つ
と
に
杉
田
玄

白
が
そ
の
『
蘭
学
事
始
』
に
お
い
て
述
懐
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
来
、

朱
子
学
に
お
い
て
形
づ
く
ら
れ
た
窮
理
学
と
い
う
語
が
そ
の
ま
ま
も
ご
巴
８

の
訳
語
と
し
て
今
日
の
物
理
学
の
意
に
用
い
ら
れ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
例

と
い
え
よ
う
。
ひ
と
り
江
戸
時
代
の
蘭
学
者
に
限
ら
ず
、
明
治
大
正
時
代
の
わ

が
国
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
科
学
者
た
ち
は
、
多
く
そ
の
幼
少
時
代
に
儒
学
的

教
養
を
身
に
つ
け
た
人
々
で
あ
っ
た
。
加
藤
弘
之
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
明

治
の
理
学
者
た
ち
は
、
ス
。
ヘ
ン
サ
ー
や
コ
ム
ト
ら
と
と
も
に
、
進
化
論
の
立
場

か
ら
儒
教
よ
り
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
て
、
そ
の
虚
誕
迷
蒙
を
難
じ
た

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
よ
り
興
味
あ
る
事
実
は
、
明
治
の
多
く
の
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
に
と
っ
て
謬
そ
の
信
仰
は
儒
教
的
教
養
の
上
に
築
か
れ
た
と
い
う

か
、
あ
る
い
は
儒
教
的
精
神
の
拡
充
と
し
て
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
古

く
は
横
井
小
楠
や
中
村
敬
字
な
ど
、
か
れ
ら
は
ま
だ
ほ
ん
と
う
に
ク
リ
ス
ト
教

に
改
宗
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
陽
明
学
の
教
養
の
上
に
漢
訳

の
ク
リ
ス
ト
教
書
を
通
じ
て
、
上
帝
に
基
く
西
洋
の
正
教
の
意
義
を
知
っ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
熊
本
バ
ン
ド
に
加
盟
し
た
人
々
も
皆
そ
う
で

あ
っ
た
。
前
述
の
小
崎
弘
道
の
ご
と
き
も
く
お
く
れ
て
そ
れ
に
加
わ
っ
た
一
人

で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
儒
教
は
ひ
っ
き
ょ
う
正
し
い
天
然
の
宗

教
に
至
る
階
梯
準
備
と
見
な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
純
粋
に
倫
理
的
な
信
念
と
、
熱
烈
な
愛
国
心
と
に
よ
っ
て
明
治
・
大
正

期
を
通
じ
て
も
っ
と
も
ひ
ろ
く
わ
が
国
知
識
人
の
間
に
大
き
な
感
化
を
及
ぼ
し

一
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た
内
村
鑑
三
は
、
そ
の
『
余
は
如
何
に
し
て
基
督
教
徒
と
な
り
し
乎
』
の
中

で
、
そ
の
幼
時
「
四
書
・
五
経
は
殆
ど
各
節
を
論
ん
ず
る
こ
と
が
出
来
た
」
立

派
な
儒
学
者
で
あ
っ
た
父
か
ら
、
全
く
儒
教
的
な
教
育
を
受
け
「
支
那
諸
聖
賢

の
倫
理
的
・
政
治
的
教
訓
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
と
も
、
其
の
教
の
全

体
的
の
感
じ
に
感
化
さ
れ
た
」
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
か
れ
の
き
ま
じ
め
で

ス
ト
イ
ッ
ク
な
性
格
と
潔
癖
で
廉
恥
を
重
ん
ず
る
心
情
と
は
、
正
し
く
こ
の
幼

時
の
儒
教
的
教
訓
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
（
た
と
え
後
年
、

聖
書
を
通
じ
て
そ
れ
が
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た
と
い
い
う
る
に
し
て
も
。
）
か
れ

は
こ
の
書
に
つ
い
で
キ
リ
ス
ト
教
国
民
に
『
代
表
的
日
本
人
』
と
し
て
西
郷
隆

盛
・
上
杉
鷹
山
・
二
宮
尊
徳
・
中
江
藤
樹
な
ら
び
に
日
蓮
上
人
の
五
人
を
選
んつぎ

で
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
に
際
し
、
「
こ
れ
は
現
在
基
督
信
徒
た
る
余
自
身
の
接

き

む
い
き

木
せ
ら
れ
て
い
る
砧
木
の
幹
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
．
（
『
代
表
的
日
本

人
』
独
返
語
版
敵
）
五
人
の
う
ち
日
蓮
一
人
を
除
け
ば
他
は
皆
儒
教
的
伝
統
を
承
い

だ
人
々
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
ゑ
ず
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
念
と
を
接
木
と

砧
木
と
の
関
係
に
凝
し
た
こ
と
は
、
さ
き
の
小
崎
弘
道
が
儒
教
を
も
っ
て
基
督

教
に
至
る
階
梯
と
考
え
た
よ
り
も
よ
り
一
そ
う
適
切
な
比
嚥
と
い
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
け
だ
し
階
梯
と
い
い
準
備
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
目
的
と
す

る
と
こ
ろ
よ
り
一
段
低
く
、
か
つ
未
熟
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
、
そ
の
上
段
に

昇
り
、
そ
の
完
熟
を
み
た
場
合
に
は
も
は
や
そ
の
用
な
き
も
の
、
価
値
な
き
も
の

と
し
て
見
棄
て
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
接
木

に
対
す
る
砧
木
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
合
わ
せ
て
一

本
の
樹
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
生
き
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
美
し
い
花
実
は
接
木

に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
常
に
砧
木
か
ら
そ
の
養
分
を
吸
収
し
、
よ
き
砧
木

に
接
木
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
く
成
熟
す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
人
間
の
精
神
的
成
長
に
お
い
て
も
事
情
は
全
く
同
様
で
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
確
か
に
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
回
心
な
る
も
の
は
一
旦
明
確
に
既
往
の
信
仰

を
棄
て
去
り
、
そ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
果
し
て
形
式
論
理
的
に
し
か
く
簡
単
に
割
切
り
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
村
自
身
決
し
て
．
日
に
て
回
心
し
な
か
っ
た
、

余
の
回
心
は
遅
々
と
し
て
漸
次
に
進
行
し
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後

よ

に
か
れ
が
み
ず
か
ら
を
「
基
督
信
徒
と
称
ぶ
に
必
要
欠
く
可
か
ら
ざ
る
も
の
と

考
え
て
い
る
『
基
督
教
』
の
根
本
教
義
を
信
ず
る
」
に
至
っ
た
と
き
、
勿
論
か

れ
は
自
覚
的
に
は
神
道
か
ら
も
儒
教
か
ら
も
完
全
に
抜
け
出
て
い
た
と
い
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
が
↓
こ
れ
を
裏
か
ら
い
え
ば
、
か
れ
の
中
の
儒
教
的
な
も
の
は
、

そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
自
覚
を
通
じ
て
よ
り
高
め
ら
れ
、
よ
り
強
く
生
か
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
の
キ
リ
ス
ト
教

が
た
と
え
ば
そ
の
無
教
会
主
義
の
一
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
オ
ー
ソ
ド
キ
シ
ー
か
ら
ゑ
て
著
し
く
個
性
的

色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
に
解
し
て
こ
そ
正

し
く
説
明
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
に
お
け
る
儒
教
的
伝
統
の
遺
産
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
明
治
時
代
新

し
く
西
方
か
ら
入
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
近
代
科
学
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
キ
リ
ス

ト
教
の
砧
木
と
し
て
生
か
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
広
く
文
化
の
諸
方
面

に
そ
の
影
響
を
と
ど
め
た
。
例
え
ば
鴎
外
や
漁
石
の
文
学
に
ふ
る
高
貴
な
精
神

と
い
い
、
中
江
兆
民
や
河
上
肇
の
政
治
的
・
社
会
的
言
行
に
見
る
不
驫
の
魂
性

と
い
い
、
そ
の
外
に
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
と
、
そ
の
内
に
あ
っ
て
こ
れ
を
育
成
し

三
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た
も
の
と
の
関
係
は
、
正
し
く
さ
き
の
内
村
鑑
三
ら
に
見
る
と
こ
ろ
と
同
じ
も

の
が
あ
っ
た
。
今
、
そ
れ
ら
の
個
々
に
つ
い
て
実
証
的
に
こ
れ
を
理
解
す
る
こ

と
は
と
う
て
い
紙
幅
の
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
漁
石
一
人
に

つ
い
て
少
し
く
立
入
っ
て
、
そ
の
点
を
考
え
て
見
た
い
。

明
治
大
正
の
い
わ
ゆ
る
文
豪
の
中
、
そ
の
生
前
死
後
に
わ
た
り
、
国
民
の
各

層
か
ら
も
っ
と
も
ひ
ろ
く
も
っ
と
も
ふ
か
く
敬
愛
せ
ら
れ
た
も
の
、
澱
石
に
如

く
も
の
は
な
い
が
、
そ
の
漁
石
が
、
か
れ
の
作
品
Ｉ
た
だ
小
説
の
み
に
と
ど

ま
ら
ず
評
論
は
も
と
よ
り
、
俳
句
、
漢
詩
等
を
通
じ
て
描
き
出
し
た
人
間
像

は
、
果
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
も
そ
も
ま
た
そ
う
い
う
作
品
を

生
み
出
し
た
灘
石
そ
の
人
は
い
か
な
る
人
間
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
に
適
確
に
答

え
る
た
め
の
鍵
と
な
る
も
の
は
そ
の
晩
年
好
ん
で
口
に
し
た
と
こ
ろ
の
「
則
天

去
私
」
な
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
「
天
二
則
ツ
テ
私
ヲ
去
ル
」
と
云
う
こ
の
わ
ず

か
四
箇
の
漢
字
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
す
こ
ぶ
る
含
蓄
的
で
、
瀬
石
が
真
に
何

を
い
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
ど
う
し
て
そ
う
い
う
境
地
に
達
す

る
に
至
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
綿
密
に
吟
味
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
の

大
仕
事
で
あ
る
が
、
さ
し
当
り
岡
崎
義
恵
氏
の
労
作
に
助
け
ら
れ
つ
つ
、
摸
索

す
れ
ば
、
氏
は
ま
ず
松
岡
讓
氏
が
か
き
と
ど
め
た
瀞
石
自
身
の
言
葉
、

（
則
天
去
私
と
は
）
つ
ま
り
普
通
自
分
自
身
と
い
う
所
謂
小
我
の
私
を

去
っ
て
、
も
っ
と
大
き
な
謂
わ
ぱ
普
遍
的
な
大
我
の
命
ず
る
ま
ま
に
自
分

を
ま
か
せ
る
と
い
っ
た
や
う
な
事
な
ん
だ
が
、
さ
う
言
葉
で
言
っ
て
し
ま

っ
た
ん
で
は
尽
く
せ
な
い
気
が
す
る
。
そ
の
前
に
出
る
と
普
通
え
ら
そ
う

に
見
え
る
一
つ
の
主
張
と
か
、
理
想
と
か
、
主
義
と
か
い
ふ
も
の
も
結
局

ち
っ
ぽ
け
な
も
の
で
、
さ
う
か
と
い
っ
て
普
通
つ
ま
ら
な
い
と
見
ら
れ
て

い
る
も
の
で
も
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
存
在
が
與
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
観

る
方
か
ら
い
え
ば
、
す
べ
て
が
一
視
同
仁
だ
。
差
別
無
差
別
と
い
ふ
や
う

な
事
に
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
。

と
い
う
説
明
を
さ
ら
に
細
か
く
検
討
し
て
、
そ
れ
は
突
然
起
こ
っ
た
不
幸
に
対

し
て
こ
れ
を
平
静
に
眺
め
る
と
い
う
、
た
だ
情
緒
的
・
気
分
的
な
面
だ
け
で
な

く
、
公
平
で
あ
る
こ
と
、
正
し
く
あ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
則
天
去
私

の
内
容
は
た
だ
一
段
高
い
立
場
に
立
っ
て
の
．
般
的
な
憐
悪
」
と
か
「
頁
当

な
意
味
に
於
け
る
博
大
の
心
」
と
か
と
い
う
に
尽
き
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
も

っ
と
残
酷
な
も
の
を
も
含
ん
だ
「
枯
淡
」
な
も
の
、
知
的
な
も
の
で
あ
る
と
解

し
て
、
漁
石
晩
年
の
詩
句
「
空
中
独
唱
白
雲
吟
」
に
見
る
虚
懐
・
寂
莫
を
重
視

す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
解
釈
と
い
え
よ
う
。

（
岡
崎
義
恵
『
漱
石
と
則
天
去
私
』
新
版
四
四
九
）

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
当
面
の
問
題
は
そ
の
よ
う
な
激
石
の
則
天
去
私
観
が
い

ず
こ
に
由
来
し
、
ま
た
今
日
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
を
教
え
る
か
、
の
点
に
あ

る
。
こ
の
四
字
の
漢
語
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
古
典
の
中
に
そ
の
出
所
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
意
味
で
漱
石
の
造
語
で
あ
る
こ
と
は
問
題
は
な
い

が
、
則
天
と
い
い
、
去
私
と
い
う
、
そ
の
天
や
私
の
伝
統
的
な
儒
教
の
観
念
に

基
づ
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
疑
を
容
れ
な
い
こ
と
と
思
う
。
岡
崎
氏
は
則
天
、

去
私
そ
れ
ぞ
れ
の
出
典
を
求
め
て
『
論
語
』
（
泰
伯
易
）
「
巍
女
乎
唯
天
為
し

大
、
但
堯
則
し
之
」
、
『
漢
書
』
「
天
兼
し
地
人
則
天
」
以
下
当
呂
氏
春
秋
』
「
去
私

篇
」
、
『
管
子
』
（
心
術
上
）
「
漠
其
宮
、
開
其
門
、
去
レ
私
母
レ
言
、
神
明
如
レ
存
」

等
を
挙
げ
、
と
く
に
漱
石
の
天
の
観
念
の
中
に
単
に
普
遍
的
な
慈
愛
の
意
味
の

み
で
な
く
、
老
子
の
「
天
網
恢
々
疎
而
不
し
失
」
と
い
う
ご
と
き
場
合
の
天
の
意

を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
言
葉
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
老
子

や
管
子
の
思
想
を
儒
教
的
伝
統
と
よ
ぶ
こ
と
に
は
、
異
議
も
あ
ろ
う
が
、
す
で
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に
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
わ
が
国
に
お
け
る
儒
学
の
長
い
伝
統
の
中
に
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
は
広
義
の
儒
教
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
あ
っ
た
。
同
様
の
こ
と
は
漱

石
の
則
天
去
私
の
観
念
に
到
達
す
る
上
に
よ
り
多
く
影
響
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
禅
の
思
想
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
漱
石
は
比
較
的
若
年

の
こ
ろ
か
ら
禅
に
親
し
み
『
門
』
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
作
品
の
中
で
も
、
禅

の
境
地
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
大
ま
か
に
そ
れ
を
も
ひ
ろ
く
儒
教
的
伝

統
と
い
う
こ
と
ば
の
中
に
包
含
せ
し
め
て
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。
と
い
う
ゆ

え
は
、
激
石
に
あ
っ
て
は
、
い
な
ひ
ろ
く
わ
が
国
の
一
般
社
会
に
あ
っ
て
は
、

禅
と
い
う
も
の
も
、
必
ず
し
も
仏
教
の
一
セ
ク
ト
と
し
て
純
粋
に
排
他
的
に
学

ば
れ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
儒
学
的
教
養
（
厳
密
に
云
え
ば
漢
字
の
知
識
）
の

上
に
そ
れ
を
併
せ
て
摂
取
さ
れ
、
両
者
と
も
そ
の
究
極
の
と
こ
ろ
は
唯
一
つ
の

道
を
求
む
る
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
便
宜
そ
の
基
礎
に
あ
る

も
の
と
し
て
儒
教
に
つ
い
て
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

も
し
儒
教
な
る
も
の
を
狭
く
た
だ
そ
の
政
治
・
倫
理
説
に
限
っ
て
解
す
る
と

き
、
人
間
の
内
面
的
欲
求
と
し
て
の
芸
術
お
よ
び
宗
教
的
な
も
の
は
、
ふ
つ
う

老
荘
思
想
と
仏
教
の
中
に
求
め
ら
れ
て
来
た
の
が
、
西
洋
思
想
に
触
れ
る
ま
で

の
日
本
の
文
化
的
伝
統
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
源
泉
と
い
う
べ

き
老
子
や
荘
子
を
は
じ
め
、
仏
教
の
経
論
（
但
し
漢
訳
）
や
語
録
に
直
接
ふ
れ

て
、
そ
れ
か
ら
導
か
れ
た
も
の
も
少
な
く
は
な
い
が
、
同
時
に
歴
史
的
に
そ
れ

か
ら
影
響
を
受
け
て
、
日
本
で
成
立
し
、
あ
る
い
は
日
本
の
も
の
と
な
っ
た
文

学
や
美
術
ｌ
例
え
ば
俳
譜
と
か
水
墨
画
と
か
い
っ
た
形
で
後
世
よ
り
ひ
ろ
い

層
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
も
多
く
、
ひ
と
り
激
石
と
限
ら
ず
明
治
の
作
家
・
思
想

家
た
ち
の
た
め
に
、
そ
の
精
神
的
成
長
の
士
壌
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
漱
石
は
若
年
の
こ
ろ
か
ら
子
規
と
と
も
に
俳
句
に
熱
心
で
あ
り
、

数
多
く
の
秀
句
を
遺
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
芭
蕉
以
来
の
さ
び
、
し
お
り
の
伝

統
が
あ
り
、
ま
た
新
た
に
子
規
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
写
生
の
美
学
も
あ
っ

て
、
そ
う
い
う
も
の
ま
で
も
こ
と
ご
と
く
儒
教
的
伝
統
と
い
う
も
の
の
中
に
包

括
せ
し
め
る
意
は
毛
頭
な
い
が
、
芭
蕉
の
俳
譜
の
成
立
に
は
い
う
ま
で
も
な
く

唐
詩
の
感
化
が
あ
り
、
漁
石
は
ま
た
み
ず
か
ら
漢
詩
の
制
作
に
従
い
、
そ
れ
に

よ
っ
て
そ
の
芸
術
的
心
境
の
純
化
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
禅
の

境
地
と
契
合
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
は
、
わ
が
国
に
あ
っ
て

は
実
に
五
山
文
学
以
来
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
俳
味
と
禅
味
と
を
兼
ね

た
『
草
枕
』
な
ど
に
展
開
さ
れ
る
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
余
裕
の
あ
る
小
説
」
の

芸
術
論
に
は
、
同
時
に
西
洋
の
美
学
が
否
定
的
に
反
映
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

一
切
の
も
の
を
包
承
な
が
ら
な
お
、
そ
れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
た
の

が
則
天
去
私
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
今
そ
れ
を
ぱ
現
代
の
わ
が
国
に

お
け
る
儒
教
的
遺
産
の
一
つ
と
し
て
そ
の
台
帳
の
は
じ
め
に
ま
ず
書
き
込
も
う

と
す
る
の
も
、
あ
く
ま
で
極
広
義
の
そ
れ
で
あ
っ
て
儒
教
な
る
も
の
を
も
っ
ぱ

ら
そ
の
原
始
的
な
形
体
あ
る
い
は
孔
孟
の
所
説
の
枠
の
中
に
の
ゑ
に
限
ろ
う
と

す
る
人
灸
か
ら
は
、
も
と
よ
り
多
く
の
異
論
の
出
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
じ
ゅ
う

ぶ
ん
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
私
見
を
推
進
め
て
後
日
発
表
の
機
会
を
侍
た
い
と
思
う
。

九


