
本
書
は
、
吉
田
公
平
氏
が
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
「
『
大
学
』
が
所
謂
新

儒
教
の
根
本
原
理
を
包
括
的
に
開
示
す
る
所
依
の
経
典
で
あ
っ
た
こ
と
」
を
主

題
設
定
の
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
『
大
学
』
と
い
う
「
明
明
徳
・
新

（
親
）
民
・
止
至
善
」
「
格
物
」
「
誠
意
」
や
「
修
己
ｌ
治
人
」
と
い
っ
た
儒

学
の
基
本
問
題
を
提
示
す
る
書
物
を
、
徳
川
時
代
の
儒
者
た
ち
が
ど
う
読
ん
だ

か
、
そ
し
て
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
問
題
を
共
通
の
主
題
と
す
る
十
篇
の
論
文

と
吉
田
氏
に
よ
る
朱
烹
・
王
陽
明
の
『
大
学
』
理
解
の
特
質
を
ま
と
め
た
論
文

一
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
。
焦
点
を
一
冊
の
書
物
に
絞
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
た
か
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
世
に
お
け
る
知
の
展
開

を
辿
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
『
孟
子
』
の
受
容
史
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
描
い

た
野
口
武
彦
氏
の
『
王
道
と
革
命
の
間
ｌ
日
本
思
想
と
孟
子
問
題
』
（
筑
摩
書

房
）
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
、
『
大
学
』
中
の
「
三
綱
領

・
八
条
目
」
を
中
心
的
な
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
点
を
よ
り
明
確
化
し

て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
今
後
は
、
『
論
語
』
『
中
庸
』
『
易
経
』
等
の
他

八
書
評
Ｖ

1

江
戸
の
儒
学
ｌ
『
大
学
』
受
容
の
歴
史
ｌ

（
源
了
圓
編
思
文
閣
出
版
）

の
経
書
に
つ
い
て
も
同
様
な
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、

藤
樹
・
素
行
・
蕃
山
・
仁
斎
・
闇
斎
学
派
・
祖
侠
・
懐
徳
堂
学
派
・
精
里
・
中

斎
・
一
斎
と
近
世
に
お
け
る
主
要
な
儒
者
の
ほ
と
ん
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
彼
ら
の
解
釈
の
異
な
り
を
通
し
て
そ
の
個
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
と
い
う
成
果
を
挙
げ
て
い
る
点
も
本
書
の
特
色
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
本

書
の
著
者
た
ち
に
と
っ
て
の
関
心
は
『
大
学
』
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
儒
者
た
ち
の
『
大
学
』
解
釈
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
だ
。

『
大
学
』
と
い
う
書
物
は
そ
う
し
た
様
々
な
解
釈
の
総
体
と
し
て
、
柤
侠
に
な

ら
っ
て
言
え
ば
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
読
承
が
引
き
出
さ
れ
る
八
物
Ｖ
と
し
て

あ
り
、
本
書
の
魅
力
も
、
『
大
学
』
に
お
け
る
諸
理
念
の
り
’
一
ア
ー
な
発
展
史

を
語
ろ
う
と
す
る
点
に
で
は
な
く
、
『
大
学
』
と
い
う
書
物
を
中
心
と
し
て
広

が
る
知
の
地
平
の
中
に
読
者
を
引
き
込
ん
で
ゆ
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
そ
こ

で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
、
反
溌
・
ズ
レ
・
折
衷
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
様
々
な

読
み
は
、
必
ず
し
も
知
の
枠
組
の
根
本
的
な
変
換
や
新
解
釈
の
劇
的
な
発
見
を

伴
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
本
書
は
、
そ
う
し
た
思
想
史
的
な
ス

ト
ー
リ
ィ
ー
の
創
出
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
田
尻
祐
一
郎
氏
が
、

藤
本
雅
彦

一

一

九



小
田
嶋
利
江
氏
の
「
中
江
藤
樹
ｌ
本
来
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
は
、
藤

樹
の
三
綱
領
の
解
釈
の
特
質
は
、
「
親
民
」
の
「
親
」
を
「
親
愛
」
の
意
、
「
中

心
的
に
は
血
縁
関
係
に
お
け
る
人
間
通
有
の
肉
親
愛
」
と
し
、
「
至
善
」
を

「
他
者
へ
の
親
愛
感
情
そ
の
も
の
が
由
来
」
す
る
「
本
体
」
と
す
る
点
に
あ

る
と
す
る
。
「
親
愛
」
と
い
う
「
情
」
が
根
本
に
お
か
れ
る
の
に
対
し
て
、

「
意
」
は
「
偏
向
性
」
や
好
悪
・
是
非
の
固
執
と
し
て
否
定
さ
れ
、
「
意
念
の

私
意
性
を
克
服
す
る
こ
と
が
『
良
知
』
に
至
る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し

履
軒
に
お
け
る
知
の
特
質
を
「
具
体
物
に
即
し
た
個
別
的
な
『
知
』
で
あ
り
、

そ
の
集
積
も
、
ど
こ
ま
で
も
個
別
・
具
体
の
『
知
』
の
集
積
で
あ
っ
た
。
『
貫

通
』
し
な
い
こ
と
に
、
履
軒
は
価
値
を
見
い
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
ら
あ

る
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
自
体
に
も
通
ず
る
言
葉
と
し
て
印
象
的
で

あ
る
。
儒
者
た
ち
の
様
々
な
言
説
を
、
論
理
的
に
整
合
化
し
て
一
貫
さ
せ
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
幅
や
広
が
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
こ
と
こ

そ
、
従
来
の
思
想
史
研
究
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
は
解
き
明
か
さ
れ
な
か
っ
た

近
世
に
お
け
る
知
の
相
貌
を
提
示
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、

「
序
」
に
お
い
て
源
了
圓
氏
が
「
『
大
学
』
理
解
に
お
け
る
内
発
的
契
機
と
外

発
的
契
機
を
統
一
的
に
把
握
し
、
日
本
に
お
け
る
『
大
学
』
理
解
の
特
色
と
そ

の
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
、
究
極
の
目

標
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
大
学
』
と
い
う
書
物
を
通
し
て
の
知

の
全
体
像
の
解
明
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
大
学
』
だ
け
に
、

本
書
の
執
筆
者
た
ち
だ
け
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
広
く
私
た
ち
自
身
に

与
え
ら
れ
た
課
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

2

か
し
、
引
用
さ
れ
て
い
る
「
良
知
ノ
誠
二
率
フ
ト
キ
ハ
筒
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
邪
癖

ニ
ア
ラ
ス
筒
ル
ヲ
以
不
掎
二
至
ル
ト
キ
ハ
筒
モ
亦
不
筒
ノ
理
リ
ナ
リ
」
と
い
う

言
葉
か
ら
は
、
藤
樹
は
必
ず
し
も
偏
り
を
否
定
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
読
承
取

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
点
は
例
え
ば
、
親
子
に
代
表
さ
れ
る
個
別
的
な
人

間
関
係
と
い
う
偏
り
に
お
け
る
「
親
愛
の
情
」
を
「
至
善
」
と
す
る
こ
と
と
、

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
藤
樹
に
お
け
る
完
全
で
あ
る
こ
と

と
偏
り
と
は
、
意
・
情
、
意
・
知
と
い
う
二
元
論
的
枠
組
の
中
に
納
ま
り
き
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
疑
問
は
残
る
が
、
小
田
嶋
氏
の
論
は
「
内
発

的
生
命
力
の
な
ま
の
実
在
感
」
へ
の
藤
樹
の
こ
だ
わ
り
を
追
求
し
て
明
快
で
あ

プ
（
ぜ
◎

八
木
清
治
氏
の
「
熊
沢
蕃
山
Ｉ
心
法
と
政
治
」
は
藤
樹
が
「
意
を
心
に
『
伏

蔵
』
す
る
悪
の
根
源
と
考
え
た
」
の
に
対
し
て
、
蕃
山
は
よ
り
外
在
的
な
も
の

に
由
来
す
る
と
捉
え
、
そ
の
人
間
理
解
の
異
な
り
が
蕃
山
を
政
治
に
向
か
わ
せ

た
と
す
る
。
八
木
氏
は
、
そ
の
異
な
り
が
「
誠
意
」
を
「
自
謙
」
と
す
る
蕃
山

の
解
釈
に
「
人
の
善
を
知
る
」
と
い
う
対
他
者
的
な
志
向
を
与
え
、
し
か
も
そ

れ
が
倫
理
的
な
基
盤
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
人
材
登
用
・
言
路
洞
開
に
向
か
う

八
心
体
の
政
治
的
萌
芽
Ｖ
と
も
な
っ
て
い
た
点
に
注
目
す
る
。
蕃
山
に
お
け
る

心
法
の
受
容
と
政
治
的
実
践
と
の
連
関
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
見

解
で
あ
る
。

近
年
、
儒
学
の
対
抗
者
と
し
て
兵
学
を
取
り
上
げ
近
世
思
想
の
見
取
り
図
の

変
更
を
要
求
す
る
意
欲
的
な
論
文
を
発
表
し
て
い
る
前
田
勉
氏
は
、
「
山
鹿
素

行
ｌ
治
人
の
学
の
認
識
論
」
と
「
荻
生
沮
侠
ｌ
古
文
辞
学
の
認
識
論
」
の
二
篇

を
著
し
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
前
田
氏
は
、
素
行
の
朱
子
学
批
判
に
お
け
る

修
辞
に
注
意
し
な
が
ら
、
そ
の
「
格
物
」
理
解
が
外
在
的
な
「
物
の
定
則
」
に

一
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一
元
化
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
「
復
初
」

「
致
良
知
」
等
の
定
言
化
さ
れ
た
倫
理
的
な
命
令
と
し
て
で
は
な
く
、
魚
鳥
の

料
理
法
や
蜜
柑
の
食
べ
方
と
い
っ
た
具
体
的
な
例
を
通
し
て
、
技
術
知
と
し
て

表
わ
さ
れ
る
点
に
特
色
が
あ
る
と
す
る
。
す
べ
て
の
日
用
の
事
物
に
貫
通
す
る

理
が
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
く
、
素
行
の
知
は
「
衣
類
・
食
物
」
か
ら
「
天
下

之
治
平
・
礼
楽
之
品
」
「
政
道
・
兵
法
」
等
に
至
る
個
別
的
・
具
体
的
な
定
則

の
集
積
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
山
鹿
語
類
』
に
お
け
る
煩
墳
な
礼
の
記
述
に

つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
田
氏
は
、
素
行
に
と
っ
て
個
々
の
定

則
の
妥
当
性
は
、
天
下
の
人
々
を
「
尤
も
な
り
と
感
心
せ
し
む
る
こ
と
」
が
で

き
る
か
否
か
と
い
う
公
共
性
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
他
方
で
素
行

は
、
「
主
観
を
ま
じ
え
ず
に
『
物
に
格
る
』
と
き
、
『
物
の
定
則
』
は
『
自
ら
』

認
識
で
き
る
」
と
い
う
「
感
格
」
を
説
く
。
前
田
氏
に
よ
れ
ば
、
素
行
の
認
識

論
と
は
、
天
下
の
人
々
を
納
得
さ
せ
る
定
則
は
正
し
い
、
そ
し
て
、
正
し
い
定

則
は
「
作
為
」
「
造
作
」
し
な
け
れ
ば
誰
に
で
も
感
格
す
る
、
つ
ま
り
誰
に
も

分
か
る
か
ら
正
し
い
、
正
し
い
か
ら
誰
に
も
分
か
る
と
い
う
循
環
を
繰
り
返
す

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
循
環
を
可
能
に
す
る
根
拠
は
人
間
の
普
遍
性
に
で
は
な

く
技
術
知
の
も
つ
普
遍
性
に
こ
そ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
素
行
の
説
く

定
則
は
、
習
俗
の
規
範
化
と
い
う
側
面
も
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
、
「
治
道
之
要
」
は
天
下
万
民
の
た
め
の
「
い
が
た
」
と
し
て
の
「
規
制
」

を
立
て
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
政
治
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
は
、
祖
裸
と
の
比
較
と
い
う
点
か
ら
も
興
味
深
い
。

素
行
の
格
物
論
が
、
日
用
に
際
し
て
の
個
々
の
用
法
に
お
け
る
技
術
知
の
確

立
を
目
指
し
て
い
た
と
す
る
前
田
氏
の
論
は
明
快
で
あ
る
が
、
沮
侠
の
格
物
論

に
つ
い
て
は
や
や
難
解
な
部
分
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
祖
侠
自
身
が
「
物
」

を
「
六
経
」
「
礼
楽
」
「
先
王
の
法
言
」
「
教
へ
の
条
件
」
等
と
説
く
こ
と
の

難
解
さ
に
も
由
る
が
、
前
田
氏
が
、
「
祖
棟
の
『
物
』
’
六
経
は
、
『
行
事
』

で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
」
と
か
、
「
先
王
の
法
言
」
は
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
時
代
を
超
越
し
て
基
準
と
す
べ
き
も
の
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も

よ
る
。
「
こ
れ
を
行
事
に
施
し
て
、
深
切
著
明
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
六
経

は
行
事
に
施
し
て
深
切
著
明
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
六
経
Ｉ
行
事
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
祖
侠
は
、
六
経
に
記
載
さ
れ
た
事
柄
を
今
の

世
に
実
現
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
六
経
に
記
載
さ
れ
た
堯
舜
三
代

の
道
は
堯
舜
三
代
の
世
に
お
い
て
閉
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
の
世
に
再
現
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
六
経
を
学
ぶ
こ
と
の
意

味
、
そ
れ
こ
そ
が
「
格
物
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
祖
侠
が
語
ろ
う
と
し
て
い

る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
田
氏
は
、
「
疑
」
と
「
思
」
と
い
う
点

に
注
目
し
て
、
「
六
経
へ
の
『
疑
』
が
次
か
ら
次
へ
と
生
ま
れ
」
「
『
柤
侠
先

生
答
間
書
』
が
こ
の
六
経
へ
の
『
疑
』
と
『
思
』
の
具
体
的
な
過
程
を
リ
ア
ル

に
展
開
し
て
い
た
」
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
断
定
は
少
し
危
う
い
。
祖
侠

は
、
六
経
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
し
か
も
少
し
で
も
原
音
に
近
い
形
で
暗

記
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
注
釈
書
も
作
ろ
う
と
し
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
道
理
は
あ
れ
こ
れ
と
疑
っ
た
り
考
え
た
り
す

る
べ
き
で
あ
る
．
し
か
し
、
前
田
氏
が
引
い
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば
戦
場
と

い
う
よ
う
な
「
人
智
人
力
の
と
蛍
き
不
申
場
」
に
お
い
て
は
、
疑
っ
た
り
考
え

た
り
す
る
と
い
う
「
人
智
」
で
は
な
く
、
臨
機
応
変
の
天
啓
の
よ
う
な
閃
き
こ

そ
が
勝
敗
を
決
定
づ
け
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
『
物
』
は
覚
え
ず
向
こ
う
の
方
か

ら
『
来
る
』
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
八
理
Ｖ
で
は
な
く
八
物
Ｖ
を
重
視
す

る
祖
棟
の
特
質
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
前
田
氏
は
（
批
判
め
い
た
こ
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と
ば
か
り
に
な
っ
て
申
し
訳
な
い
が
）
「
此
国
、
今
ノ
風
俗
二
染
マ
リ
居
テ
、

心
ア
ワ
ヒ
モ
智
恵
ノ
ハ
タ
ラ
キ
モ
、
悉
ク
其
ク
ル
ワ
ヲ
出
ザ
ル
ガ
故
也
」
と
い

う
言
葉
に
お
け
る
「
ク
ル
ワ
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
「
疑
」
と
「
思
」
を
契

機
と
し
て
「
ク
ル
ワ
」
の
中
か
ら
脱
す
る
工
夫
と
し
て
祖
棟
の
「
格
物
」
を
捉

え
る
が
、
し
か
し
「
ク
ル
ワ
」
か
ら
の
脱
出
は
、
そ
の
よ
う
な
主
体
的
実
践
や

努
力
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
は
な
く
、
「
風
俗
」
そ
れ
自
体
を
移
し
替
え
て
し

ま
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
沮
採
は
、
個
々
の
あ
り
様
で
は
な
く
常
に
全
体
を

問
題
と
し
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
没
後
に
あ
れ
ほ
ど
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

田
尻
祐
一
郎
氏
の
「
闇
斎
学
派
ｌ
若
林
強
斎
を
中
心
に
」
と
「
懐
徳
堂
学
派

’
五
井
蘭
洲
と
中
井
履
軒
」
の
二
篇
は
、
鮮
や
か
な
問
題
視
角
と
抑
制
の
き
い

た
文
体
に
よ
っ
て
読
む
者
を
テ
ク
ス
ト
世
界
に
引
き
込
ん
で
ゆ
く
。
前
者
に
お

い
て
田
尻
氏
は
、
闇
斎
の
説
と
伝
え
ら
れ
る
「
明
徳
Ｉ
常
時
昏
昧
」
説
を
、
よ

り
明
白
に
コ
ッ
ク
ロ
ニ
ク
モ
ッ
テ
イ
ル
明
徳
」
と
す
る
強
斎
を
主
軸
に
、
そ

し
て
、
こ
れ
を
闇
斎
の
未
定
の
説
と
す
る
佐
藤
直
方
を
対
角
に
お
き
な
が
ら
、

闇
斎
学
派
に
お
け
る
『
大
学
』
理
解
の
ゆ
れ
と
心
理
的
実
質
に
迫
っ
て
い
く
。

田
尻
氏
は
、
「
心
身
相
即
」
は
必
ず
し
も
闇
斎
学
派
の
全
体
に
つ
い
て
言
え
る

わ
け
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
「
格
物
致
知
ヨ
リ
修
身
マ
デ
、
皆
心

ヲ
離
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
心
の
主
宰
性
を
強
調
す
る
直
方
と
、
「
心
二
気
ヲ
付

テ
ジ
ッ
ト
セ
ウ
ト
ス
ル
ト
、
心
デ
心
ヲ
正
ス
ニ
ナ
ル
ュ
ヘ
・
・
・
却
テ
心
ノ
病

ニ
ナ
ル
ゾ
」
と
そ
こ
に
危
う
さ
を
見
出
す
強
斎
と
の
対
立
を
挙
げ
る
。
強
斎
や

彼
の
師
で
あ
る
綱
斎
ら
は
、
自
然
に
心
の
上
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
根
底
的
な

感
情
に
理
の
確
か
さ
を
実
感
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
理
の
受
け
止
め
方
が

心
Ｉ
身
の
問
題
の
核
心
に
潜
ん
で
い
る
と
田
尻
氏
は
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
を
孝

や
忠
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
捉
え
方
を
通
し
て
解
き
明
か
す
。
そ
し
て
、
「
『
明

徳
』
と
い
う
形
で
の
『
理
』
の
内
在
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
強
斎
に
リ
ア
リ
テ
ィ

を
保
証
し
な
い
」
と
い
う
空
隙
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
強
斎
の
『
大
学
』
理

解
が
、
神
道
と
の
妙
契
や
工
夫
と
し
て
の
「
祓
」
に
向
か
う
と
い
う
問
題
は
、

近
世
に
お
け
る
八
知
Ｖ
の
あ
り
様
と
い
う
枠
組
で
は
捉
え
き
れ
な
い
し
。
ヘ
ル
の

問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
興
味
深
い
。

徳
川
幕
藩
体
制
下
と
い
う
様
々
な
差
別
や
規
制
を
受
け
て
い
る
社
会
の
中

で
、
そ
こ
だ
け
が
万
人
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
経
書
世
界
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
営
玖
は
、
そ
の
隔
た
り
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
何
ら
か

の
心
理
的
実
質
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
体
制

下
に
安
住
し
て
し
ま
え
ば
、
八
知
Ｖ
の
枠
組
の
中
だ
け
で
経
書
を
理
解
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
。
懐
徳
堂
の
学
問
と
は
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
論
文
に
お
い
て
田
尻
氏
は
、
「
作
ｌ
新
民
」
を
「
作

新
Ｉ
民
」
と
訓
む
閑
洲
の
理
解
の
中
に
、
そ
し
て
そ
の
違
い
は
田
尻
氏
に
よ
れ

ば
既
に
閤
斎
学
派
の
中
に
見
ら
れ
る
対
立
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
「
民
の

『
目
新
』
と
い
う
要
素
を
限
り
な
く
希
薄
に
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
志
向
」
を
、

つ
ま
り
政
治
は
治
者
に
任
せ
て
自
ら
の
営
為
を
「
家
」
次
元
に
限
定
す
る
と
い

う
志
向
を
読
永
取
る
。
ま
た
「
真
知
実
見
ス
レ
バ
、
オ
ノ
ズ
カ
ラ
信
ズ
、
信
ズ

レ
バ
必
ズ
行
う
」
と
い
う
蘭
洲
の
言
葉
の
中
に
、
「
『
知
』
へ
の
楽
天
的
な
依

存
」
を
読
み
取
る
。
確
か
に
、
受
講
中
に
も
自
由
に
退
席
で
き
る
と
い
う
規
約

か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
学
問
よ
り
も
商
い
や
家
業
を
大
切
に
す
る
と
い
う
懐

徳
堂
の
学
風
は
、
修
身
斉
家
と
治
国
平
天
下
と
を
直
結
さ
せ
る
思
惟
と
は
異
質

な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
知
へ
の
楽
観
的
信
頼
は
仲
基
・
竹
山
・
履
軒

・
蟠
桃
と
い
っ
た
他
の
懐
徳
堂
の
メ
ン
バ
ー
に
も
共
通
す
る
性
格
で
あ
る
か
も
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し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
理
は
「
我
の
応
に
在
り
て
物
に
在
ら
ず
」
と
い

う
履
軒
の
言
葉
に
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
知
の
枠
組
そ
の
も
の
の
変

換
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
換
が
、
『
大
学
』
の
「
誠

意
」
「
致
知
」
は
「
大
に
解
説
に
煩
し
く
岐
路
迷
ひ
易
」
く
、
『
中
庸
』
に
説

く
「
誠
身
・
明
善
の
直
率
平
易
」
に
及
ば
な
い
と
す
る
履
軒
の
『
大
学
』
評
価

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
田
尻
氏
の
指
摘
は
、
履
軒
そ
の
人
の
人
柄
を
も

坊
佛
と
さ
せ
て
興
味
深
い
。

荻
生
茂
博
氏
は
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
明
末
清
初
の
儒
学
の
影
響
を
検
討

し
、
日
本
に
お
け
る
思
想
的
対
立
に
は
中
国
に
お
け
る
そ
れ
が
投
影
し
て
い
る

と
い
う
大
き
な
枠
組
の
中
で
近
世
思
想
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
論
文
を

発
表
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
、
「
古
賀
精
里
ｌ
異
学
の

禁
体
制
に
お
け
る
『
大
学
』
解
釈
」
と
「
大
塩
中
斎
Ｉ
反
乱
者
の
人
間
学
」
の

二
篇
を
通
し
て
こ
の
点
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
荻
生
氏
は
、
精

里
の
『
大
学
』
解
釈
が
、
『
四
書
大
全
』
↓
薬
虚
斎
『
四
書
蒙
引
』
↓
陸
稼
害

の
『
困
勉
録
』
等
の
注
釈
害
と
い
う
流
れ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
を
、
精
里

の
解
釈
に
お
け
る
引
用
文
の
字
句
や
引
用
回
数
、
及
び
肯
定
的
に
引
か
れ
て
い

る
か
否
定
的
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
通
し
て
実
証
す
る
。
そ
し
て
、
何
故

精
里
が
稼
書
に
拠
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
と
し
て
、
多
く
の
学
者
が
「
原
典
直

読
」
と
称
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
門
戸
を
張
っ
て
い
た
寛
政
期
の
状
況
を
混
乱
と
捉

え
た
精
里
に
と
っ
て
、
「
明
末
に
お
け
る
儒
教
の
多
様
化
、
経
学
の
混
乱
を
停

止
せ
ん
」
と
し
て
『
四
書
大
全
』
の
改
定
を
行
な
っ
た
稼
書
は
問
題
意
識
を
共

通
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
と
と
も
に
、
朱
子
学
を
「
正
学
」
と
す
る

稼
書
の
思
想
こ
そ
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
荻
生
氏
は
指
摘
す
る
。
ま
た
、

精
里
自
身
の
解
釈
の
特
徴
と
し
て
は
、
潭
一
的
工
夫
論
を
排
し
て
「
八
条
目
の

工
夫
の
階
梯
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
履
む
こ
と
」
を
強
調
す
る
点
、
修
己
ｌ
治
人
を

説
く
一
方
で
治
人
そ
れ
自
体
に
独
自
の
領
域
を
認
め
る
点
、
そ
れ
は
『
大
学
』

の
教
え
の
「
実
践
主
体
は
あ
ら
か
じ
め
統
治
階
級
に
限
定
さ
れ
」
、
被
治
者
は

「
そ
の
自
発
性
が
抑
圧
さ
れ
」
る
こ
と
と
結
び
付
い
て
い
る
点
等
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

後
者
の
論
文
に
お
い
て
荻
生
氏
は
、
陽
明
学
の
「
心
理
不
二
、
知
行
合
こ

を
基
調
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
朱
子
の
本
旨
」
で
も
あ
っ
た
と
す
る
中
斎
の

『
大
学
』
解
釈
は
、
陸
稼
書
批
判
を
念
頭
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
も
の
だ
と
指

摘
す
る
。
つ
ま
り
情
初
に
お
け
る
陸
稼
書
ら
の
「
純
正
」
朱
子
学
と
、
そ
れ
に

反
対
す
る
人
々
と
の
対
立
が
、
日
本
に
お
け
る
正
学
派
朱
子
学
と
中
斎
と
の
対

立
に
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
中
斎
Ｉ
陽
明
学
と
す
る
だ
け
で
は
何
も
理

解
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
評
者
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て

論
ず
る
力
が
な
い
た
め
、
中
斎
の
王
心
斎
の
現
成
思
想
に
対
す
る
「
只
だ
良
知

を
語
り
て
格
物
の
工
を
語
ら
ず
」
と
い
う
批
判
に
お
け
る
「
着
実
な
工
夫
と
い

う
主
張
が
王
学
の
反
良
知
現
成
派
か
ら
東
林
学
に
至
る
学
脈
の
継
承
で
あ
っ
た

こ
と
」
や
、
そ
の
格
物
の
工
夫
が
未
発
の
工
夫
と
し
て
の
主
静
Ｉ
静
坐
を
核
と

す
る
こ
と
も
同
様
な
継
承
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
他
、
清
初
の
儒
学
と
中
斎

の
関
係
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
「
序
」
に
お
い
て
源

氏
が
「
古
代
や
宋
明
の
儒
学
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
情
初
儒
学
の
影
響
が
予
想

以
上
に
大
き
い
こ
と
が
今
度
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
う
し
た
問
題
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

若
尾
政
希
氏
の
「
伊
藤
仁
斎
ｌ
非
経
書
と
し
て
の
『
大
学
』
理
解
」
は
、
三

宅
正
彦
氏
に
よ
っ
て
八
三
書
主
義
Ｖ
と
呼
ば
れ
る
仁
斎
の
思
想
に
お
い
て
、

『
大
学
』
が
何
故
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
仁
斎
は
『
大
学
』
を
否
定
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以
上
の
諸
論
文
は
、
い
ず
れ
も
徳
川
時
代
に
お
け
る
『
大
学
』
受
容
の
特
質

と
そ
の
広
が
り
を
解
き
明
か
す
力
作
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
資
料
の
引
用
の
仕

方
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
様
々
で
あ
る
よ
う
に
、
問
題
関
心
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の

方
法
も
様
々
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
現
在
の
私
た
ち
自
身
の
関
心
の
あ
り
か
を

知
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
八
条
目
」
に
関
し
て
、
藤
樹
・
蕃
山
に
つ

い
て
以
外
の
諸
論
文
に
お
い
て
は
、
誠
意
で
は
な
く
格
物
・
致
知
が
主
な
問
題

点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
対
象
自
身
の
性
格
に
よ
る
の
か
、
論
者
の
問
題
視

角
に
よ
る
の
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
興
味
深
い
。
そ
も
そ
も
誠
意
と
い
う
こ

と
自
体
が
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
扱
い
に
く
い
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
の

す
る
一
方
で
何
故
『
大
学
定
本
』
を
著
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

『
大
学
定
本
』
が
完
成
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
稿
本
や
「
大
学
弁
」
「
格
物
訓

義
」
を
通
し
て
着
実
に
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
仁
斎

は
、
『
大
学
章
句
』
を
否
定
す
る
た
め
に
『
大
学
定
本
』
を
著
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
三
書
を
ポ
ジ
と
す
れ
ば
ネ
ガ
と
い
う
形
で
自
身
の
学
問
の
規
模
を
表
出

し
、
そ
の
際
の
中
心
的
問
題
が
、
格
物
・
致
知
と
誠
意
に
あ
っ
た
と
い
う
点
は

興
味
深
い
。

中
村
安
宏
氏
の
「
佐
藤
一
斎
ｌ
人
倫
の
担
い
手
の
拡
大
」
は
、
『
石
経
大
学

孜
』
（
十
九
歳
自
序
）
、
『
大
学
一
家
私
言
』
（
二
十
四
歳
以
降
）
、
『
大
学
適

説
』
（
五
十
八
歳
自
序
）
の
三
冊
の
注
釈
書
を
通
し
て
、
一
斎
の
『
大
学
』
理

解
の
特
質
と
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
村
氏
は
、
「
明
明
徳
」
の
主
体

を
治
者
に
お
く
立
場
か
ら
人
々
一
般
に
お
く
立
場
へ
の
移
行
に
見
ら
れ
る
担
い

手
の
拡
大
の
中
に
、
一
斎
の
学
問
の
意
味
を
追
求
し
て
い
る
。

3

だ
ろ
う
か
。
吉
田
公
平
氏
は
「
朱
子
学
・
陽
明
学
に
お
け
る
『
大
学
』
」
に
お

い
て
、
積
極
的
に
中
間
者
た
ろ
う
と
す
る
朱
子
の
工
夫
論
の
中
で
「
工
夫
の
順

序
に
よ
れ
ば
格
物
致
知
↓
誠
意
と
展
開
す
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
飛
躍
が
あ

る
。
さ
れ
ば
こ
そ
朱
嘉
は
『
誠
意
は
転
換
の
処
』
と
い
っ
た
」
と
し
、
こ
の
転

換
点
を
問
い
詰
め
る
の
で
は
な
く
「
格
物
補
伝
を
創
作
し
て
ま
で
格
物
の
工
夫

を
重
視
し
た
こ
と
が
『
大
学
』
解
釈
を
自
縛
し
、
誠
意
説
解
釈
に
破
綻
を
来
た

し
た
の
だ
と
も
い
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
致
知
と
誠
意
と
の
間
の

非
連
続
性
と
い
う
問
題
が
、
極
端
な
例
と
し
て
は
富
永
仲
基
に
お
け
る
学
問
と

人
倫
の
道
と
の
、
知
と
誠
と
の
分
離
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
若
尾
氏
が
「
仁
斎
は
、
『
格
物
』
の
『
物
』
を
七
条
の

工
夫
の
場
と
ゑ
な
し
」
た
と
し
、
前
田
氏
が
「
祖
侠
は
、
『
致
知
』
以
下
の
項

目
を
格
物
の
『
効
験
』
と
位
置
づ
け
、
学
問
の
工
夫
と
し
て
は
格
物
の
承
に
限

定
す
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
な
、
仁
斎
・
祖
裸
に
お
け
る
格
物
の
非
常
な
重
視

に
既
に
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
蛇
足
な
が
ら
、
『
江
戸
の
儒
学
』
と
い
う
表
題
の
下
に
、
藤
樹
・
仁

斎
や
懐
徳
堂
そ
の
他
の
人
々
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
評
者
が
関
西
在

住
で
あ
る
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
と
な
く

異
和
感
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
頂
く
。

以
上
、
評
者
自
身
の
個
人
的
関
心
に
従
っ
て
不
遠
慮
な
感
想
を
述
べ
さ
せ
て

頂
い
た
。
儒
者
た
ち
の
『
大
学
』
の
読
象
を
読
む
と
い
う
営
み
を
更
に
読
む
と

い
う
こ
と
は
、
問
題
関
心
を
二
重
三
重
に
錯
綜
さ
せ
る
た
め
、
評
者
の
感
想
の

多
く
は
的
外
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
疎
隔
の
中
に
会
話
の
道

が
開
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
執
筆
者
諸
氏
の
御
寛
恕
を
お
願
い
し
た

い
。
（
帝
国
女
子
短
期
大
学
助
教
授
）

四


