
一
、
（
宋
学
の
本
領
と
そ
の
批
判
）

蓋
し
宋
学
Ｉ
直
接
な
い
し
狭
義
に
は
朱
子
学
を
い
う
が
、
広
義
な
い
し
一

般
的
に
は
陽
明
学
を
も
併
せ
て
宋
明
学
を
総
称
す
る
ｌ
と
は
、
当
時
非
常
に

盛
行
し
て
い
た
仏
教
即
ち
外
来
の
異
端
に
対
し
て
、
本
来
支
那
固
有
の
道
と
教

で
あ
っ
た
儒
教
が
、
ｌ
久
し
く
萎
微
沈
滞
の
末
漸
く
そ
の
極
に
達
し
、
今
や

そ
の
維
持
存
続
さ
え
も
が
危
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
ｌ
、
漸
く
自
主

的
反
省
の
も
と
に
新
し
く
理
論
武
装
し
て
、
そ
の
陣
容
な
い
し
体
系
を
全
く
新

た
に
再
構
築
し
た
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
れ
は
支
那
人
の
国
民
的
自
覚
の
所

産
で
あ
り
、
い
わ
ば
支
那
に
お
け
る
日
本
の
神
道
叉
は
国
学
の
よ
う
な
性
格
の

も
の
で
、
そ
の
実
態
は
要
す
る
に
支
那
人
固
有
の
道
と
教
を
説
い
た
も
の
、
即

ち
漢
民
族
の
国
民
道
徳
を
体
系
化
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
仏
教
に

対
抗
す
る
た
め
に
は
、
一
面
に
お
い
て
仏
教
に
劣
ら
な
い
だ
け
の
精
級
な
理
論

体
系
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
、
Ｉ
そ
の
た
め
に
は
一
種
の
煩
璃
哲
学
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
又
或
る
程
度
仏
教
理
論
を
も
採
り
入
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
Ｉ
Ｉ
Ｌ
他
面
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
仏
教
と
そ
の
存
立
の

基
盤
を
異
に
す
る
存
在
理
由
、
即
ち
宗
教
と
明
確
に
異
な
る
人
倫
道
徳
の
教
、

師

説
古
学
派
論
考

な
い
し
修
己
治
人
の
政
教
の
学
た
る
所
以
を
高
く
標
出
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ

の
た
め
に
特
に
重
視
さ
れ
た
の
が
、
天
下
の
大
本
と
し
て
の
忠
孝
の
徳
、
な
い

し
と
り
わ
け
君
臣
の
大
義
を
高
く
掲
げ
て
、
Ｉ
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
元
来

忠
孝
を
重
ん
じ
気
節
を
尚
ん
だ
、
道
義
国
家
宋
の
建
国
精
神
と
密
接
な
関
連
が

あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
Ｉ
、
以
て
脱
俗
出
家
の
仏
教
に
対
抗
せ
ん
と
し
た
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
宋
学
に
は
、
そ
の
内
容
構
成
上
当
然
自
ら
次
の
二
大
方
面
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。
即
ち
一
は
性
理
学
（
又
は
理
学
）
ｌ
こ
の
理
の
一
字
が
宋
学
の

特
色
を
現
わ
す
ｌ
で
、
い
わ
ゆ
る
窮
理
を
専
ら
と
し
、
い
わ
ば
宋
学
の
理
論

面
な
い
し
哲
学
面
で
あ
る
．
二
は
義
理
学
（
又
は
道
学
な
い
し
心
学
）
ｌ
こ

の
義
の
一
字
が
宋
学
の
生
命
眼
目
で
あ
る
ｌ
で
、
い
わ
ゆ
る
究
義
（
な
い
し

義
理
の
究
明
）
を
旨
と
し
、
い
わ
ば
宋
学
の
実
践
面
な
い
し
倫
理
面
で
あ
る
。

さ
て
我
が
国
に
宋
学
が
入
っ
た
の
は
、
周
知
の
通
り
遅
く
と
も
南
北
朝
時
代

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
来
代
々
の
大
儒
と
い
わ
れ
る
人
達
も
決
し
て
少
く

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
少
く
と
も
宋
学
の
理
論
構
成
即
ち
性

理
学
の
面
に
お
い
て
、
何
か
を
加
え
え
た
よ
う
な
こ
と
が
些
か
で
も
あ
り
え

た
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
の
理
解
受
容
に
汲
々
と
し
て
、
ｌ
実
は
そ
れ
す

井
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ら
も
決
し
て
充
分
に
は
で
き
な
い
で
ｌ
、
と
て
も
そ
の
精
級
な
理
論
に
あ
え

て
容
隊
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
叉
勿
論

そ
の
よ
う
な
能
力
も
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
（
尤
も
、
例
え
ば
中
世
五
山
禅

林
の
禅
僧
達
が
、
仏
者
の
立
場
か
ら
宋
学
の
排
仏
論
を
批
判
す
る
こ
と
は
当
然

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
）
結
局
徒
ら
に
彼
地
先
儒
の
糟
粕
を
嘗
め
る

に
甘
ん
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う

外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
由
来
日
本
人
は
、
民
族
性
の
事
実
と
し
て
、
論
理
的
に

は
一
種
の
無
能
力
者
と
ま
で
は
い
わ
な
い
に
し
て
も
、
要
す
る
に
論
理
的
能
力

に
は
些
か
欠
け
る
点
が
あ
り
、
Ｉ
少
く
と
も
そ
の
面
が
不
得
意
で
あ
る
こ
と

だ
け
は
間
違
い
な
い
ｌ
、
従
っ
て
近
世
以
来
宋
学
が
欝
勃
と
し
て
盛
行
し
、

不
世
出
の
大
才
偉
材
も
次
々
と
輩
出
し
た
け
れ
ど
も
、
併
し
や
は
り
そ
の
内
容

理
論
の
面
に
お
い
て
、
何
ら
か
格
別
の
寄
与
を
な
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
恐

ら
く
あ
り
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
特
に
近
世
初
頭
に
お
い
て
宋
学
を
首
唱

し
、
そ
の
隆
盛
の
端
緒
を
開
い
た
猩
窩
・
羅
山
な
い
し
そ
の
子
孫
等
に
お
い
て

は
、
あ
く
ま
で
忠
実
に
宋
学
中
ん
ず
く
特
に
朱
子
学
を
受
容
普
及
し
た
の
で
あ

り
、
従
っ
て
彼
等
こ
そ
正
に
正
統
の
宋
学
派
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
啓
蒙

的
功
績
は
極
め
て
大
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
特
に
羅
山
の
場
合

は
、
そ
の
無
類
の
強
識
博
学
を
以
て
家
康
以
下
歴
代
将
軍
の
顧
問
に
備
わ
り
、

江
戸
幕
府
草
創
期
の
施
政
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

し
、
叉
彼
は
儒
学
以
外
に
も
神
道
国
史
等
に
対
す
る
造
詣
が
極
め
て
深
く
、
そ

の
点
後
の
俗
儒
輩
と
は
全
く
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
大
学
者
で
は
あ
っ
た
が
、

併
し
彼
の
場
合
そ
れ
は
要
す
る
に
文
字
通
り
兼
修
で
あ
っ
て
、
只
羅
列
的
に
そ

の
博
学
の
内
容
を
構
成
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
間
に
内
面
的
融
合
を

は
か
ろ
う
と
し
た
形
迩
な
ど
は
、
殆
ん
ど
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
宋
学
派
の
人
々
に
関
す
る
限

り
、
儒
学
全
体
の
展
開
な
い
し
発
展
に
つ
い
て
、
特
に
ゑ
る
べ
き
成
果
が
あ
げ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ｌ
そ
の
点
次
に
出
て
き
た
山

鹿
素
行
は
、
遂
に
宋
学
の
枠
か
ら
は
み
出
て
独
力
で
新
天
地
を
開
拓
し
、
続
く

古
学
派
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
と
共
に
、
そ
れ
か
ら
更
に
超
出
し
て
明
確
な
日
本

的
自
覚
を
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
独
特
の
士
道
論
を
も
体
系
化
し
て
、
日
本
思
想

史
上
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
偉
材
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
わ
が
師
説
に
お
い

て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
筆
者
は
別
稿
そ
の
学
案
に
お
い
て
、
詳

細
に
考
論
し
た
い
と
考
え
て
い
る
Ｉ
。
併
し
そ
の
代
り
他
方
義
理
学
の
面
に

お
い
て
は
、
元
来
実
践
的
性
格
の
強
い
日
本
人
は
、
い
わ
ゆ
る
義
理
を
徹
底
的

に
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
地
に
お
け
る
よ
り
も
遙
か
に
多
く
の
成
果
を

あ
げ
て
、
宋
学
本
来
の
面
目
を
む
し
ろ
彼
等
以
上
に
美
事
に
発
揮
し
え
た
ｌ

こ
れ
に
は
わ
が
国
体
が
最
も
よ
く
そ
れ
に
適
合
す
る
実
質
を
具
え
て
い
た
か
ら

で
あ
る
が
’
の
で
あ
る
。
（
こ
の
点
に
お
い
て
は
既
に
夙
く
か
の
建
武
中
興

が
、
宋
学
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
あ
り
と
も
い
わ
れ
、
ｌ
勿
論
そ
の
明
証
が

あ
る
訳
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
併
し
さ
り
と
て
そ
れ
を
全
く
否
定
す
る
明
確

な
反
証
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
諸
般
の
状
態
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
あ

り
え
な
い
と
は
必
ず
し
も
い
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ｌ
、
そ
の
後
中

世
末
か
ら
近
世
初
に
か
け
て
、
多
方
面
に
有
形
無
形
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
、
特
に
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
え

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
典
型
的
な
学
派
が
朱
子
学
を
宗
と
す

る
い
わ
ゆ
る
崎
門
学
派
や
水
戸
学
派
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

又
近
世
初
頭
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
大
儒
の
中
に
は
、
新
し
く
日
本
独
特
の

儒
学
な
い
し
学
派
を
提
唱
し
、
美
事
に
そ
れ
を
実
現
し
た
稀
代
の
豪
傑
も
あ
る

八
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が
、
併
し
そ
れ
と
て
も
決
し
て
、
そ
の
理
論
内
容
自
体
を
展
開
発
展
さ
せ
た
と

い
う
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
そ
れ
を
嫌
忌
し
捨
棄
し
又
は
逃
避
し
て
、
む
し

ろ
そ
の
枠
外
に
出
て
い
わ
ば
別
天
地
を
拓
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ｌ
そ
こ
に
は

宋
学
な
い
し
論
理
的
要
請
に
対
す
る
無
理
解
や
誤
解
な
ど
も
、
決
し
て
な
か
っ

た
訳
で
は
な
い
こ
と
後
述
の
通
り
で
あ
る
が
ｌ
、
や
は
り
日
本
人
的
非
論
理

的
な
い
し
非
哲
学
的
性
格
の
然
ら
し
め
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
い
う
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
尚
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
古
学
派
な
い
し
古
文
辞
学
派
は
、
煩
鎖

理
論
の
宋
学
を
嫌
忌
す
る
余
り
、
そ
の
も
う
一
面
の
特
色
た
る
義
理
学
を
も
全

然
無
視
し
棄
却
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
Ｉ
本
来
理
義
一
致
す
る
の
が

宋
学
の
立
前
で
あ
る
か
ら
、
性
理
学
を
全
く
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
は
、
結
局
義

理
学
を
も
放
棄
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
所
詮
宋
学
を
捨
て
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
生
命
眼
目
た
る
義
理
の
究
明
も
全
く
無
視
す
る
に

至
る
の
は
、
固
よ
り
当
然
で
あ
る
ｌ
、
そ
の
た
め
に
今
度
は
却
っ
て
そ
れ
自

ら
が
、
救
う
べ
か
ら
ざ
る
根
本
的
な
弊
害
を
包
蔵
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
些
か
論
考
を
加
え
て
ゑ

た
い
と
思
う
。

宋
明
先
儒
の
叡
智
を
尽
し
て
、
宋
学
が
精
細
周
到
な
論
理
を
展
開
し
、
巨
大

な
哲
学
体
系
を
樹
立
し
た
こ
と
は
、
時
勢
上
必
然
や
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ

り
、
叉
そ
れ
に
よ
っ
て
儒
教
は
新
し
い
生
命
と
活
力
を
得
て
、
そ
の
後
大
い
に

盛
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
或
い
は

理
論
が
理
論
の
為
に
空
転
し
、
或
い
は
論
議
が
と
か
く
高
遠
に
な
り
、
理
窟
の

た
め
に
却
っ
て
自
繩
自
縛
に
陥
り
、
或
い
は
実
事
に
役
立
た
な
い
空
理
空
論
を

二
、
（
仁
斎
学
の
本
領
と
そ
の
批
判
）

徒
ら
に
弄
ぶ
よ
う
な
傾
向
も
生
じ
て
く
る
の
は
、
こ
れ
又
や
む
を
え
な
い
当
然

の
結
果
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
宋
学
一
面
の
弊
害
を
鋭
く
指
摘
し
て
、
徹
底
的
に

論
理
や
議
論
を
排
し
、
あ
く
ま
で
実
事
実
行
を
尚
ぶ
と
い
う
実
践
的
な
わ
が
国

ぶ
り
の
学
風
を
、
最
も
典
型
的
に
提
唱
し
た
の
が
仁
斎
学
で
あ
っ
た
。

彼
に
よ
れ
ば
宋
学
は
結
局
主
知
主
義
で
あ
っ
て
、
徒
ら
に
煩
蝋
な
空
理
空
論

を
弄
ん
で
実
事
を
疏
か
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
心
性
等
の
説
明
に
至
っ
て
は

禅
仏
の
い
う
と
こ
ろ
と
殆
ん
ど
異
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な

説
明
に
た
と
い
千
言
万
語
を
費
し
て
も
、
そ
れ
が
人
生
の
実
事
に
一
体
ど
れ
だ

け
役
立
つ
と
い
う
の
か
、
本
来
道
は
人
情
古
今
変
ら
ぬ
と
こ
ろ
そ
こ
に
尽
き
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
更
に
要
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
哲
学
や

理
論
か
ら
道
徳
が
出
て
く
る
の
で
は
な
く
て
、
客
観
的
に
道
は
現
に
存
す
る
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
当
然
又
人
心
に
根
ざ
し
た
本
然
の
徳
に
外
な
ら
な
い

の
で
あ
る
が
、
か
か
る
既
に
絶
対
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別

に
説
明
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
り
、
叉
し
よ
う
と
し
て
も
本
来
不
可
能
な
こ
と

に
属
す
る
。
然
る
に
そ
れ
を
し
も
あ
え
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
却

っ
て
理
論
の
巣
窟
に
陥
落
し
、
以
て
弊
害
百
出
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
と
す

る
。
即
ち
例
え
ば
彼
は
、
現
に
人
の
心
に
事
実
と
し
て
存
在
す
る
か
の
い
わ
ゆ

る
四
端
心
と
か
良
知
良
能
等
Ｉ
そ
の
本
体
が
虚
霊
不
味
で
あ
る
な
ど
と
は
考

え
な
い
、
そ
こ
ま
で
立
入
る
必
要
は
全
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
ｌ
は
、
そ

の
儘
始
め
か
ら
善
心
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
そ

れ
を
拡
充
す
る
こ
と
こ
そ
が
現
実
に
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と

は
い
わ
な
い
し
叉
い
う
必
要
も
な
い
、
況
ん
や
そ
れ
以
外
に
性
や
理
の
こ
と
を

い
う
必
要
は
更
に
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
ま
こ
と
に
以
て
、
い
か

に
も
日
本
人
的
な
性
格
の
美
事
な
発
現
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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尤
も
こ
れ
は
反
面
か
ら
い
え
ば
、
論
理
的
に
は
ま
こ
と
に
不
十
分
で
あ
る
ど
こ

ろ
か
、
始
め
か
ら
理
論
や
論
理
を
全
く
無
視
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
お

よ
そ
哲
学
と
か
学
説
と
か
の
態
を
な
さ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

併
し
実
践
第
一
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
そ
れ
で
よ
い
の
で
も
あ
っ
て
、
従

っ
て
そ
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
も
亦
自
ら
一
の
哲
学
論
た
り
う
る
こ
と
に

も
な
る
訳
で
、
か
の
い
わ
ゆ
る
生
命
哲
学
な
ど
と
い
う
の
は
正
に
そ
れ
で
は
な

い
か
。
只
生
々
発
展
を
の
ゑ
説
く
動
的
世
界
観
ｌ
彼
の
立
場
は
正
に
こ
れ
で

あ
る
ｌ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
出
た
か
と
い
う
そ
の
本
源
は
到
底

説
明
不
可
能
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
最
初
か
ら
説
明
を
要
し
な
い
と
す

る
の
も
亦
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
の
い
う
道
徳
論
も
や
は
り
一
の
立

派
な
立
場
で
あ
っ
て
、
ｌ
特
に
彼
が
宋
学
を
批
判
し
な
が
ら
展
開
す
る
道
徳

論
に
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
Ｉ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
彼

は
、
儒
学
を
新
し
く
日
本
化
し
た
一
学
派
の
開
祖
た
る
に
違
い
な
い
の
で
あ

る
。
尤
も
そ
う
は
い
っ
て
も
、
知
的
論
理
的
に
納
得
し
な
け
れ
ば
止
ま
な
い
の

が
理
性
的
存
在
た
る
人
の
本
性
宿
命
で
も
あ
る
か
ら
は
、
必
要
な
限
り
の
論
理

的
説
明
は
所
詮
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
理
論
を
排
し
説
明
を
不
要
と
す
る
と
は

い
い
な
が
ら
も
、
学
と
し
て
は
や
は
り
自
己
の
主
張
論
理
を
展
開
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
、
実
際
は
彼
は
彼
な
り
に
大
い
に
論
議
を
尽
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
の
論
理
的
要
請
の
赴
く
と
こ
ろ
、
結
局
は
宋
学
の
所
論
に
帰
着

せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
ま

で
行
く
必
要
は
更
に
な
く
、
最
少
限
な
い
し
適
宜
程
よ
き
と
こ
ろ
に
止
め
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
ｌ
彼
は
本
来
実
行
一
途
の
人
で
、
性
格
的

に
理
窟
を
い
う
の
が
嫌
い
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ｌ
、
要
す
る
に
宋
学
の
所
論

は
、
あ
く
ま
で
後
儒
の
智
巧
に
も
と
づ
く
不
要
の
饒
舌
で
あ
っ
て
、
儒
教
本
来

の
教
説
に
違
背
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
儒
教
本

来
の
教
説
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
畢
寛
聖
人
孔
子
の
言
行
を
以

て
標
的
と
す
べ
き
で
あ
り
、
即
ち
具
体
的
に
は
論
語
の
内
容
こ
そ
あ
く
ま
で
準

則
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
強
調
は
実
に
徹
底
し
た
も
の
で
、

他
派
か
ら
孔
子
宗
論
語
教
で
あ
る
と
か
、
孔
子
山
論
語
寺
な
ど
と
冷
や
か
さ
れ

る
所
以
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
彼
は
、
宋
学
の
所
論
に
対
し
て
事
毎
に
、
そ
ん
な
こ
と
は
孔
子
は

い
っ
て
い
な
い
と
反
論
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
又
成
程
そ
れ
は
そ
の

通
り
で
も
あ
ろ
う
が
、
併
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
孔
子
の
意

に
反
す
る
と
い
う
訳
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
中
に
は
正
し
く
孔
子
の
意
を
布

術
す
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
も
あ
り
え
よ
う
。
も
と
も
と
時
勢
の
変
に
応

じ
て
論
明
展
開
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
又
そ
れ
が
学
の
発
展
に
外

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
Ｉ
既
に
孔
孟
夫
々
大
い
に
述
べ
盛
ん
に
弁
じ
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
ｌ
、
彼
は
頑
な
に
そ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
そ
れ
の
よ
さ
も
当
然
に
あ
り
、
又
そ
れ
の
長

所
強
味
も
勿
論
あ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
又
そ
こ
に
は
反
面
の
短
所

や
弊
害
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
、
亦
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
い
う
外
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

さ
て
か
く
て
彼
は
毎
に
孔
孟
の
本
旨
に
復
れ
と
い
い
、
孟
子
を
以
て
論
語
の

注
釈
と
す
る
ｌ
そ
の
意
味
で
は
彼
は
実
質
的
に
特
に
孟
子
を
重
用
す
る
ｌ

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
併
し
事
実
は
、
孔
孟
既
に
或
る
程
度
そ
の
所
言
所
論
を

異
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
時
勢
の
相
違
を
当
然
看
取
せ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
が
一
面
儒
教
の
展
開
な
い
し
発
展
に
外
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
ｌ
尤
も
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
叉
理
窟
や
議
論
の
出
発
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点
に
な
り
、
従
っ
て
又
弊
害
の
根
源
に
も
な
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
ｌ
、
彼

は
こ
の
よ
う
な
孔
孟
の
差
違
に
つ
い
て
も
あ
え
て
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
例

え
ば
彼
は
、
孔
子
の
性
相
近
と
孟
子
の
性
善
論
を
同
一
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
彼
の
誤
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
何
と
な
ら
ば
、
孔
子
が
い
っ
て

い
る
の
は
あ
く
ま
で
教
育
上
か
ら
の
立
言
で
、
そ
こ
で
性
の
善
悪
を
い
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
の
に
対
し
、
孟
子
の
そ
れ
は
あ
く
ま
で
關
異
の
立
場
か
ら
、
ま

と
も
に
性
の
善
悪
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
善
悪
の

認
識
問
題
で
あ
っ
て
、
か
か
る
認
識
論
は
彼
の
経
験
論
か
ら
は
所
詮
成
立
し
な

い
の
で
あ
る
。
又
例
え
ば
周
知
の
通
り
孔
子
の
仁
に
対
し
、
孟
子
は
特
に
仁
義

の
併
称
を
強
調
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
義
の
強
調
に
実
は
孟
子
の
特
色

が
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
果
た
し

て
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
も
し
も
こ
の
点

に
彼
が
注
目
し
た
な
ら
ば
、
彼
の
所
論
は
恐
ら
く
も
っ
と
別
の
展
開
を
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
義
と
は

要
す
る
に
差
別
で
あ
り
、
異
端
（
特
に
墨
子
の
兼
愛
説
等
）
に
対
し
て
、
正
統

儒
教
の
道
徳
論
を
宣
明
す
る
た
め
に
、
特
に
孟
子
が
主
張
し
た
の
が
こ
の
義
で

あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
叉
宋
学
に
お
い
て
も
大
い
に
こ
れ
を
活
用
し
て
、
仏
教
の

無
差
別
平
等
説
に
対
し
て
義
理
の
究
明
を
以
て
対
抗
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、

か
く
て
も
と
も
と
宋
学
の
本
源
は
実
に
孟
子
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
て

み
れ
ば
同
じ
く
孟
子
を
宗
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
所
論
学
派
を
異
に
す
る
所
以

は
、
所
詮
義
の
一
字
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
後
に
も
論
ず
る
よ
う
に
、
祖
侠
学
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
当
は
ま
る
こ

と
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
仁
義
道
徳
は
「
根
於
人
心
、
存
於
風
俗
」
と
い
う
、
こ
れ
が
理

論
を
要
し
な
い
と
い
う
仁
斎
学
の
理
論
的
根
拠
で
あ
る
。
道
徳
は
あ
く
ま
で
エ

ト
ス
と
し
て
客
観
的
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
本
来
人
心
に
根

ざ
す
本
然
の
徳
で
も
あ
っ
て
、
要
す
る
に
道
は
人
情
古
今
変
ら
ぬ
所
に
も
と
づ

く
の
で
あ
り
、
Ｉ
聖
人
は
人
情
一
般
の
程
よ
き
所
に
も
と
づ
い
て
教
を
立
て

て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
以
不
忍
人
之
心
、
行
不
忍
人
之
政
」
の
が
聖
人
で
あ
る

と
す
る
ｌ
、
又
そ
れ
に
尽
き
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は

す
べ
て
不
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
知
る
の
は
聖
人
の
教
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
教
に
よ
っ
て
実
行
す
れ
ば
万
事
足
れ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
理
論
と
し
て
は

ま
こ
と
に
不
徹
底
な
中
途
半
端
で
あ
る
が
、
反
面
そ
れ
だ
け
自
ら
実
際
的
で
も

あ
っ
て
、
要
は
孔
孟
の
教
そ
の
儘
を
実
行
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
結

局
宋
学
が
理
な
い
し
人
類
普
遍
の
道
を
掲
げ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
意
志
必

然
論
の
立
場
を
と
る
の
に
対
し
、
彼
が
程
よ
き
所
即
ち
教
に
止
ま
る
べ
き
で
あ

り
、
理
論
や
説
明
は
や
む
を
え
ざ
る
時
に
限
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
必
然
の

理
を
と
ら
な
い
の
は
、
他
方
か
ら
い
え
ば
、
彼
の
説
が
い
わ
ゆ
る
意
志
説
で
あ

り
、
自
由
意
志
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
上
る
も
自
由
下
る
も
自
由
、
程
よ
き

所
に
止
ま
る
と
い
う
の
は
意
志
の
自
由
で
あ
る
が
、
そ
の
止
ま
る
所
が
教
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
教
が
そ
こ
か
ら
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
教
と
は
規

矩
準
縄
で
あ
り
礼
義
で
あ
り
日
常
の
法
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
聖
人
の
教
で
あ

る
か
ら
い
わ
ゆ
る
前
言
性
行
で
あ
り
、
即
ち
歴
史
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
極
め

て
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
捨
て
て
哲
理
を
求
め
る
と
具
体
性
が
な

く
な
る
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
か
か
る
規
矩
準
縄
で
制
す
れ
ば
（
即
ち
導
け

ば
）
、
情
欲
も
そ
の
儘
道
徳
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
。
宋
学
で
は
天
理
と
人
欲

と
が
二
元
的
に
対
立
し
、
人
欲
を
滅
せ
ぱ
天
理
が
現
前
す
る
と
い
う
が
、
彼
に

よ
れ
ば
人
欲
も
天
理
と
別
の
も
の
で
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
、
即
ち
理
気
一
元
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的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
聖
人
の
教
に
よ
っ
て
仁
義
道
徳
を
知
る
の
で

あ
る
か
ら
、
知
よ
り
も
信
が
先
に
な
り
、
か
く
て
信
か
ら
知
が
出
て
く
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
の
も
、
い
か
に
も
日
本
的
な
考
え
方
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

さ
て
と
も
か
く
彼
は
宋
学
理
説
の
弱
点
を
鋭
く
攻
撃
し
、
そ
こ
に
自
己
の
拠

り
所
を
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
全
く
対
立
し
て
共
通
性
は
な

い
の
か
と
い
え
ば
、
彼
が
事
毎
に
反
対
し
攻
撃
す
る
割
に
は
、
実
は
両
者
に
は

却
っ
て
案
外
に
共
通
す
る
面
も
少
く
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
も
と
も
と

論
理
の
必
然
と
し
て
、
共
通
一
致
の
基
盤
が
あ
れ
ば
こ
そ
対
立
し
う
る
の
で
あ

り
、
も
し
そ
れ
が
全
く
あ
り
え
な
い
な
ら
ば
、
既
に
対
立
の
余
地
も
必
要
も
な

い
訳
で
あ
る
か
ら
、
激
し
く
対
立
す
る
の
は
却
っ
て
そ
れ
だ
け
親
近
性
が
あ
る

と
い
う
当
然
の
帰
結
で
も
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
に
は
、
彼
の
論
理
が
い
つ
で

も
不
徹
底
で
中
途
半
端
な
所
に
止
ま
っ
て
い
る
ｌ
い
わ
ゆ
る
程
よ
き
所
に
止

ま
る
ｌ
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
の
方
向
を
更
に
徹
底
し
て
む
し
ろ
異

質
の
新
天
地
を
拓
い
た
祖
侠
か
ら
す
れ
ば
、
仁
斎
も
宋
学
な
り
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
宋
学
で
は
人
と
は
人
倫
な
り
と
い
い
、
就
中
特
に
君
臣
関
係
を
主
と

し
、
従
っ
て
政
治
論
や
国
家
論
が
表
に
出
て
く
る
し
、
ｌ
こ
の
点
や
は
り
宋

の
国
柄
と
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
ｌ
、
叉
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
義
理
の

徹
底
究
明
か
ら
、
や
が
て
国
体
論
や
尊
王
論
も
噴
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ

て
、
そ
の
点
に
特
に
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
仁
斎
学
に
お

い
て
は
、
五
倫
の
中
で
は
特
に
孝
悌
の
み
を
強
調
し
、
君
臣
の
義
は
殆
ん
ど
い
わ

な
い
。
ｌ
こ
の
点
彼
の
出
身
が
市
井
の
商
家
で
あ
っ
た
こ
と
と
恐
ら
く
関
連

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
Ｉ
。
即
ち
彼
の
所
説
は
あ
く
ま
で
個
人
的
道
徳

論
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
は
温
厚
篤
実
の
人
格
者
や
高
潔
廉
直
の
君
子
人
は

育
つ
か
も
知
れ
な
い
が
、
か
の
国
体
論
や
尊
皇
論
は
全
く
出
て
来
な
い
し
、
又

撲
乱
反
正
の
大
事
業
を
興
す
な
ど
と
い
う
活
力
も
生
じ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
正
に
太
平
の
学
で
あ
り
、
無
事
の
世
の
教
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

尤
も
彼
そ
の
人
は
、
本
来
は
相
当
の
気
慨
を
も
っ
た
性
格
の
人
で
あ
っ
た
ら
し

い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
尚
更
に
い
え
ば
、
彼
が
専
ら
倫
理
の
普
遍
面
の
み
に

注
目
し
て
、
そ
の
特
殊
面
を
み
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
即
ち
孔
孟
の
教
え

る
人
倫
の
道
が
そ
の
儘
万
古
普
遍
の
道
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
実
は
支
那
の

国
民
道
徳
た
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
み
な
か
っ
た
こ
と
、
叉
折
角
孔
子

と
い
う
歴
史
的
人
物
を
把
え
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
真
の
歴
史
観
念
が
欠
如

し
て
い
た
ｌ
事
実
彼
に
は
歴
史
の
観
念
が
な
い
、
こ
れ
が
彼
の
最
大
欠
点
で

あ
る
’
こ
と
等
々
は
、
ま
こ
と
に
惜
し
ぶ
て
も
余
り
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
要
す
る
に
単
に
歴
史
の
結
果
だ
け
を
み
て
そ
の
由
来
を
ゑ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
支
那
と
日
本
と
の
相
違
を
認
め
ず
、
叉
認
め
よ
う
と
も
し
な
か
っ

た
Ｉ
も
っ
と
遡
れ
ば
、
孔
孟
の
時
代
と
後
代
と
の
相
違
も
認
め
よ
う
と
は
し

な
か
っ
た
’
の
で
あ
る
。
尤
も
彼
の
所
論
を
拡
大
す
れ
ば
、
当
然
歴
史
主
義

と
な
り
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
叉
彼
自
身
わ
が
国
の
支
那
に
勝
れ
て

い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
も
あ
り
、
更
に
叉
い
わ
ゆ
る
忠
信
の
道
は
、
独
り

わ
が
国
に
お
い
て
の
み
真
に
行
わ
れ
て
い
る
と
も
い
っ
て
お
り
、
こ
の
点
次
の

祖
裸
の
よ
う
に
、
全
く
支
那
一
辺
倒
の
人
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど

も
。
尚
又
彼
は
論
語
を
宇
宙
第
一
の
書
と
し
て
無
上
に
尊
信
し
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
い
わ
ば
論
語
に
自
由
を
得
て
い
た
訳
で
、
こ
の
自
由
の
境
地
は
そ
の

基
盤
が
何
で
あ
ろ
う
と
貴
重
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
が
一
転
す
れ
ば
、
や
が
て

そ
れ
は
国
民
精
神
展
開
の
契
機
と
も
な
り
う
る
に
違
い
な
い
し
、
事
実
後
に
国
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学
が
発
祥
し
た
所
以
も
、
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
思
想
史
的
土
壌
に
因
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

彼
の
学
説
に
対
す
る
そ
の
他
の
批
判
論
考
を
最
後
に
項
目
的
に
附
記
し
て
お

Ｏ

く◎
彼
に
は
敬
天
の
思
想
ｌ
支
那
古
代
政
教
の
根
本
と
し
て
の
ｌ
が
全
く

み
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
だ
け
彼
の
学
説
に
は
偏
り
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
宋
学
が
カ
ン
ト
的
理
性
哲
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
彼
の
学
説
は
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
ー
ｌ
尊
敬
の
情
を
本
と
す
る
Ｉ
的
な
実
証
哲
学
で
あ
る
。

◎
宋
学
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
義
務
論
と
同
様
で
あ
る
の
に
対
し
、
彼
の
学
は
正
に

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
〈
の
徳
論
に
相
当
す
る
。

◎
彼
の
学
を
推
し
進
め
て
行
け
ば
、
結
局
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
な
る
。

◎
知
と
在
と
は
一
応
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
は
こ
の
区
別
を

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

◎
宋
学
が
常
に
自
己
に
対
す
る
学
を
説
く
の
に
対
し
、
彼
の
学
は
常
に
他
人

に
対
す
る
も
の
Ｉ
孝
悌
も
忠
恕
も
対
他
的
ｌ
で
あ
る
。

◎
彼
の
学
は
あ
く
ま
で
倫
理
哲
学
で
あ
っ
て
、
か
の
い
わ
ゆ
る
哲
学
（
純
正

哲
学
）
で
は
な
い
。

三
、
（
祖
採
学
の
本
領
と
そ
の
批
判
）

仁
斎
の
古
学
を
更
に
徹
底
し
た
の
が
祖
侠
で
あ
る
が
、
彼
の
学
説
は
結
局

（
客
観
的
標
準
と
し
て
の
）
礼
を
根
本
と
す
る
。
云
わ
く
、
「
夫
子
常
以
礼
教

人
、
而
不
言
中
」
と
。
中
（
中
庸
と
か
未
発
の
中
と
か
）
と
い
う
よ
う
な
抽
象

的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
客
観
的
な
礼
こ
そ
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
礼
は

仁
義
よ
り
生
じ
、
又
仁
義
を
存
す
る
の
功
あ
り
、
凡
そ
礼
程
広
大
な
も
の
は
な

く
、
日
常
生
活
か
ら
治
国
平
天
下
に
至
る
ま
で
、
全
て
に
亘
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
礼
の
研
究
が
学
問
の
全
体
に
外
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
礼
は
す
べ
て
載
せ

て
六
経
に
あ
る
ｌ
故
に
学
問
は
六
経
の
研
究
に
尽
き
る
と
す
る
ｌ
、
そ
し

て
「
六
経
之
道
、
平
正
通
達
、
万
世
人
倫
之
道
備
実
」
と
い
う
。
（
そ
れ
に
対

し
て
論
孟
は
、
そ
の
六
経
の
起
っ
た
根
本
を
説
い
た
も
の
と
い
う
。
）
六
経
の

道
と
は
要
す
る
に
唐
虞
三
代
の
道
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
万
世
の
標
準
で
あ
る
と

い
う
。
一
面
随
分
乱
暴
な
立
言
で
は
あ
る
が
、
併
し
そ
の
い
わ
ん
と
す
る
所
は

よ
く
分
る
の
で
、
即
ち
例
え
ば
宋
学
の
い
う
よ
う
に
、
単
な
る
理
論
や
哲
学

ｌ
そ
れ
は
あ
く
ま
で
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
ｌ
で
は
標
準
に
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
確
実
な
る
標
準
は
あ
く
ま
で
客
観
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
ｌ
元
来
道
は
一
人
の
哲
学
者
が
研
究
し
て
作
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
又
個
人
の
窮
理
な
ど
と
い
う
こ
と
で
云
々
す
べ
き
レ
・
ヘ
ル
の
も

の
で
も
な
い
の
で
あ
る
ｌ
が
、
こ
の
点
歴
史
的
成
果
と
し
て
の
事
物
（
文
物

制
度
即
ち
礼
）
な
ら
ば
紛
れ
る
余
地
は
全
く
な
い
訳
で
あ
り
、
し
か
も
い
わ
ゆ

る
六
経
の
道
ｌ
そ
こ
に
は
高
遠
な
哲
学
や
抽
象
的
な
理
論
が
説
い
て
あ
る
の

で
は
な
く
、
た
だ
史
実
な
い
し
事
実
が
述
べ
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
動
移

変
改
の
余
地
は
全
く
あ
り
え
な
い
ｌ
は
、
聖
人
の
作
為
で
あ
る
か
ら
そ
の
ま

ま
古
今
に
通
ず
る
道
で
あ
る
ｌ
聖
人
と
は
本
来
天
人
を
接
続
す
る
者
で
あ

り
、
天
意
を
受
け
て
人
類
の
為
に
そ
の
よ
う
な
普
遍
の
道
を
作
為
し
う
る
非
凡

の
能
力
を
も
っ
た
者
（
い
わ
ば
超
人
）
を
い
う
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う

Ｏ

な
聖
人
達
が
数
千
年
に
亘
り
、
そ
の
全
能
の
限
り
を
尽
し
て
作
為
し
た
も
の
が

い
わ
ゆ
る
唐
虞
三
代
の
道
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

万
世
の
標
準
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
ｉ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
文
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物
制
度
、
そ
れ
が
即
ち
事
で
あ
り
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
辞
で
述
べ

て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
く
て
古
の
辞
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
の
事

物
を
明
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
真
の
学
問
で
あ
り
、
即
ち
学
問
の
要
は
辞
と
事
と

に
求
め
て
、
そ
れ
以
外
に
高
く
性
命
の
微
を
求
め
た
り
議
論
の
精
を
尽
す
こ
と

で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
か
か
る
歴
史
主
義
は
、
確
か
に
学
問
の
一

大
方
面
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
彼
の
見
解
は
ま
こ
と
に
勝
れ
た
一

面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
併
し
反
面
に
お
い
て
、
哲
学

や
理
論
の
必
要
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
一
大
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
と
共

に
、
叉
彼
の
歴
史
主
義
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
、
実
は
大
き
な
矛
盾
を
包
蔵
し

て
い
る
こ
と
後
に
論
ず
る
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
の
所
論
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
ず
彼
の
い
わ
ゆ
る
学
問
は
、
上
述
の
如
く
古
文
辞
の
研
究
、
即
ち
古
の
言
語

を
習
っ
て
六
経
の
研
究
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
承
客
観
的
に

事
実
の
研
究
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
え
ら
れ
た
事
な
い
し
物
と
し
て
の
礼

こ
そ
、
客
観
的
標
準
と
し
て
人
の
万
世
依
る
べ
き
道
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
立
場
は
あ
く
ま
で
客
観
主
義
に
立
脚
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
単

に
主
観
的
な
人
の
性
情
を
中
心
と
し
、
そ
こ
か
ら
専
ら
窮
理
を
事
と
す
る
宋
学

の
主
観
主
義
１
１
窮
理
と
い
う
こ
と
は
自
ら
窮
め
て
納
得
す
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
Ｉ
に
対
す
る
絶
大
な
優
位
性
を
高
唱
す
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
よ
う

な
主
張
が
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
い
い
う
る
も
の
か
ど
う
か
。
と
い
う
の
は
彼
が

聖
人
の
教
を
信
じ
、
そ
の
道
を
唯
一
絶
対
と
す
る
の
は
、
そ
の
根
本
前
提
に
聖

人
に
対
す
る
絶
対
の
敬
信
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ｌ
云
わ
く
「
学
問

之
道
、
以
信
聖
人
為
先
」
と
。
即
ち
彼
は
何
よ
り
も
先
ず
歴
史
を
信
じ
聖
人
の

教
を
敬
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
何
等
論
理
的
説
明
を
せ

ず
し
て
そ
れ
の
客
観
性
な
い
し
正
当
性
普
遍
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

は
ず
で
あ
る
か
ら
ｌ
、
し
か
も
敬
信
と
い
え
ば
実
は
最
も
主
観
的
な
情
意
の

問
題
で
は
な
い
か
。
し
て
み
れ
ば
彼
の
客
観
主
義
こ
そ
実
は
最
高
の
主
観
主
義

に
外
な
ら
ず
、
ｌ
本
来
歴
史
に
は
古
今
が
あ
り
殊
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け

主
観
的
な
の
で
も
あ
る
ｌ
、
逆
に
主
観
的
と
い
わ
れ
る
宋
学
窮
理
の
立
場
こ

そ
、
ｌ
自
ら
窮
め
て
納
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
の
対
象
即
ち
理
を
向
う

に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
理
と
は
本
来
古
今
な
く
歴
史
な
く
、
最
も
普
遍
的

か
つ
客
観
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
ｌ
、
却
っ
て
よ
り
客
観
的
で
あ
る
と

も
い
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
彼
は
歴
史
を
信
じ
聖
人
の
教
を
敬
信
し
た
。
歴
史
主
義
は
本
来
こ

の
敬
信
の
情
を
本
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｉ
顧
え
ば
支
那
古
代
に
お
け
る
政

教
の
根
本
は
、
実
に
こ
の
敬
（
敬
天
）
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
後
に
広
瀬
淡
窓

も
強
調
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
こ
そ
実
に
儒
教
の
根
本
思
想
で
あ
っ
た
ｌ
、
歴

史
と
は
も
と
も
と
存
続
の
道
で
あ
り
、
生
命
の
連
続
を
尚
び
父
子
祖
孫
の
一
体

を
主
と
す
る
か
ら
、
そ
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
し
ょ
せ
ん
孝
と
い
う
こ
と
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
客
観
主
義
の
唯
物
論
者
で
あ
り
、
後
に
い
う
如
く
す
べ

て
の
徳
を
外
面
化
し
た
彼
も
、
さ
す
が
に
こ
の
孝
だ
け
は
外
面
化
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
却
っ
て
こ
れ
を
至
徳
と
し
て
、
「
唯
孝
以
通
神
明
、
感
天
地
、
和
順

天
下
、
自
孝
悌
始
」
と
い
う
。
宋
儒
の
い
う
心
や
性
情
の
こ
と
を
嫌
い
、
万
事

外
面
主
義
形
式
主
義
を
も
っ
て
一
貫
す
る
彼
が
、
こ
の
よ
う
な
語
を
使
用
す
る

の
は
い
か
に
も
不
似
合
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
併
し
そ
れ
だ
け
孝
の
徳
に

は
、
他
に
ゑ
ら
れ
な
い
特
別
の
意
味
が
あ
る
こ
と
の
反
証
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
か
。
（
こ
こ
に
こ
そ
、
孝
を
以
て
そ
の
哲
学
の
根
本
原
理
と
し
た
藤
樹
学
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存
立
の
基
礎
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
）
そ
し
て
勿
論
こ
の
点
を

重
視
し
て
更
に
展
開
す
れ
ば
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
結
局
は
孝
即
仁
と
す
る
孟
子

の
原
点
に
返
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
う
な
れ
ば
そ
れ
こ
そ
正
に
宋
学
の
主
張
す
る

と
こ
ろ
と
殆
ど
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
彼
（
仁
斎
も
ま
た
そ
う
で
あ

っ
た
が
）
は
そ
こ
ま
で
行
く
の
を
避
け
て
、
聖
人
之
言
の
範
囲
内
に
止
ま
っ
て

い
る
け
れ
ど
も
。

さ
て
宋
学
が
理
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
要
す
る
に
主
観
的
見
解

で
あ
り
、
主
観
的
な
見
解
に
は
定
準
が
な
い
か
ら
、
理
で
善
悪
を
決
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
小
理
を
い
く
ら
積
ん
で
も
全
体
の
理
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
か
く
て
宋
儒
の
い
わ
ゆ
る
窮
理
の
説
は
誤
で
あ
っ
て
、
理
と
い
う
な

ら
実
は
始
か
ら
全
体
の
理
を
こ
そ
ゑ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
能
力
を
も
っ
た
者
こ
そ
即
ち
聖
人
な
の
で
、
そ
こ
で
聖
人
の
作
っ
た
道
こ
そ

が
教
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
礼
で
あ
り
又
義
で
あ
る
。
云
わ
く
、
「
理

無
形
、
故
無
準
」
そ
こ
で
「
礼
以
教
中
、
楽
以
教
和
、
先
王
之
形
中
和
也
」
故

に
「
礼
以
制
心
、
義
以
制
行
、
是
先
王
之
妙
術
也
」
と
。
漠
然
た
る
無
形
の
も

の
で
修
養
せ
よ
と
い
っ
て
も
実
数
は
上
ら
ぬ
か
ら
、
そ
こ
で
礼
と
い
う
有
形
の

も
の
で
心
を
制
し
義
で
行
を
制
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
、
そ
の
意
味
で
は
必
ず
し
も
彼
の
独
壇
場

と
は
い
い
え
ず
、
似
た
よ
う
な
語
は
既
に
か
の
明
道
に
も
見
え
る
よ
う
で
あ
る

が
、
要
す
る
に
着
実
下
手
の
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
教
育
に
は
な
り
え
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
強
ち
理
を
排
す
る
の
で
は
な
い
が
、
理
と
い
わ
ず
に

義
と
い
っ
て
い
る
訳
で
、
義
と
は
客
観
的
標
準
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
本
来
は
自
ら
特
殊
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ｉ
「
人
各
見
其
所
見
、
而
不
見

其
所
不
見
」
ｌ
か
ら
、
そ
こ
で
聖
人
が
全
体
を
見
て
人
生
を
統
一
す
る
則
を

立
て
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
礼
義
に
外
な
ら
な
い
。
故
に
こ
れ
で
統
一
す
れ

ば
天
下
は
治
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
学
問
は
礼
義
を
学
ぶ
こ
と
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
然
る
所
以
の
理
を
窮
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
も
と
も
と

聖
人
の
教
を
捨
て
る
か
ら
、
そ
こ
で
自
ら
窮
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
考
え
て
象
れ
ぱ
、
自
分
で
窮
理
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
実
は
自
分
が
聖
人
以
上
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
は
ず
は
な
く
、
た
と
い
程
子
や
朱
子
が
い
く
ら
も

が
い
て
ゑ
て
も
、
聖
人
以
上
の
こ
と
が
分
る
は
ず
は
な
く
、
も
し
分
ろ
う
と
思

え
ば
し
ょ
せ
ん
礼
義
を
実
践
躬
行
す
る
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。
し
て
み
れ

ば
、
聖
人
の
教
た
る
礼
義
を
先
ず
実
践
す
る
こ
と
が
根
本
で
あ
る
の
に
、
そ
れ

を
せ
ず
し
て
窮
理
す
る
と
は
正
に
逆
で
は
な
い
の
か
Ｉ
い
い
か
え
れ
ば
、
理

を
知
っ
て
後
に
行
う
と
い
う
な
ら
ば
、
哲
学
を
修
め
て
か
ら
道
徳
を
行
う
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
か
ｌ
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
確
か
に
人
々
窮
理
を
主
と
す

れ
ば
、
結
局
は
歴
史
は
不
要
に
な
る
訳
で
、
こ
の
弊
は
当
時
よ
り
も
む
し
ろ
今

日
の
方
が
ま
す
ま
す
甚
だ
し
く
、
今
や
聖
人
の
教
も
歴
史
の
教
訓
も
す
べ
て
忘

れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
が
、
併
し
実
は
窮
理
も
研
究
も
も
と
よ
り
歴

史
の
一
部
で
あ
り
、
歴
史
の
中
で
の
み
行
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
の
本

末
を
顛
倒
し
て
は
な
ら
な
い
訳
で
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
彼
の
い
う
と
こ
ろ
も
大

い
に
心
し
て
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
か
く
て
彼
の
歴
史
主
義
に
は

一
種
の
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
そ
こ
で
窮
理
に
代
っ
て
、
物
の
義
を
尋
ね

る
の
が
真
の
学
で
あ
る
と
い
う
。
而
し
て
文
物
制
度
に
こ
も
る
義
を
尋
ね
る
為

に
は
、
古
辞
古
言
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
そ
の
い
わ
ゆ
る
古
文
辞
学
は
、

実
に
彼
の
一
大
創
見
で
あ
り
、
彼
が
全
く
前
人
未
踏
の
新
天
地
を
開
拓
し
た
稀

代
の
大
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
万
人
の
斉
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
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併
し
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
彼
の
学
説
に
は
い
ろ
い
ろ
の
矛
盾
や
欠
点
が
あ
る

こ
と
も
、
見
脱
す
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

先
ず
彼
は
、
義
は
物
に
属
す
る
か
ら
故
に
物
を
捨
て
て
義
の
み
を
採
る
と
い

う
が
、
実
は
こ
れ
が
間
違
い
の
本
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
何
と
な
ら
ば
、
本

来
は
物
に
つ
い
て
こ
そ
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
且
つ

辞
で
物
を
知
る
と
い
う
が
、
物
の
義
は
辞
で
は
分
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
物

の
義
は
単
な
る
字
義
で
は
知
ら
れ
え
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
結
局

彼
の
学
と
は
、
要
す
る
に
た
だ
物
と
名
と
を
結
合
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
彼
の
学
が
一
面
高
く
評
価
さ
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
強
く
非
難

さ
れ
る
一
因
も
実
は
こ
の
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
も
っ
と
根
源
的
に

は
、
成
程
彼
の
所
説
は
学
問
の
体
系
と
し
て
は
一
貫
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼

に
は
人
間
と
し
て
一
貫
し
な
い
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
特
に
彼
は
、
礼
に

具
わ
る
義
は
本
来
実
践
に
よ
る
し
か
分
ら
な
い
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

し
て
そ
れ
は
確
か
に
そ
の
通
り
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
併
し
そ
れ
な
ら

ば
そ
れ
を
あ
く
ま
で
実
際
に
実
行
し
た
の
か
と
い
う
と
、
彼
は
弟
子
達
に
も
そ

れ
を
実
行
さ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
学
説
と
し
て
そ
れ
を
強
調
し

た
と
い
う
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
空
虚
の
言
と
し
て
し
ょ
せ
ん
不

徹
底
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
況
ん
や
か
か

る
口
舌
の
徒
の
末
流
が
い
か
に
迂
腐
の
徒
を
輩
出
し
た
か
は
、
ま
こ
と
に
思
い

半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
行
実
践
と
い
う
点
に
お
い
て

は
、
む
し
ろ
宋
学
者
や
仁
斎
及
び
そ
の
学
派
の
人
々
の
方
が
、
遙
か
に
多
く
の
成

果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
事
実
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
結
局
、
実
行
の

必
要
な
こ
と
を
最
も
強
調
し
た
祖
侠
及
び
そ
の
学
派
が
、
最
も
実
行
を
し
な
か

っ
た
と
い
う
ま
こ
と
に
皮
肉
な
現
象
を
露
呈
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
然
ら
ば

そ
の
根
本
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
し
ょ
せ
ん
そ
れ
は
真
の
信
の
欠
如
に

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
に
信
ず
る
こ
と
篤
け
れ
ば
、
行
わ

ざ
る
を
え
な
い
の
が
信
の
本
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
信
こ
そ
実
は
彼

の
学
説
の
根
本
大
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
、
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
併
し
た
だ

学
説
で
主
張
す
る
の
と
、
そ
れ
を
実
際
に
躬
行
す
る
の
と
は
全
く
次
元
が
異
な

る
の
で
あ
っ
て
、
学
説
と
か
研
究
と
か
は
も
と
よ
り
知
の
作
用
で
あ
る
が
、
信

ず
る
と
は
正
に
意
志
の
作
用
で
あ
り
、
信
ず
れ
ば
こ
そ
実
行
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
実
行
し
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
信
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
の
明
ら

か
な
証
拠
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
信
が
な
く
な
る
か
ら
こ
そ
、
理
論
や
学
説

の
必
要
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
し
て
礼
と
義
と
の
接
続
も
離

れ
、
義
や
理
の
学
が
発
達
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
彼
の

こ
の
あ
り
方
は
、
世
の
学
者
一
般
に
通
ず
る
弊
害
を
、
最
も
端
的
に
示
す
一
つ

の
典
型
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
か
く
彼
の
説
に
矛
盾
が
生
ず
る
の
は
、
他
面
か
ら
い
え
ば
、
実
は
本
来

儒
教
倫
理
学
と
は
相
容
れ
な
い
は
ず
の
功
利
主
義
が
、
彼
の
所
説
の
中
に
は
極

め
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
仁
の
解
釈
に
つ
い
て
ゑ
て
も
、

朱
子
は
も
と
よ
り
こ
れ
を
内
面
的
な
い
し
個
人
的
な
も
の
と
し
た
ｌ
云
わ
く

「
仁
者
愛
之
理
、
心
之
徳
也
」
「
仁
者
心
之
全
徳
也
」
等
’
し
、
又
仁
斎
も
、

仁
愛
を
仏
教
に
い
わ
ゆ
る
慈
愛
と
殆
ん
ど
同
一
視
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
対
し

て
、
彼
は
全
く
外
面
的
な
い
し
社
会
的
な
も
の
と
し
て
、
「
仁
者
謂
長
人
安
民

之
徳
也
、
是
聖
人
之
大
徳
也
」
と
。
そ
し
て
叉
云
う
「
合
而
言
之
道
也
、
人
之

道
非
以
一
人
言
、
必
合
億
万
人
而
為
言
也
」
「
君
者
合
億
万
人
者
也
」
と
。
こ

こ
に
は
四
民
が
共
存
共
栄
す
る
社
会
、
即
ち
市
民
社
会
な
い
し
利
益
社
会
の
考

え
方
が
現
わ
さ
れ
て
お
り
、
ｌ
こ
の
こ
と
は
、
時
代
的
に
み
て
ま
こ
と
に
注
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目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
ｌ
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
倫
理
の
根
本
原
則

は
、
い
わ
ゆ
る
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
的
な
功
利
説
と
全
く
同
様
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
か
の
。
ヘ
ン
タ
ム
や
ミ
ル
が
功
利
説
を
展
開
し
た
の
は
、

彼
よ
り
百
年
以
上
も
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
彼
が
い
か
に
傑
れ
た

思
想
家
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
・
）
彼
は
人
々
が
そ
の
共

同
社
会
に
存
立
す
る
た
め
に
は
、
本
来
そ
れ
に
対
す
る
適
性
Ｉ
社
会
的
本
能

と
も
い
う
べ
き
も
の
Ｉ
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
そ
れ
を

基
に
し
て
人
間
の
群
居
を
統
一
す
る
徳
（
Ⅱ
道
Ⅱ
術
）
を
仁
と
規
定
す
る
の
で

あ
る
。
即
ち
更
に
云
わ
く
、
「
夫
君
者
群
也
、
是
其
所
以
群
人
而
統
一
之
者
、

非
仁
乎
安
能
焉
」
と
。
即
ち
仁
と
は
、
安
民
の
術
即
ち
政
治
の
道
具
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
体
功
利
主
義
に
よ
れ
ば
、
道
徳
は
皆
手
段
Ｉ
す
べ

て
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
Ｉ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
が
、
一
旦
手
段
と
な
れ
ば
も
早
夫
れ
自
身
に
は
価
値
が
な
い
こ
と
に
な
る
の

は
当
然
で
、
要
す
る
に
道
と
は
、
安
民
の
筋
道
た
る
礼
楽
刑
政
の
術
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
（
道
と
は
総
称
し
た
も
の
、
術
と
は
一
々
具
体
的
の
も
の
を
い

う
。
）
こ
の
よ
う
な
道
徳
ｌ
道
徳
は
単
な
る
政
治
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
Ｉ
が
、
大
い
に
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
特
に
儒
教
倫
理
学
と
は
根
源
的
に
相
容
れ
な
い
む
し
ろ
異
端
の
考
え
方
で

あ
り
、
こ
こ
か
ら
し
て
彼
の
末
流
が
腐
敗
い
う
に
忍
び
な
い
状
態
に
流
れ
て
、

多
く
世
の
指
弾
を
受
け
る
に
至
っ
た
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
併
し

彼
が
独
力
で
既
に
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
西
欧
的
近
代
思
潮
を
開
拓
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
事
の
良
否
成
敗
は
別
と

し
て
、
彼
の
不
世
出
の
異
才
ぶ
り
に
は
や
は
り
舌
を
巻
か
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
更
に
彼
の
徳
論
を
み
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
徳
は
才
（
材
）
で
あ

る
と
い
う
。
徳
と
は
道
を
歩
い
て
行
く
力
、
な
い
し
道
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
正
に
ギ
リ
シ
ャ
に
い
わ
ゆ
る
ア
レ
テ
ー
の
謂
で
あ

っ
て
、
要
す
る
に
安
民
の
術
を
実
行
す
る
力
価
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

「
徳
立
而
材
達
」
と
も
い
う
。
即
ち
材
達
が
目
的
で
あ
っ
て
、
徳
立
は
そ
の
手

段
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
「
礼
楽
以
養
之
、
然
後
成
仁
徳
、
礼
楽
皆
得
、

謂
之
有
徳
」
、
即
ち
安
民
実
現
の
力
愉
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
仁
徳
で
あ
り
、

政
治
的
才
能
を
も
っ
て
い
る
有
能
な
人
、
な
い
し
役
立
つ
人
こ
そ
有
徳
の
君
子

人
で
あ
る
ｌ
内
面
的
な
人
格
性
な
い
し
道
徳
性
の
有
無
を
い
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
Ｉ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
道
徳
観
が
い
か
に
外
面
的
な
も
の

で
あ
る
か
は
改
め
て
い
う
を
要
し
な
い
。
要
す
る
に
仁
は
安
民
で
あ
り
、
安
民

の
道
具
手
段
が
徳
で
あ
る
。
（
仁
も
徳
の
一
で
あ
る
が
、
就
中
最
大
の
徳
で
あ

る
と
す
る
）
而
し
て
礼
楽
刑
政
は
組
織
で
あ
り
、
そ
の
組
織
を
運
用
す
る
の
が

材
で
あ
る
か
ら
、
か
く
て
徳
は
材
な
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
云
え
ら
く
、
宋

儒
は
仁
を
以
て
愛
之
理
心
之
徳
と
し
て
全
く
内
面
的
な
も
の
と
し
た
が
、
そ
れ

は
実
は
仏
老
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
か
、
仁
を
心
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
釈
迦
も

孔
子
も
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
一
儒
教
は
本
来
政
教
の
学
と
い
い
、

道
と
は
即
ち
治
国
の
道
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
孔
子
も
時
に
は
仁
を
功
と
い

い
、
又
か
の
管
仲
に
仁
を
許
し
た
の
も
、
も
と
も
と
安
天
下
之
功
を
こ
そ
採
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
仁
と
は
本
来
仁
政
を
い
う
の
で
あ
り
、
さ
れ
ば
仁
と
政
と

は
元
来
切
り
離
せ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に

そ
の
通
り
で
、
こ
れ
に
対
し
て
は
恐
ら
く
宋
儒
も
仁
斎
も
文
句
の
い
い
よ
う
が

な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
か
か
る
彼
の
考
え
方
が
偏
っ
た
一
面
観
、
即
ち
単
な
る

外
面
観
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ｌ
尤
も
そ
れ

だ
け
に
叉
よ
く
当
っ
て
い
る
の
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
ｌ
、
要
す
る
に
礼
の
徳
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を
讃
美
し
て
そ
の
主
体
を
仁
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
礼
は
本
来
あ
く

ま
で
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
は
そ
の
礼
を
制
す
る
意
義
を
尋
ね
て
義

を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
て
こ
そ
始
め
て
時
の
変
に
も
応
ず

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
さ
れ
ば
又
義
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
道
徳
を
現
わ

す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
点
を
見
脱
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
か
く
て
彼
に
欠
け
て
い
る
の
は
義
の
一
字
で
あ
る
ｌ
逆
に
朱
子
学
で
は

こ
れ
を
最
も
重
要
視
し
た
の
で
あ
る
が
ｌ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
特
に
彼

は
君
臣
の
大
義
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
い
わ
な
い
。
先
王
の
道
は
安
民
の
術
、

こ
れ
は
仁
者
の
み
任
じ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
臣
の
義
と
は
、
し
ょ
せ
ん
た
だ
そ

の
与
え
ら
れ
た
も
の
を
確
実
に
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
る
。
云
わ
く
、
「
然
君

統
其
全
、
臣
任
其
分
、
各
有
所
官
守
、
各
有
所
事
、
千
差
万
別
、
非
義
則
不

能
、
故
以
義
為
君
臣
之
道
也
」
と
。
こ
こ
に
は
一
応
義
な
い
し
君
臣
の
義
が
強

調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
承
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
全
く
形
式
的
外
面
的
な
解

釈
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
道
徳
が
全
く
没
却
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
併

し
逆
に
、
真
に
君
臣
の
義
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
で
以
て
彼
の
い
わ
ゆ
る
安

民
も
実
質
的
に
よ
り
可
能
に
な
る
別
の
一
面
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
Ｉ
宋
学

の
い
わ
ゆ
る
君
々
、
臣
ぺ
父
々
、
子
々
と
い
う
よ
う
な
Ｉ
、
彼
は
そ
の
面

に
つ
い
て
は
全
く
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
彼
の
考
え
方
は
、
自

己
の
説
に
都
合
の
よ
い
一
面
、
な
い
し
は
た
だ
目
先
だ
け
の
一
面
を
の
ゑ
見
て

い
て
、
ｌ
従
っ
て
そ
の
面
に
お
い
て
は
確
か
に
す
ぐ
れ
た
達
見
も
多
く
ゑ
ら

れ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
ｌ
、
決
し
て
全
体
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

彼
の
形
式
主
義
外
面
主
義
は
、
更
に
次
の
忠
・
誠
の
解
釈
に
お
い
て
も
端

的
に
現
わ
れ
て
く
る
。
即
ち
仁
斎
が
忠
信
を
極
め
て
重
要
視
し
た
こ
と
は
上

述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
彼
は
「
忠
或
以
事
君
言
之
、
或
專
以
聴

訟
言
之
」
と
い
う
。
即
ち
忠
と
は
一
面
裁
判
官
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

り
、
要
す
る
に
先
方
の
情
を
体
す
る
こ
と
こ
れ
が
忠
で
あ
る
と
す
る
。
い
わ
ゆ

る
「
尽
己
之
謂
忠
」
な
ど
と
い
う
の
は
後
世
の
作
り
ご
と
に
す
ぎ
な
い
、
そ
ん

な
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
言
必
有
信
」
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
約
束
を

守
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
な
る
の
は
結
局
そ
の
前
提
に
、
国

家
は
大
き
な
信
用
組
合
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
民
無
信
不
立
」
に
対
す
る
独
特
の
解
釈
も
生
じ
て
く
る
の

で
、
こ
う
な
れ
ば
し
ょ
せ
ん
信
も
政
事
の
一
科
目
に
外
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
。

併
し
信
は
実
は
も
っ
と
根
本
的
に
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
芸
術
と
道
徳
を
区
別

し
、
歴
史
と
哲
学
を
区
分
す
る
大
本
、
真
を
実
な
ら
し
め
る
最
も
真
実
な
る
も

の
、
否
、
こ
の
人
生
社
会
を
成
立
せ
し
め
る
根
本
契
機
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、

無
信
不
立
と
は
、
正
に
こ
の
根
源
的
事
実
に
対
す
る
孔
子
の
断
言
で
あ
る
こ
と

は
、
改
め
て
い
う
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
誠
に
つ
い
て
も
、
彼
は
こ
れ

を
機
械
的
な
い
し
生
理
的
な
働
と
同
一
視
し
て
、
「
習
悪
成
性
者
、
悪
亦
誠

実
」
と
い
う
が
、
こ
れ
で
は
他
人
の
物
を
み
て
泥
棒
根
性
を
起
す
の
も
誠
で
あ

り
、
磯
え
て
食
し
喝
し
て
飲
む
の
も
皆
誠
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う

な
考
え
方
が
、
か
の
宋
学
の
い
う
と
こ
ろ
と
い
か
に
次
元
が
異
な
る
こ
と
か
。

彼
の
い
う
誠
と
は
、
い
わ
ば
天
然
自
然
と
い
う
こ
と
、
な
い
し
人
の
慥
ら
え
ご

と
で
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
れ
な
ら
ば
人
よ
り
も
禽
獣
の
方
が
よ
り

誠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
も
と
よ
り
そ
の

よ
う
な
一
面
が
あ
る
こ
と
も
強
ち
否
定
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
併
し
少
く
と
も

儒
教
倫
理
に
お
け
る
誠
の
論
と
し
て
は
、
余
り
に
も
浅
薄
に
し
て
一
面
的
な
強

弁
に
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
も
あ
れ
彼
は
、
本
能
的
自
然
的
の
も
の
と
精
神
的
人
格
的
な
も
の
と
の
区

別
を
全
く
無
視
し
、
内
面
的
な
も
の
も
す
べ
て
外
面
的
に
ゑ
る
。
即
ち
あ
ら
ゆ

る
主
観
性
を
排
し
て
客
観
的
な
物
の
側
面
に
立
ち
、
得
意
の
古
文
辞
で
古
書
を

す
べ
て
外
面
的
に
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
破
竹
の
勢
で
唯
物
論
を
展
開
し
た
。
勿
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論
そ
れ
は
丸
切
り
の
論
弁
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
併
し
そ
れ
ら
外
面
的
な
も
の

の
背
後
に
精
神
的
な
も
の
が
あ
る
の
を
す
べ
て
捨
て
去
っ
て
、
宋
儒
の
い
わ
ゆ

る
慎
独
と
か
一
念
の
微
な
ど
と
い
う
こ
と
を
事
毎
に
悪
く
庶
す
の
で
あ
る
が
、

併
し
慎
独
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
き
な
活
動
の
本
に
な
り
、
一
念
の
微
と
い

う
こ
と
が
い
か
に
大
切
な
こ
と
か
。
い
わ
ゆ
る
幾
は
善
悪
な
り
で
、
一
念
の
兆

す
と
こ
ろ
に
直
ち
に
善
悪
が
あ
り
、
そ
こ
で
幾
を
慎
し
む
こ
と
に
な
る
、
こ
こ

か
ら
慎
し
ま
な
け
れ
ば
す
べ
て
は
後
の
祭
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
か

く
心
に
尋
ね
れ
ば
、
本
来
正
邪
善
悪
は
判
然
と
し
て
紛
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
彼
は
こ
の
心
を
無
視
し
て
良
心
も
良
知
も
一
切
認
め
よ
う
と
し
な

い
。
従
っ
て
残
る
と
こ
ろ
は
畢
寛
安
民
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
す
べ
て
は
安
民

の
為
の
方
便
と
な
り
、
そ
こ
で
正
邪
善
悪
の
別
が
判
然
と
し
な
く
な
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
即
ち
心
を
無
視
し
て
事
功
の
上
に
求
め
れ
ば
、
無
量
の
段
階
が
生

ず
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
か
く
て
善
に
無
量
の
段
階
が
あ
り
、
従
っ
て

又
悪
に
も
無
限
の
程
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼

は
、
宋
儒
が
是
非
善
悪
を
寸
毫
も
仮
借
し
な
い
こ
と
を
大
い
に
非
難
し
て
、
本

来
人
皆
夫
々
そ
の
才
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
「
大
者
大
生
、

小
者
小
生
、
豈
不
欲
小
者
大
生
邪
」
、
即
ち
「
君
子
以
成
徳
、
小
人
以
成
俗
」
、

要
す
る
に
大
小
良
悪
も
和
風
甘
雨
を
以
て
長
ぜ
し
め
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
で
は
な

い
か
、
そ
こ
で
「
故
学
寧
為
諸
子
百
家
曲
芸
之
士
、
而
不
願
為
道
学
先
生
」
と

彼
一
流
の
皮
肉
を
こ
め
る
。
成
程
彼
の
よ
う
に
、
全
く
政
治
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
教
育
と
か
道
徳
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
す
ま
し
て
い
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、

一
念
の
微
を
慎
し
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
も
迂
遠
の
よ
う
で
あ
る
が
、

か
の
撲
乱
反
正
の
大
事
業
な
ど
と
い
う
の
も
、
結
局
は
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
の

で
あ
り
、
逆
に
秋
霜
烈
日
の
気
塊
を
以
て
尊
皇
の
大
義
を
鼓
吹
す
る
等
と
い
う

精
神
の
昂
揚
は
、
彼
等
の
学
徒
と
は
全
く
無
縁
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

顧
え
ば
彼
の
歴
史
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
当
然
に
古
今
東
西
の
相

違
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
あ
え
て
そ
れ
を
認
め
よ
う

と
せ
ず
、
只
た
だ
支
那
古
代
先
王
の
道
を
万
世
の
道
と
し
て
立
て
る
の
ゑ
で
あ

り
、
又
孝
を
重
視
し
祖
を
崇
ぶ
こ
と
は
強
調
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
自
己
の
祖

先
や
国
家
民
族
の
祖
先
と
は
全
く
接
続
し
な
い
ｌ
否
、
そ
の
事
に
さ
え
全
く

気
が
つ
い
て
い
な
い
か
に
み
え
る
’
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
と
も
奇
怪
至
極

と
い
う
外
は
な
い
。
結
局
は
い
わ
ゆ
る
学
者
の
通
弊
と
い
う
し
か
な
い
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
以
て
当
時
儒
学
者
達
の
大
陸
心
酔
ぶ
り
が
、
い

か
に
根
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
思
い
知
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、
彼
は
一
応
歴
史
主
義
の
立
場
を
堅
持
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は

結
局
歴
史
の
性
格
を
十
分
に
把
握
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

道
は
聖
人
の
作
為
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
態
は
要
す
る
に
、
漢
民
族
の
習

俗
に
も
と
づ
く
支
那
の
国
民
道
徳
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
十
分
に
見
ぬ
け
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
尚
彼
の
所
論
に
は
、
哲
学
な
い
し
学
説
や
理
論
に
対
す
る
大

き
な
誤
解
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
抑
々
哲
学
と
は
、
そ
の
歴
史
に

宿
る
一
般
の
理
を
み
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
哲
学
上
の
原
理
か
ら
民
族
の
所
産
を

演
緤
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
点
彼

の
所
論
は
正
に
本
末
顛
倒
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
宋
学
は
我
見
（
主
観
的
憶
見
）
を
立
て
て
議
論
し
て
い
る
と
非
難
す
る
け
れ

ど
も
、
実
は
そ
の
点
に
こ
そ
新
興
の
学
た
る
宋
学
の
宋
学
た
る
所
以
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
正
に
歴
史
的
所
産
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
又
他
面
、

そ
の
い
わ
ゆ
る
主
観
性
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
あ
え
て
主
張
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
と
必
要
と
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
主
観
性
が
常
に
必

ず
し
も
意
義
が
な
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
真
に
人
を
動
か
す
も
の
は
実
は
元

来
主
観
性
な
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
ゑ
て
も
、
宋
学
が
実
際
に
大
い
な
る
力

を
発
揮
し
え
た
の
は
、
正
に
そ
の
純
然
た
る
主
観
性
の
故
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
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る
べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
彼
の
主
張
し
た
古
学
な
い
し
古
文
辞
学
即
ち
訓
詰
の

学
は
、
い
か
に
も
客
観
的
で
あ
り
、
且
つ
学
派
と
し
て
は
実
に
盛
大
を
極
め
た

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
実
事
に
お
い
て
世
道
人
心
を
維
持
し
、
な
い
し
は

人
や
歴
史
を
動
か
す
力
と
は
遂
に
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
し

彼
が
そ
の
学
を
真
に
よ
く
活
か
し
、
単
に
客
観
的
に
の
ゑ
止
ま
る
の
で
な
く
て

そ
れ
を
よ
く
主
観
化
し
え
た
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
彼
の
い
う
と
こ

ろ
が
そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
歴
史
の
上
に
転
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
確
か
に

偉
大
な
成
果
を
あ
げ
え
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
が
只
客
観
的
な
議
論

の
み
に
止
ま
り
、
却
っ
て
自
己
疎
外
し
て
わ
が
国
歴
史
に
全
く
接
続
し
な
か
っ

た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
っ
た
と
い
う
外
は
な
い
。
尤
も
後
の
国
学
者

達
の
採
っ
た
方
法
は
、
柤
裸
学
の
方
法
と
全
く
同
様
ｌ
理
論
を
斥
け
て
只
管

古
の
事
を
信
ず
る
と
い
う
歴
史
主
義
ｌ
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
の
学
風
が
国
学

勃
興
の
原
動
力
に
な
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は

後
の
国
民
精
神
の
振
興
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
併
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
決
し
て

内
容
所
説
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
際
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
王
覇
の
別
に
つ
い
て
、
仁
斎
も
柤
侠
も
や
は
り
論
じ
て
い
る
が
、
支

那
で
い
う
王
覇
の
論
を
日
本
に
も
っ
て
く
る
と
ど
う
な
る
か
。
祖
侠
は
、
孟
子

が
王
覇
を
分
け
た
の
は
、
諸
侯
に
徳
で
号
令
す
る
こ
と
が
で
き
ず
力
を
仮
り
た

者
を
覇
と
い
っ
た
。
決
し
て
周
の
王
室
を
尊
ん
だ
訳
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
観

念
は
既
に
戦
国
時
代
に
は
早
く
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
後

世
孟
子
の
言
を
と
り
違
え
て
、
徳
治
・
法
治
と
い
う
こ
と
を
い
い
出
し
た
。
法

の
背
後
に
は
力
が
必
要
で
、
力
が
な
い
と
法
は
も
た
な
い
。
そ
こ
で
仁
斎
も
や

は
り
王
覇
の
別
を
徳
治
法
治
と
考
え
、
仁
徳
で
政
を
す
る
の
を
王
者
と
し
た
。

こ
れ
は
本
に
湖
れ
ば
孔
子
の
語
に
あ
る
訳
で
、
論
語
に
「
道
之
以
政
、
斉
之
以

刑
、
民
免
而
無
恥
。
道
之
以
徳
、
斉
之
以
礼
、
有
恥
且
格
」
と
あ
り
、
孟
子
も

仁
斎
も
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
、
か
の
斉
桓
晋
文
と
文
王
武
王
と
を
区
別
し
た
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
併
し
祖
侠
は
、
桓
文
の
時
に
は
礼
は
あ
っ
た
の
だ
か

ら
、
孔
子
の
言
は
必
ず
し
も
王
覇
の
別
を
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
孟

子
の
所
言
と
比
較
し
て
み
て
も
、
祖
侠
の
こ
の
観
方
は
当
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
元
来
孟
子
に
は
、
周
の
王
室
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
誰
で
も
仁
政

を
行
い
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
が
王
者
で
あ
る
と
い
う
。
孟
子
の
書
が
日
本
人
と
し

て
は
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
孟
子
に
よ
れ
ば
、
王
道
と
は
仁
政
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
君
臣
の
義
に
つ
い
て
も
や
か
ま
し
く
論
じ
て
お
り
、
又
孔
子
の
春

秋
を
乱
臣
賊
子
は
催
れ
た
と
い
う
。
併
し
そ
の
臣
に
し
て
君
を
試
す
る
者
あ
り

と
は
、
周
の
天
子
に
背
い
た
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
臣
と
は
諸
侯
の
臣
を

い
う
の
で
、
君
臣
の
義
と
は
諸
侯
と
大
夫
、
或
い
は
大
夫
と
家
来
と
を
叉
君
臣

と
み
て
い
る
。
そ
れ
で
周
王
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
周
の
天
子
が
天
子
で
あ
る

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
孔
子
が
著
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
、
孟
子
は
解
し
て

い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
又
当
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
仁
斎
の
解
釈

も
同
様
で
、
必
ず
し
も
周
の
王
室
に
は
限
っ
て
い
な
い
。
併
し
孔
子
の
春
秋
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
の
通
書
に
孔
子
を
讃
嘆
し
た
と
こ

ろ
が
二
ヶ
処
あ
る
が
、
一
は
春
秋
を
作
っ
た
こ
と
を
讃
美
し
、
そ
の
主
意
は

「
春
王
正
月
」
と
周
室
の
尊
ぶ
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
、
即
ち
春
秋
で
万
世

王
を
尊
ぶ
べ
き
こ
と
を
示
し
た
こ
と
で
、
Ｉ
も
う
一
ヶ
処
は
人
道
な
い
し
人

間
性
を
説
い
た
こ
と
だ
と
い
う
Ｉ
、
後
世
歴
朝
の
帝
王
が
孔
子
を
尚
ぶ
の
も

報
恩
で
あ
る
と
周
子
は
い
っ
て
い
る
。
併
し
そ
れ
は
孟
子
の
所
説
や
仁
斎
の
解

釈
と
は
違
っ
て
い
る
。
一
体
歴
史
論
と
い
う
も
の
は
い
ろ
い
ろ
の
立
場
や
解
釈

が
あ
る
も
の
で
、
歴
史
が
国
脈
を
維
持
す
る
と
い
う
の
も
、
結
局
は
そ
の
人
の

精
神
の
お
き
方
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
資
料
を
調
べ
て
事
実
は
か
く
の
如
く
で

あ
る
と
い
う
の
は
面
白
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
ほ
ん
と
の
歴
史
観
と
い
う
も
の
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は
、
や
は
り
資
治
通
鑑
や
通
鑑
綱
目
に
あ
ろ
う
と
思
う
。
併
し
何
れ
に
し
て
も

王
覇
の
論
は
、
ど
う
し
て
も
わ
が
国
の
天
子
と
将
軍
に
は
当
は
ま
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
た
と
い
い
く
ら
仁
政
を
以
て
臨
ん
で
も
、
将
軍
は
臣
下
で
あ
る
。
北
条

泰
時
は
仁
政
を
施
し
た
が
、
王
と
は
い
わ
な
い
。
従
っ
て
わ
が
国
の
場
合
は
、

い
わ
ゆ
る
法
治
徳
治
で
は
解
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
聖
徳
太
子
の
い
わ
ゆ
る

「
天
無
二
日
、
国
無
二
王
」
と
い
う
の
も
、
次
々
に
王
者
が
出
れ
ば
よ
い
の
で
、

そ
の
裡
に
は
万
世
一
系
は
こ
も
っ
て
い
な
い
。
元
来
真
の
主
と
い
う
べ
き
も

の
、
即
ち
王
の
王
た
る
と
こ
ろ
は
統
一
に
あ
る
。
率
士
の
兆
民
、
壬
を
以
て
王

と
為
す
で
あ
る
。
も
と
よ
り
仁
政
と
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
併
し

統
一
と
い
う
根
元
は
、
仁
政
を
施
す
施
さ
ぬ
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
仁
政

を
施
さ
ね
ば
天
皇
は
天
皇
で
な
い
と
は
い
わ
れ
ぬ
。
要
す
る
に
王
と
は
真
の
主

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
真
の
主
は
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
は
日
本
だ
け
で

あ
り
、
こ
こ
が
わ
が
国
の
万
国
に
勝
れ
た
所
で
あ
る
。
西
洋
の
国
家
論
と
し
て

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
は
無
類
の
も
の
で
、
そ
れ
以
前
に
は
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
そ
ん
な
考
え
が
ど
こ
か
ら
き
た
か
？
彼
に
よ
れ
ば
君
主
は
国
家
の
絶
頂

で
あ
り
、
そ
れ
は
有
る
も
の
を
無
い
も
の
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
力
が
あ
る
も

の
、
即
ち
法
に
問
わ
れ
た
罪
人
を
許
す
、
こ
れ
は
単
に
法
の
立
場
か
ら
い
え
ば

正
に
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
言
で
赦
す
、
そ
こ
に
君

主
の
絶
対
権
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
も
と
よ
り
仁
と
い
う
内
容
と
は

離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
本
来
か
ら
い
え
ば
、
か
か
る
絶
頂
は
単
に
国
家
ば

か
り
で
は
な
く
、
実
は
何
に
で
も
あ
る
。
絶
頂
と
は
も
と
も
と
統
一
と
い
う
こ

と
で
、
我
灸
は
常
に
絶
対
と
直
接
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
我
々
の
一
言

一
行
で
あ
る
。
我
々
が
言
行
す
る
瞬
間
は
絶
対
そ
の
も
の
で
、
人
間
の
根
抵
が

宗
教
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
一
念
に
し
て
無
量
の
罪
を
減
す

る
、
そ
こ
に
宗
教
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
我
公
の
根
底
に
横
た

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
直
接
し
た
時
に
、
我
々
は
自
ら
主
と
な
る
人

間
と
な
る
の
で
あ
る
。
）
国
家
に
お
い
て
も
そ
の
主
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
君
主
の
決
断
に
は
も
早
善
悪
は
な
い
。
一
日
一
決
断
し
た
以
上
は
絶
対
の
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
善
悪
が
ひ
つ
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
の

内
容
を
も
っ
て
き
て
比
較
詮
議
を
こ
ら
す
、
併
し
そ
れ
を
決
す
る
も
の
は
君
主

の
決
断
の
ゑ
。
評
議
で
決
め
た
の
で
は
な
い
、
否
、
た
と
い
評
議
で
決
め
て

も
、
最
後
は
君
主
の
一
断
。
そ
し
て
そ
の
時
は
国
を
挙
げ
て
皆
そ
の
決
に
従

う
。
そ
れ
は
善
な
る
が
故
に
従
う
の
で
は
な
く
、
君
命
な
る
が
故
に
従
う
の
で

あ
る
。
か
の
西
銘
は
こ
の
絶
対
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、
張
子
は
や
は

り
程
朱
を
出
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
父
母
は
不
完
全
で
あ
る
が
、
天

が
完
全
で
あ
る
と
い
う
。
併
し
天
が
完
全
と
は
人
間
に
は
分
ら
ぬ
、
天
道
是
か

否
か
、
歴
史
を
終
る
ま
で
分
ら
ぬ
、
畢
寛
信
で
あ
る
。
日
本
の
忠
孝
は
こ
れ
が

本
で
あ
る
。
絶
対
性
、
親
の
い
う
こ
と
が
善
い
か
悪
い
か
と
い
う
の
で
は
な

く
、
親
の
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
叉
君
の
命
で
あ
る
か
ら
従
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
忠
孝
は
理
に
左
右
さ
れ
な
い
。
統
一
は
そ
う
い
う
理
の
次
元
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
が
国
柄
に
現
は
れ
て
い
る
の
は
わ
が
日
本
だ
け
で
あ
る
。
勅
命

な
れ
ば
是
非
を
問
わ
ず
、
世
界
人
道
な
ど
問
題
で
は
な
い
。
か
う
い
う
こ
と

は
、
断
片
的
に
は
も
と
よ
り
他
の
国
に
も
あ
る
が
、
国
柄
全
体
と
し
て
は
、
歴

史
の
事
実
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
は
日
本
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
承
れ
ば
、
支

那
の
王
覇
な
ど
論
ず
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
で
我
が
国
を
論
ず

べ
き
で
な
い
と
思
う
。

〔
未
定
稿
〕

（
附
記
）

本
稿
は
、
恩
師
故
西
晋
一
郎
先
生
の
講
義
手
録
（
講
義
題
目
は
別
）
の
一

部
を
、
筆
者
な
り
に
急
握
整
理
要
約
な
い
し
粉
飾
翻
案
し
た
も
の
で
、
も

と
よ
り
文
責
は
す
べ
て
筆
者
に
あ
る
。

九
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