
江
戸
時
代
の
儒
学
思
想
史
に
お
い
て
、
人
間
が
由
る
べ
き
道
徳
的
規
範
で
あ

る
道
が
、
天
地
自
然
や
人
性
に
結
び
つ
け
て
合
理
化
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
故
に
、

道
は
個
々
人
の
道
徳
的
修
養
に
よ
っ
て
個
々
人
に
お
い
て
実
現
す
る
も
の
、
実

現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
朱
子
学
的
言
説
が
、
そ
れ
な
り
に
支
配
的
で
あ
っ

た
一
八
世
紀
初
頭
の
思
想
界
に
お
い
て
、
「
道
は
事
物
当
行
之
理
に
て
も
無
し

之
、
天
地
自
然
の
道
に
て
も
無
し
之
、
聖
人
之
建
立
被
レ
成
た
る
道
に
て
、
国

（
１
）

天
下
を
治
候
仕
様
」
（
「
柤
来
先
生
答
間
書
」
）
で
あ
る
と
い
う
祖
侠
の
言
説
、
す

な
わ
ち
道
と
は
中
国
古
代
の
聖
人
が
国
天
下
を
治
め
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に

制
作
し
た
政
治
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
柤
侠
の
言
説
が
、
子
安
宣
邦
氏
の
い
わ

れ
る
よ
う
に
「
既
存
の
言
説
的
世
界
に
解
体
的
な
衝
撃
を
与
え
た
」
「
一
つ
の

（
２
）

思
想
史
的
事
件
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
一
般
に
、
人
が
由
る
べ
き
道
徳
や
規
範
が
、
天
地
自
然
や

人
間
の
本
来
性
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
と
す
る
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
一
つ
の
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
し
て
も
、
比
較
的
理
性
的
に
納
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
道
が
「
先
王
の
道
」
、
中
国
古
代
の
帝
王
が
安
天
下
の
た
め
に
制
作

特
集
〈
平
成
三
年
度
大
会
・
〈
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
Ｉ
「
祖
棟
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

は
じ
め
に

荻
生
柤
棟
の
思
想
構
成

し
た
政
治
の
方
法
・
仕
方
だ
と
す
る
の
は
、
道
か
ら
真
理
性
が
剥
奪
さ
れ
、
人

間
の
道
徳
的
実
践
の
根
拠
が
暖
昧
に
な
る
点
で
、
き
わ
め
て
異
様
な
主
張
と
し

て
受
け
と
ら
れ
た
と
し
て
も
あ
る
意
味
で
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の

点
か
ら
す
れ
ば
、
柤
侠
の
言
説
は
、
江
戸
時
代
の
儒
学
史
に
お
い
て
必
然
的
な

流
れ
の
中
で
の
所
産
だ
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
で
き
な
い
。

（
３
）

柤
採
の
著
作
の
刊
行
以
後
、
祖
侠
批
判
の
言
説
が
続
出
す
る
の
も
そ
の
意
味

で
故
な
し
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

否
、
も
う
少
し
別
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
祖
棟
の
言
説
の
新
し
さ
は
、
旧
来

の
道
を
め
ぐ
る
様
々
な
考
え
方
に
対
し
て
同
じ
次
元
で
一
つ
の
新
し
い
見
解
を

付
与
し
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
に
関
す
る
旧
来
の
言
説
の
す
べ

て
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
そ
の
〃
衝
撃
″
の
根

拠
が
あ
っ
た
。

道
は
知
り
難
く
、
ま
た
言
ひ
難
し
。
そ
の
大
な
る
が
た
め
の
故
な
り
。
後
世

の
儒
者
は
、
お
の
お
の
見
る
所
を
道
と
す
。
み
な
一
端
な
り
。
そ
れ
道
は
先

王
の
道
な
り
。
思
・
孟
よ
り
し
て
の
ち
、
降
り
て
儒
家
者
流
と
な
り
、
す
な

は
ち
始
め
て
百
家
と
衡
を
争
ふ
・
み
づ
か
ら
小
に
す
と
謂
ふ
べ
き
の
承
。
（
「
弁

道
」
ｌ
）

本
郷
隆
盛
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こ
の
一
文
は
「
道
な
る
者
は
統
名
な
り
。
礼
楽
刑
政
凡
そ
先
王
の
建
つ
る
所

の
者
を
挙
げ
て
、
合
せ
て
こ
れ
に
命
く
る
な
り
。
礼
楽
刑
政
を
離
れ
て
、
別
に

い
は
ゆ
る
道
な
る
者
あ
る
に
非
ざ
る
な
り
」
（
「
同
」
３
）
と
と
も
に
、
柤
侠
の

道
に
関
す
る
言
説
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
上
記
の
二
つ
の

文
章
に
代
表
さ
れ
る
祖
侠
の
道
に
関
す
る
言
説
の
新
し
さ
、
旧
来
の
道
に
関
す

る
言
説
に
対
し
て
柤
侠
が
放
っ
た
批
判
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
柤
侠
自

身
が
切
り
拓
い
た
言
説
的
世
界
の
意
味
を
開
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
こ

ば
や
り

と
は
い
ま
流
行
の
表
現
を
使
え
ば
、
柤
侠
学
を
脱
構
築
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
上
記
の
課
題
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
本
稿
で
は
、
柤
侠
の
思
想

形
成
を
、
旧
来
の
近
世
思
想
研
究
が
住
々
に
し
て
採
っ
て
き
た
方
法
、
例
え
ば

朱
子
学
の
分
解
過
程
な
い
し
は
朱
子
学
の
受
容
過
程
に
お
け
る
変
容
、
あ
る
い

は
近
代
思
想
の
形
成
史
と
い
っ
た
な
ん
ら
か
の
必
然
的
な
思
想
の
展
開
過
程
の

中
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
柤
侠
自
身
に
お
け
る
主
体
的
か
つ
自
覚
的
な
選
択

の
所
産
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
柤
侠
が
そ
の
独
自
の
言
説
的
世

界
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
批
判
な
い
し
は
対
抗
し
た
考
え
方
の
特
質
を
明
ら

か
に
し
つ
つ
、
柤
棟
自
身
の
価
値
意
識
や
考
え
方
の
枠
組
み
を
副
出
す
る
と
い

う
方
法
を
採
る
こ
と
と
し
た
い
。
以
下
、
叙
述
の
順
序
と
し
て
は
、
第
一
節
に

お
い
て
祖
侠
の
道
に
関
す
る
言
説
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
節
で
そ
れ
が

朱
子
学
に
連
な
る
旧
来
の
儒
学
に
対
置
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
、
第
三
節
で
は
、
先
王
の
道
の
具
体
的
な
内
容
を
な
す
礼
楽
制
度
の
特

質
と
機
能
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

｜
先
王
の
道

一
八
世
紀
初
頭
の
思
想
界
に
放
た
れ
た
祖
棟
の
言
説
は
、
「
孔
子
の
道
は
先

王
の
道
な
り
。
先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
」
（
「
弁
道
」
２
）

の
一
節
に
代
表
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
も

つ
意
味
は
な
か
な
か
深
重
で
あ
り
、
容
易
に
は
そ
の
構
造
を
露
わ
に
は
し
な
い
。

ま
ず
第
一
に
先
の
引
用
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
柤
侠
は
子
思
・
孟
子
以
後
宋

学
に
い
た
る
儒
学
史
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
道
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
「
道
」

と
し
て
主
張
し
て
き
た
が
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
「
み
な
（
道
の
）
一
端
」
を
指

、
、
、
、
、

、
、

摘
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
、
「
道
は
大
な
る
も
の
」
「
先
王
の
道
は
多
端
」

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
在
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
子
思
・
孟
子
以
降

宋
学
に
い
た
る
道
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
を
そ
れ
自
体
「
議
論
」
「
争
い
」

で
あ
る
と
規
定
し
、
「
道
な
る
者
は
統
名
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
点
に
あ

る
。

道
な
る
者
は
統
名
な
り
。
礼
楽
刑
政
凡
そ
先
王
の
建
つ
る
所
の
者
を
挙
げ
て
、

合
せ
て
こ
れ
に
命
く
る
な
り
。
礼
楽
刑
政
を
離
れ
て
別
に
い
は
ゆ
る
道
な
る

者
あ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
（
前
出
）

そ
れ
で
は
、
先
王
す
な
わ
ち
中
国
古
代
の
帝
王
が
建
て
た
礼
楽
刑
政
を
な
ぜ

道
と
い
う
の
か
と
い
え
ば
、
「
由
る
所
あ
る
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
。
け
だ
し
古

先
聖
王
の
立
つ
る
所
に
し
て
、
天
下
後
世
の
人
を
し
て
こ
れ
に
由
り
て
以
て
行

は
し
め
、
し
か
う
し
て
己
も
ま
た
こ
れ
に
由
り
て
以
て
行
ふ
な
り
。
こ
れ
を
人

た
と

の
道
路
に
由
り
て
以
て
行
く
に
辞
ふ
。
故
に
こ
れ
を
道
と
謂
ふ
・
」
（
「
弁
名
」

道
）
柤
侠
は
、
こ
の
よ
う
に
、
道
路
が
人
の
往
来
に
供
す
る
も
の
と
し
て
在
る

よ
う
に
先
王
及
び
天
下
後
世
の
人
の
「
由
る
所
あ
る
を
以
て
」
道
と
す
る
の
だ

が
、
そ
れ
を
統
名
と
呼
ぶ
の
は
、
一
つ
は
「
孝
悌
仁
義
よ
り
、
以
て
礼
楽
刑
政

に
至
る
ま
で
」
先
王
が
建
て
た
徳
目
や
制
度
を
「
合
せ
て
以
て
こ
れ
に
名
づ
」

（
同
上
）
け
た
か
ら
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
に
よ
っ
て
異

二

七



な
る
政
治
制
度
の
総
称
だ
か
ら
で
あ
る
。

先
王
は
代
ご
と
に
殊
な
り
。
故
に
先
王
の
道
と
日
ふ
者
は
、
夏
は
夏
を
以
て

し
、
商
は
商
を
以
て
し
、
周
は
周
を
以
て
す
。
み
な
そ
の
代
に
在
る
の
辞
な

り
。
孔
子
と
称
し
て
以
て
直
人
に
別
ち
、
儒
者
と
称
し
て
以
て
百
家
に
別
つ
・

対
あ
れ
ば
こ
こ
に
小
な
り
。
（
「
弁
名
」
道
）

こ
の
よ
う
に
祖
棟
に
よ
れ
ば
、
道
は
、
中
国
古
代
の
帝
王
が
「
天
下
後
世
の

人
の
由
る
所
」
と
し
て
建
て
た
「
孝
悌
仁
義
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
道
徳
か
ら

夏
・
段
・
周
な
ど
三
代
の
王
朝
が
建
て
た
「
礼
楽
刑
政
」
Ⅱ
政
治
制
度
の
全
体

を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
道
の
包
括
性
に
つ
い
て
の
言
説
に
よ
っ
て
、
祖
侠
は
子
思
・
孟

子
以
後
宋
学
に
い
た
る
ま
で
の
道
の
理
念
史
を
「
お
の
お
の
見
る
所
を
道
と
す
。

み
な
一
端
な
り
」
と
批
判
し
、
道
の
理
念
を
め
ぐ
る
対
立
の
全
面
的
な
止
揚
を

は
か
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。

祖
侠
に
お
け
る
道
の
言
説
の
新
し
さ
の
第
二
の
点
は
、
道
が
先
王
に
よ
っ
て

「
造
」
ら
れ
た
も
の
、
「
立
」
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
る
点
に
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

先
王
の
道
は
、
先
王
の
造
る
所
な
り
。
天
地
自
然
の
道
に
非
ざ
る
な
り
。
け

だ
し
先
王
、
聡
明
書
知
の
徳
を
以
て
、
天
命
を
受
け
、
天
下
に
王
た
り
。
そ

の
心
は
、
一
に
、
天
下
を
安
ん
ず
る
を
以
て
務
め
と
な
す
。
こ
こ
を
以
て
そ

、
、
、
、
、
、
、
、

の
心
力
を
尽
く
し
、
そ
の
知
巧
を
極
め
、
こ
の
道
を
作
為
し
て
、
天
下
後
世

の
人
を
し
て
こ
れ
に
由
り
て
こ
れ
を
行
は
し
む
。
あ
に
天
地
自
然
に
こ
れ
あ

ら
ん
や
。
（
「
弁
道
」
４
）

一
般
に
政
治
制
度
が
為
政
者
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は

分
か
り
や
す
い
が
、
道
が
為
政
者
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
す
る
考
え
は
必
ず
し

も
理
解
し
や
す
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
道
と
い
う
言
葉
に
は
万

人
が
そ
れ
に
従
う
べ
き
道
理
な
い
し
は
規
範
と
い
う
含
意
が
自
ら
こ
め
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
故
そ
れ
が
特
定
の
人
間
に
よ
っ
て
人
為
的
に
造
ら
れ
た
も
の
だ
と

は
容
易
に
は
納
得
し
が
た
い
か
ら
で
あ
り
、
他
方
ま
た
政
治
制
度
が
、
人
が
従

う
べ
き
規
範
と
し
て
の
側
面
を
有
つ
と
し
て
も
政
治
制
度
そ
れ
自
体
を
道
と
す

る
考
え
方
に
は
抵
抗
感
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
意
識
に

お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
を
囲
僥
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
や
制
度
を
そ
れ
自
体

一
つ
の
自
然
と
し
て
、
あ
る
い
は
価
値
の
実
体
と
し
て
受
け
容
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
が
人
為
的
に
、
あ
る
い
は
歴
史
的
に
作
ら
れ
て
来
た
も
の
だ
と
は
考
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
文
化
や
価
値

に
よ
っ
て
内
側
か
ら
呪
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
柤
侠
は
、
こ
の

よ
う
な
人
間
の
文
化
が
、
歴
史
的
に
造
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

的
に
認
識
し
た
希
有
の
人
で
あ
っ
た
。

も
と

生
民
よ
り
以
来
、
物
あ
れ
ば
名
あ
り
。
名
は
故
よ
り
常
人
の
名
づ
く
る
者
あ

り
。
こ
れ
物
の
形
あ
る
者
に
名
づ
く
る
の
み
。
物
の
形
な
き
者
に
至
り
て
は
、

、
、
、
、
、
、
、

す
な
わ
ち
常
人
の
賭
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
の
者
に
し
て
、
聖
人
こ
れ
を
立
て

、
、
、
、
、
、
、

て
こ
れ
に
名
づ
く
。
然
る
の
ち
常
人
と
い
へ
ど
も
見
て
こ
れ
を
識
る
べ
き
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
。
こ
れ
を
名
教
と
謂
ふ
。
故
に
名
な
る
者
は
教
へ
の
存
す
る
所
に
し
て
、

君
子
こ
れ
を
慎
む
。
（
「
弁
名
」
巻
頭
）

柤
侠
に
よ
れ
ば
、
礼
楽
刑
政
に
体
現
さ
れ
る
政
治
制
度
の
み
な
ら
ず
、
「
孝

悌
仁
義
」
と
い
っ
た
人
の
踏
糸
行
う
べ
き
道
徳
も
中
国
古
代
の
聖
人
が
「
教
へ
」

と
し
て
建
て
た
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
そ
祖
侠
の
独
創
が
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
祖
侠
は
、
人
が
そ
れ
に
由
っ
て
生
き
行
動
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
道
は
、
中
国
古
代
の
聖
人
た
ち
が
「
そ
の
心
力
を
尽
く
し
智
巧
を
極
め
」

て
「
作
為
」
（
前
出
）
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
文

一

一
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化
に
対
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
の
自
立
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
丸
山
真
男
氏
の
よ
う
に
、
柤
棟
に
お
け
る
制
度
制

（
４
）

作
論
の
中
に
人
間
の
政
治
社
会
に
対
す
る
主
体
性
の
成
立
を
看
よ
う
と
す
る
立

場
や
、
平
石
直
昭
氏
の
よ
う
に
、
柤
侠
が
、
「
社
会
と
自
然
の
両
面
に
お
い
て
、

神
話
と
現
実
」
を
へ
「
峻
別
」
し
た
と
し
て
そ
の
点
に
「
日
本
に
お
け
る
思
想

（
Ｐ
３
）

と
し
て
の
近
代
の
確
立
」
を
看
よ
う
と
す
る
主
張
も
あ
な
が
ち
見
当
外
れ
の
も

の
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
問
題
は
、
も
う
一
つ
先
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
文
化
の
も
つ
神

話
か
ら
自
由
に
な
っ
た
柤
侠
が
、
次
に
ど
の
よ
う
な
新
た
な
神
話
Ⅱ
言
説
を
提

示
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
わ
る
の
が
、
第
三
の

論
点
で
あ
る
先
王
Ⅱ
聖
人
の
問
題
で
あ
る
。

道
が
天
地
自
然
か
ら
も
人
性
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
、
中
国
古
代
の
帝
王
が

天
下
を
安
ん
ず
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
造
っ
た
「
孝
悌
仁
義
か
ら
礼
楽
刑
政

に
至
る
ま
で
」
の
総
称
だ
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
意
味
で
天
下
後

世
の
人
が
由
る
べ
き
道
た
り
う
る
の
か
。
そ
れ
は
生
れ
な
が
ら
に
「
聡
明
書
知

そ
な

の
徳
」
を
具
え
た
聖
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

先
王
の
聡
明
害
知
の
徳
は
、
こ
れ
を
天
性
に
稟
く
。
凡
人
の
能
く
及
ぶ
所
に

非
ず
。
故
に
古
者
は
、
学
ん
で
聖
人
と
な
る
の
説
な
き
な
り
。
け
だ
し
先
王

、
、
、
、
、

の
徳
は
、
衆
美
を
兼
備
し
、
名
づ
く
る
を
得
べ
き
こ
と
難
し
。
し
か
る
に
命

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

け
て
聖
と
な
す
所
の
者
は
、
こ
れ
を
制
作
の
一
端
に
取
る
の
み
。
先
王
、
国

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
開
き
、
礼
楽
を
制
作
す
、
こ
れ
一
端
な
り
と
い
へ
ど
も
、
先
王
の
先
王
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
所
以
は
、
ま
た
た
だ
こ
れ
の
み
。
も
し
た
だ
そ
の
己
に
在
る
の
徳
を
以
て

す
る
の
み
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
天
子
の
分
な
し
。
も
し
天
下
を
平
治
す
る
の

仁
を
以
て
こ
れ
に
命
く
る
と
き
は
、
す
な
は
ち
後
の
賢
王
み
な
し
か
り
、
礼

楽
を
制
作
す
る
は
、
こ
れ
そ
の
大
な
る
者
、
故
に
以
て
先
王
の
徳
に
命
け
し

の
み
。
（
「
弁
道
」
５
）

柤
侠
に
お
け
る
聖
人
概
念
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
く
、
明
瞭
で
あ
る
と

は
い
い
が
た
い
が
、
ま
ず
第
一
に
注
意
す
べ
き
は
、
先
王
と
は
中
国
古
代
に
お

い
て
「
聡
明
舂
知
の
徳
を
以
て
、
天
命
を
受
け
、
天
下
に
王
た
り
」
し
者
の
謂

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
「
先
王
の
先
王
た
る
所
以
」
は
、
彼
ら
が

、
、

「
国
を
開
き
、
礼
楽
を
制
作
」
し
た
と
い
う
事
実
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
先

王
を
聖
人
と
呼
ぶ
の
も
、
彼
ら
が
礼
楽
を
制
作
し
た
と
い
う
そ
の
事
実
に
対
し

て
名
付
け
ら
れ
た
美
称
な
い
し
尊
称
で
あ
る
。
祖
侠
は
「
聖
も
ま
た
一
徳
な
り
」

（
同
上
）
と
し
て
お
り
、
聖
人
即
先
王
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い

が
、
聖
人
を
も
っ
て
礼
楽
の
制
作
者
と
し
た
の
は
、
「
聖
人
、
学
ん
で
至
る
べ

し
」
と
し
て
万
人
が
そ
の
道
徳
修
養
に
よ
っ
て
聖
人
性
を
具
現
で
き
る
と
し
た

宋
学
的
人
間
観
に
対
す
る
否
定
で
あ
り
、
ま
た
政
治
制
度
の
制
作
主
体
を
先
王

Ⅱ
聖
人
に
限
定
す
る
た
め
の
戦
略
で
あ
っ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
そ

れ
聖
人
の
聡
明
書
知
の
徳
は
こ
れ
を
天
に
受
く
。
あ
に
学
ん
で
至
る
べ
け
ん
や
。

そ
の
徳
の
神
明
に
し
て
測
ら
れ
ざ
る
は
あ
に
得
て
窺
ふ
く
け
ん
や
」
（
「
弁
名
」

聖
）
「
聖
人
は
聡
明
書
知
の
徳
を
天
に
う
け
得
て
神
明
に
ひ
と
し
き
人
に
て
候

を
、
何
と
し
て
人
力
を
以
て
可
成
申
候
哉
」
（
「
答
間
書
」
）
と
い
う
表
現
は
、

中
国
古
代
の
政
治
的
君
主
に
対
す
る
単
な
る
美
称
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
柤
侠
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
重
要
性
を
有
っ
て
い
た
こ
と
は
後
に
み
る
通

り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
先
王
を
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ざ
る
聖
人
と
し
て
超
越
化
し
つ

つ
、
他
方
で
、
祖
侠
は
そ
の
聖
人
の
教
へ
へ
の
随
順
を
説
く
の
で
あ
る
。

け
だ
し
後
王
・
君
子
は
先
王
の
礼
楽
を
奉
じ
て
こ
れ
を
行
ひ
、
敢
へ
て
違
背

一
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せ
ず
。
し
か
う
し
て
礼
楽
刑
政
は
、
先
王
こ
れ
を
以
て
天
下
を
安
ん
ず
る
の

道
を
尽
く
せ
り
。
こ
れ
い
は
ゆ
る
仁
な
り
。
後
王
・
君
子
も
、
ま
た
た
だ
先

王
の
礼
楽
の
教
へ
に
順
ひ
て
、
以
て
仁
人
た
る
こ
と
を
得
し
の
み
。
こ
れ
聖

人
は
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
。
仁
人
は
学
ん
で
能
く
す
べ
し
。
（
「
弁
道
」
５
）

先
王
Ⅱ
聖
人
の
建
て
た
礼
楽
刑
政
の
完
全
性
と
そ
れ
へ
の
祖
侠
の
信
頼
は
、

「
信
仰
」
的
態
度
へ
と
連
続
す
る
。

愚
老
は
釈
迦
を
ぱ
信
仰
不
し
仕
候
。
聖
人
を
信
仰
仕
候
。
聖
人
之
教
二
無
し
之

事
二
候
得
ば
、
た
と
ひ
輪
廻
と
申
事
有
し
之
候
共
、
と
ん
ぢ
や
く
に
不
し
及
儀

と
存
候
。
其
子
細
は
、
聖
人
之
教
に
て
何
も
角
も
事
足
候
而
不
足
な
る
事

無
し
之
と
申
事
を
愚
老
は
深
く
信
じ
候
故
、
如
レ
此
了
簡
定
ま
り
申
候
。
（
「
答

間
書
」
）

（
６
）
（
７
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
祖
棟
は
「
聖
人
へ
の
信
仰
」
を
自
己
の
選
択

と
し
て
選
び
採
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
①
道
と
は
中
国

古
代
の
帝
王
が
天
下
を
治
め
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
人
為
的
に
制
作
し
た
も

の
で
あ
り
、
②
「
孝
悌
仁
義
よ
り
、
以
て
礼
楽
刑
政
に
至
る
ま
で
」
の
総
称
で

あ
る
、
③
道
の
制
作
者
で
あ
る
聖
人
は
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
と
し
て
、
聖
人

を
超
越
化
し
そ
の
先
王
Ⅱ
聖
人
の
教
へ
へ
の
信
を
説
く
柤
侠
の
言
説
は
、
何
に

対
し
て
言
表
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
言
表
の
背
後
に
、
祖
係
自
身
の
い
か

な
る
価
値
意
識
と
選
択
意
志
が
働
い
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
が

次
節
で
の
課
題
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
朱
子
学
の
理

が
、
人
々
の
由
る
べ
き
行
動
の
基
準
た
り
え
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。

二
宋
学
へ
の
批
判

先
に
、
私
は
祖
侠
が
子
思
・
孟
子
以
降
宋
学
に
い
た
る
儒
学
史
を
「
お
の
お

の
見
る
所
を
道
と
す
。
み
な
一
端
な
り
」
と
批
判
し
て
、
「
先
王
の
道
は
多
端

な
り
」
「
大
な
る
も
の
」
と
し
、
先
王
の
制
作
し
た
政
治
制
度
の
総
体
を
道
と

名
づ
け
た
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
沮
侠
が
子
思
以
降
の
儒
学
史
の
展
開
に
観
た

の
は
、
道
を
め
ぐ
っ
て
の
収
拾
の
つ
か
な
い
議
論
の
迩
で
あ
っ
た
。

思
・
孟
以
後
の
弊
は
、
説
く
こ
と
の
詳
し
く
し
て
聴
く
者
を
し
て
噛
り
易
か

、
、
、
、

ら
し
め
ん
と
欲
す
る
に
在
り
。
こ
れ
訟
者
の
道
な
り
。
速
や
か
に
そ
の
説
を

う

、
、
、
、
、
、
、
、

粥
ら
ん
と
欲
す
る
者
な
り
。
権
の
彼
に
在
る
者
な
り
。
人
を
教
ふ
る
の
道
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
な
は
ち
然
ら
ず
。
権
の
我
に
在
る
者
な
り
。
何
と
な
れ
ば
す
な
は
ち
君
師

の
道
な
れ
ば
な
り
。
（
「
弁
道
」
明
）

，
も
の
い

祖
侠
に
よ
れ
ば
「
先
王
の
教
へ
は
、
礼
楽
は
言
は
ざ
れ
ぱ
、
行
事
を
挙
げ
て

以
て
こ
れ
を
示
す
」
（
同
上
）
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
子
思
も
孟
子
も

そ
れ
ぞ
れ
論
敵
ｌ
子
思
の
場
合
に
は
老
子
、
孟
子
の
場
合
に
は
楊
子
や
墨
子

ｌ
を
説
得
す
る
た
め
に
自
説
を
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
道

を
小
な
る
も
の
」
に
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
方
法
は
、
も

と
も
と
「
我
を
信
ぜ
ざ
る
の
人
を
し
て
我
が
言
に
由
り
て
我
を
信
ぜ
し
め
ん
と

欲
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
こ
れ
戦
国
遊
説
の
事
に
し
て
、
人
を
教
ふ
る
の
道

に
非
ず
」
と
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
子
思
・
孟
子
の
系
譜
に
連
な
る

宋
学
Ⅱ
朱
子
学
も
こ
の
点
は
全
く
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
「
後
儒
は

す
な
は
ち
そ
の
外
人
と
争
ふ
者
の
言
を
以
て
こ
れ
を
学
者
に
施
さ
ん
と
欲
す
。

類
を
知
ら
ず
と
謂
ふ
べ
き
の
み
。
」
（
同
上
）
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

柤
侠
に
よ
れ
ば
、
「
先
王
の
教
へ
は
、
物
を
以
て
し
て
理
を
以
て
せ
ず
」
（
「
弁

道
」
賂
）
な
の
に
、
宋
学
は
、
理
を
以
て
人
に
教
え
を
説
こ
う
と
ま
る
。

朱
子
の
居
敬
・
窮
理
の
説
は
、
そ
の
過
ち
は
先
王
の
教
へ
に
遵
は
ず
し
て
、

理
を
心
に
求
む
る
に
在
り
。
し
か
る
に
心
昏
け
れ
ば
す
な
は
ち
理
は
得
て
見

○



る
べ
か
ら
ず
。
故
に
ま
た
居
敬
の
説
あ
り
て
、
以
て
そ
の
心
を
持
す
。
心
は

あ
に
持
す
べ
け
ん
や
。
み
な
臆
度
し
て
以
て
こ
れ
を
言
ひ
て
、
い
ま
だ
か
っ

て
親
し
く
そ
の
事
を
な
さ
ざ
る
者
な
り
。
故
に
そ
の
説
は
聴
く
べ
き
が
ご
と

く
し
て
、
俗
人
の
悦
ぶ
所
と
な
れ
ど
、
ゑ
な
私
意
妄
作
に
出
づ
。
古
の
道
に

非
ざ
る
な
り
。
（
「
弁
名
」
学
）

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
祖
侠
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
宋
学
の
居
敬
・

窮
理
と
い
う
方
法
が
「
古
の
道
」
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
も
、
先

の
「
先
王
の
教
へ
は
、
物
を
以
て
し
て
理
を
以
て
せ
ず
」
と
い
う
言
述
が
、
事

実
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
祖
侠
が
、
朱
子

学
に
お
い
て
事
物
に
関
し
て
正
し
い
判
断
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
徳
修
養
の
方

法
で
あ
る
居
敬
・
窮
理
を
い
ず
れ
も
「
臆
度
」
で
あ
り
、
「
私
意
妄
作
」
で
あ

る
と
批
判
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
な
ぜ
「
理
」
で
は
な
く

て
「
物
」
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
人
間

（
８
）

観
と
社
会
観
の
一
端
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
認
識
論
の
観
点

か
ら
す
る
、
柤
侠
の
朱
子
学
批
判
を
ゑ
て
お
き
た
い
。

理
な
る
者
は
、
事
物
に
ゑ
な
自
然
に
こ
れ
あ
り
。
我
が
心
を
以
て
こ
れ
を
推

度
し
て
、
そ
の
必
ず
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
く
な
る
く
ぎ
や
と
、
必
ず
か
く
の

ご
と
く
な
る
べ
か
ら
ざ
る
と
を
見
る
こ
と
あ
り
、
こ
れ
こ
れ
を
理
と
謂
ふ
。

凡
そ
人
、
善
を
な
さ
ん
と
欲
す
る
と
き
も
、
ま
た
そ
の
理
の
な
す
べ
き
を
見

て
こ
れ
を
な
し
、
悪
を
な
さ
ん
と
欲
す
る
と
き
も
、
ま
た
そ
の
理
の
な
す
べ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

き
を
見
て
こ
れ
を
な
す
。
み
な
我
が
心
そ
の
な
す
べ
き
を
見
て
こ
れ
を
な
す
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

故
に
理
な
る
者
は
定
準
な
き
者
な
り
。
何
と
な
れ
ば
す
な
は
ち
理
な
る
者
は

ゆ適
く
と
し
て
在
ら
ざ
る
こ
と
な
き
者
な
り
。
し
か
う
し
て
人
の
見
る
所
は
、

お
の
お
の
そ
の
性
を
以
て
殊
な
り
。
辞
へ
ぱ
す
な
は
ち
飴
は
一
な
り
。
伯
夷

は
こ
れ
を
見
て
「
以
て
孝
を
養
う
べ
し
」
と
日
ひ
、
盗
鮖
は
こ
れ
を
見
て
「
以

ひ
と
び
と
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
枢
に
沃
ぐ
べ
し
」
と
日
ふ
。
こ
れ
色
な
し
。
人
お
の
お
の
そ
の
見
る
所

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
見
て
そ
の
見
ざ
る
所
を
見
ず
、
故
に
殊
な
る
な
り
。
故
に
理
は
い
や
し
く

も
こ
れ
を
窮
め
ず
ん
ば
、
す
な
は
ち
能
く
得
て
一
に
す
る
こ
と
な
し
。
然
れ

ど
も
天
下
の
理
は
あ
に
窮
め
尽
く
す
べ
け
ん
や
。
（
「
弁
名
」
理
・
気
・
人
欲
）

（
９
）

柤
侠
に
よ
れ
ば
、
朱
子
学
の
理
は
「
定
準
」
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆

に
い
え
ば
、
沮
侠
が
求
め
て
い
る
の
は
、
人
々
が
由
る
べ
き
「
定
準
」
で
あ
り
、

こ
こ
に
柤
侠
自
身
の
明
確
な
指
向
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
朱
子
学
の
理
は
「
定
準
」
た
り
え
な
い
の
か
。
そ
し
て
さ
ら
に

柤
侠
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
定
準
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

朱
子
学
の
理
は
、
宇
宙
の
法
則
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
規
範
で
あ
り
、
ま
た

同
時
に
人
間
に
内
在
し
て
人
々
の
行
動
の
規
範
と
な
る
べ
き
原
理
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
理
は
「
理
一
分
殊
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
に
内
在
し
て
い
る
か
ら
、

人
間
が
そ
れ
ら
の
事
物
に
関
す
る
理
を
窮
め
つ
つ
、
他
方
、
自
己
が
本
来
的
に

具
有
し
て
い
る
判
断
力
を
適
切
に
働
か
せ
る
な
ら
ば
、
人
は
、
天
地
万
物
の
法

則
に
即
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
柤
侠
は
、
そ

れ
を
「
理
は
形
な
し
、
故
に
準
な
し
」
と
断
定
す
る
。

、

ま
ず
第
一
に
、
前
掲
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
認
識
の
対
象
で
あ
る
理
の
側
か
ら

み
れ
ば
、
理
は
事
物
の
在
る
と
こ
ろ
必
ず
事
物
に
内
在
し
て
在
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
理
は
万
物
に
即
し
て
窮
め
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
、

事
物
そ
れ
自
体
は
無
限
に
存
在
す
る
点
で
、
実
際
に
理
を
窮
め
尽
く
す
こ
と
は

事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
困
難
は
、
事
物
の
側
に
だ
け
在
る
の
で
は
な
い
。

理
を
認
識
す
る
人
間
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
な
が
ら
に

「
殊
」
な
る
性
格
や
能
力
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
「
殊
」
な
る
も

一
一
一
一



の
の
見
方
や
考
え
方
を
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
意
見
を

「
理
」
と
し
て
主
張
す
る
。
と
す
れ
ば
、
一
方
に
窮
め
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な

い
無
限
の
理
が
存
在
し
、
他
方
で
事
物
に
関
す
る
人
の
判
断
が
「
殊
」
な
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
認
識
主
体
と
認
識
対
象
と
の
間
に
は
無
限
の
結
び
つ
き
の
可
能

性
が
生
ま
れ
、
い
わ
ば
理
の
無
政
府
状
態
が
現
出
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
、

「
理
は
定
準
な
き
者
」
で
あ
り
、
人
々
の
由
る
べ
き
行
動
の
基
準
と
は
な
り
え

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

朱
子
学
の
理
が
「
所
二
以
然
一
の
故
」
と
「
所
し
当
し
然
の
則
」
と
い
う
二
重

性
を
有
し
、
か
つ
そ
れ
が
人
性
に
お
い
て
も
「
本
然
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」

、
、
、
、
、

と
い
う
二
重
構
造
を
有
っ
て
い
た
以
上
、
柤
侠
の
朱
子
学
理
解
の
誤
り
を
指
摘

す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
祖
侠
の
朱
子
学
理
解
の
妥
当
性
如

何
は
こ
こ
で
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
朱
子

学
理
解
、
否
、
実
は
柤
棟
自
身
の
独
自
の
人
間
認
識
と
秩
序
意
識
を
根
拠
に
し

て
、
祖
侠
が
個
々
人
の
自
律
的
な
道
徳
的
判
断
力
の
行
使
を
否
定
し
た
こ
と
で

あ
る
。後

世
、
理
学
興
り
、
先
王
の
礼
を
舎
て
て
、
理
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
。
理
を

以
て
こ
れ
を
言
ふ
者
は
、
そ
の
臆
に
取
る
の
承
。
そ
の
臆
に
取
り
て
正
と
な

ひ
と
び
と
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
は
、
こ
れ
人
み
づ
か
ら
正
と
な
す
。
妄
と
謂
ふ
く
し
。
（
「
弁
名
」
公
・

正
。
直
）

柤
侠
は
朱
子
学
に
お
い
て
、
人
々
が
自
分
の
判
断
を
「
理
」
と
し
て
主
張
す

る
こ
と
を
「
こ
れ
人
ゑ
づ
か
ら
正
と
な
す
。
妄
と
謂
ふ
く
し
」
と
し
て
厳
し
く

批
判
す
る
の
で
あ
る
。
柤
侠
が
否
定
し
た
の
は
窮
理
だ
け
で
は
な
い
。
「
心
を

持
す
」
こ
と
を
も
否
定
し
た
。
祖
侠
は
、
「
心
な
る
者
は
、
人
心
の
主
宰
な
り
」

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
心
の
主
宰
性
そ
れ
自
身
を
全
く
否
定
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
柤
棟
に
お
い
て
心
は
つ
ね
に
両
義
的
に
働
く
も
の
と
さ
れ
る
。
「
善

、
、
、

を
な
す
は
心
に
あ
り
、
悪
を
な
す
も
ま
た
心
に
あ
り
。
」
従
っ
て
「
心
」
は
信

、
、
、
、
、

用
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

善
悪
は
み
な
心
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
者
な
り
。
…
…
然
れ
ど
も
心
は
形
な
き

な
り
。
得
て
こ
れ
を
制
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
先
王
の
道
は
、
礼
を
以
て
心
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

制
す
。
礼
を
外
に
し
て
心
を
治
む
る
の
道
を
語
る
は
、
ゑ
な
私
智
妄
作
な
り
。

何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
治
む
る
者
は
心
な
り
。
治
む
る
所
の
者
は
心
な
り
。

わ
が
心
を
以
て
我
が
心
を
治
む
る
は
、
警
へ
ぱ
狂
者
み
づ
か
ら
そ
の
狂
を
治

む
る
が
ご
と
し
。
い
づ
く
ん
ぞ
能
く
こ
れ
を
治
め
ん
。
故
に
後
世
の
心
を
治

む
る
の
説
は
、
み
な
道
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
（
「
弁
道
」
岨
）

「
狂
者
」
は
い
ざ
知
ら
ず
「
わ
が
心
を
以
て
我
が
心
を
治
む
る
」
こ
と
は
、

現
代
の
我
々
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
庶
民
に
お
い
て
も
日
常
的
に
や
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
人
間
は
い
つ
の
時
代
と
社
会
に
お
い
て
も
多
く
の
欲
望
を

も
ち
、
そ
れ
ら
を
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
、
「
わ
が
心
を
以
て
我
が
心
を
治
」
め
な
が
ら
生
活
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
朱
子
学
が
人
間
存
在
を
本
来
態
Ⅱ
「
本
然
の
性
」
と
、

現
実
態
Ⅱ
「
気
質
の
性
」
の
二
重
性
に
お
い
て
捉
え
、
個
人
の
内
部
に
道
徳
的

な
緊
張
関
係
を
設
定
し
、
そ
れ
を
心
の
主
宰
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人

々
の
自
律
的
な
道
徳
的
判
断
力
を
錬
磨
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不

当
だ
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
鋭
敏
な
祖
侠
は
そ
の
よ
う
な
朱
子
学

の
考
え
方
の
背
後
に
社
会
の
秩
序
を
脅
か
す
危
険
な
要
素
を
強
く
感
じ
と
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
人
が
「
理
を
心
に
求
め
」
自
律
的
な
判
断
力
を
行
使

す
る
こ
と
に
付
す
る
不
信
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
万
人
が

生
れ
な
が
ら
に
聖
人
性
を
具
備
し
て
い
る
と
し
「
聖
人
、
学
ん
で
至
る
べ
し
」

一
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と
す
る
朱
子
学
の
人
間
観
と
道
徳
論
に
対
し
て
柤
侠
は
「
理
を
窮
む
る
の
弊
は
、

天
と
鬼
神
と
、
み
な
畏
る
る
に
足
ら
ず
と
し
、
し
か
う
し
て
己
は
す
な
は
ち
傲

然
と
し
て
天
地
の
間
に
独
立
す
る
な
り
。
こ
れ
後
世
の
儒
者
の
通
病
に
し
て
、

あ
に
天
上
天
下
唯
我
独
尊
な
ら
ず
や
」
（
同
上
別
）
と
批
判
し
、
一
方
で
「
惣

じ
て
世
間
の
一
切
の
事
、
人
智
人
力
の
と
ど
き
候
限
り
こ
れ
あ
る
事
に
候
」
（
「
答

（
川
）

問
書
」
）
と
し
て
、
人
智
の
限
界
と
天
へ
の
尊
敬
を
唱
い
つ
つ
、
他
方
で
は
先

に
承
た
よ
う
に
「
聖
人
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
」
と
先
王
Ⅱ
聖
人
を
超
越
化
し

つ
つ
、
窮
理
の
主
体
を
聖
人
の
み
に
限
定
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
聖
人
の
み
能
く
我
の
性
を
尽
く
し
、
能
く
人
の
性
を
尽
く
し
、
能
く
物

、
、
、
、
、
、
、
、

の
性
を
尽
く
し
て
、
天
地
と
そ
の
徳
を
合
す
。
故
に
た
だ
聖
人
の
承
、
能
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

理
を
窮
め
て
こ
れ
が
極
を
立
つ
る
こ
と
あ
り
。
礼
と
義
こ
れ
な
り
。
故
に
説

卦
に
い
は
ゆ
る
「
理
を
窮
む
」
と
い
う
者
は
、
聖
人
の
事
に
し
て
、
凡
人
の

能
く
せ
ざ
る
所
な
り
。
（
「
弁
名
」
理
・
気
・
人
欲
）

こ
こ
に
い
う
聖
人
が
、
「
聡
明
容
知
の
徳
を
以
て
天
命
を
受
け
、
国
を
開
き
、

天
下
に
王
た
り
」
し
先
王
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
「
聖
人
の
承
我
の
性
を

尽
く
し
：
…
夫
地
と
そ
の
徳
を
合
す
」
の
一
句
が
、
政
治
制
度
を
制
作
し
た
先

王
に
対
す
る
修
辞
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
先
王
の

道
の
普
遍
妥
当
性
は
、
生
れ
な
が
ら
に
個
別
的
か
つ
限
定
的
な
能
力
し
か
も
た

な
い
「
凡
人
」
の
対
極
に
設
定
さ
れ
た
先
王
Ⅱ
聖
人
の
超
人
的
な
能
力
に
全
面

（
Ⅲ
）

的
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
祖
侠
は
「
聖
人
の
教
へ
」
の
完
全

性
を
讃
え
、
そ
れ
へ
の
随
順
を
説
く
の
で
あ
る
。

し
の

そ
れ
聖
人
の
教
へ
は
至
れ
り
。
あ
に
能
く
勝
ち
て
こ
れ
を
上
が
ん
や
。
凡
そ

聖
人
の
言
は
ざ
る
所
の
者
は
、
す
な
は
ち
ま
さ
に
言
は
ざ
る
べ
き
所
の
者
の

承
。
も
し
ま
さ
に
言
ふ
べ
き
所
の
者
あ
ら
ぱ
、
す
な
は
ち
先
王
・
孔
子
す
で

に
言
ひ
し
な
ら
ん
。
あ
に
い
ま
だ
発
せ
ざ
る
者
あ
り
て
後
人
を
待
た
ん
や
。

ま
た
思
は
ざ
る
の
ゑ
。
（
「
弁
道
」
別
）

つ
ま
ぴ
ら

も
う
一
度
、
確
認
し
て
お
く
。
祖
侠
に
よ
れ
ば
、
宋
学
は
、
「
①
詳
か
に
聖

人
の
徳
を
論
じ
て
以
て
学
者
の
標
準
と
な
さ
ん
と
欲
し
、
②
そ
の
心
を
操
る
の

鋭
き
、
聖
智
を
以
て
自
ら
処
り
て
、
喜
び
て
そ
の
測
る
べ
か
ら
ざ
る
者
を
測
り

き
ば
染

て
、
学
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
者
を
以
て
こ
れ
を
人
人
に
強
ふ
、
③
そ
の
究
は
必
ず
徳

の
至
れ
る
者
を
立
て
て
以
て
こ
れ
を
律
す
る
と
き
は
、
す
な
は
ち
そ
の
古
の
聖

人
の
徳
を
優
劣
す
る
も
、
ま
た
勢
ひ
の
必
ず
至
る
所
な
り
」
（
「
弁
名
」
聖
）
と

、
、

規
定
さ
れ
、
宋
学
の
有
つ
理
想
主
義
と
批
判
精
神
が
、
社
会
秩
序
を
脅
か
す
危

険
を
も
つ
と
す
る
と
こ
ろ
に
祖
侠
の
秩
序
意
識
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
「
理
を
心
に
求
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
聖
人
た
ら
ん
と

す
る
宋
学
Ⅱ
理
学
者
流
に
対
し
て
、
祖
侠
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
方
で

凡
人
の
性
格
や
能
力
の
個
別
性
と
限
定
性
、
人
智
人
力
の
限
界
と
天
命
へ
の
随

順
を
説
き
な
が
ら
他
方
で
、
先
王
Ⅱ
聖
人
の
完
全
性
を
強
調
し
て
人
々
の
由
る

べ
き
道
の
制
作
者
を
聖
人
Ⅱ
政
治
的
君
主
の
み
に
限
定
し
、
又
「
聖
人
、
学
ん

で
至
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
聖
人
と
万
人
と
の
間
に
分
割
線
を
引
い
て
聖
人
を

批
判
の
及
ば
な
い
高
み
へ
と
押
し
上
げ
、
聖
人
Ⅱ
君
主
の
制
作
し
た
道
Ⅱ
教
へ

へ
の
随
順
を
説
く
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
祖
侠
の
戦
略
的
な
言
説
を
支
え
る
秩

序
意
識
の
在
り
処
を
最
も
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
次
の
一
節
で
あ
る
。

中
な
る
者
は
過
不
及
な
き
の
謂
ひ
な
り
。
或
い
は
以
て
道
の
名
と
な
し
、
或

い
は
以
て
徳
の
名
と
な
し
、
或
は
以
て
性
の
名
と
な
す
。
…
…
け
だ
し
天
下

の
理
は
、
過
不
及
な
き
を
以
て
そ
の
至
り
と
な
す
。
故
に
人
は
賢
知
と
な
く
、

愚
不
肖
と
な
く
、
た
だ
中
を
の
み
こ
れ
求
む
。
生
民
よ
り
以
来
然
り
と
な
す
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

然
れ
ど
も
入
そ
の
性
を
殊
に
し
、
見
る
所
は
性
を
以
て
殊
な
り
。
入
そ
の
居
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、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、

を
殊
に
し
、
見
る
所
は
居
を
以
て
殊
な
り
。
し
か
う
し
て
中
は
定
ら
ず
。
天

、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
肥
）

下
の
乱
る
る
所
以
な
り
。

祖
侠
に
よ
れ
ば
社
会
は
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
お
け
ば
「
乱
る
る
」
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
人
は
誰
で
も
一
方
で
は
、

「
過
不
及
な
き
」
「
中
」
を
求
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
、
人
は
生
れ

な
が
ら
の
性
格
や
能
力
に
よ
っ
て
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
「
殊
」
に
し
て
い

る
か
ら
、
結
局
「
中
は
定
ら
ず
」
そ
れ
が
「
天
下
の
乱
る
る
所
以
」
と
な
る
と

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
想
と
現
実
の
矛
盾
を
止
揚
し
よ
う
と
し
た
の

が
先
王
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
先
王
、
中
を
建
て
て
以
て
極
と
な
し
、
天
下
の
民
を
し
て
ゑ

な
こ
れ
に
由
り
て
以
て
行
は
し
む
。
故
に
「
極
」
は
或
い
は
「
中
」
と
訓
ず
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
中
な
る
者
は
、
聖
人
の
独
り
知
る
所
に
し
て
、
衆
人
の
能
く
知
る
所
に

、
、
、
、
、

非
ざ
る
な
り
。
凡
そ
先
王
の
建
つ
る
所
、
礼
楽
徳
義
、
百
爾
の
制
度
は
、
こ

れ
み
な
中
な
り
、
こ
れ
み
な
極
な
り
。

な
ぜ
先
王
が
「
中
」
あ
る
い
は
「
極
」
を
建
て
た
の
か
、
あ
る
い
は
建
て
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
「
中
な
る
者
は
、
聖
人
の
独
り
知
る
所
」
と
さ
れ
た

の
か
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
凡
そ
先
王
の
建
つ
る
所
（
の
）
礼
楽
徳
義
、
百
爾
の

制
度
は
、
こ
れ
ゑ
な
中
な
り
、
こ
れ
み
な
極
な
り
」
と
さ
れ
る
の
か
は
こ
れ
で

明
ら
か
だ
。
す
な
わ
ち
、
「
中
」
や
「
極
」
は
先
王
が
天
下
の
秩
序
を
維
持
す

る
と
い
う
明
確
な
目
的
の
た
め
に
建
て
た
人
為
的
な
基
準
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
こ
と
も
論
理
的
に
必
然
的
な
流
れ
と
な
る
。

然
れ
ど
も
先
王
の
以
て
中
と
な
す
所
の
者
も
、
ま
た
己
の
見
る
所
を
以
て
、

こ
と
さ
ら
に
か
の
不
偏
不
筒
、
過
不
及
な
く
し
て
精
微
な
る
の
理
を
建
て
、

以
て
天
下
の
民
に
強
ひ
て
我
が
好
む
所
に
従
は
し
め
し
に
非
ざ
る
な
り
。
ま

た
こ
の
極
を
建
て
て
、
学
者
を
し
て
こ
れ
に
由
り
て
以
て
か
の
不
偏
不
掎
、、

、

過
不
及
な
く
し
て
精
微
な
る
の
理
を
求
め
し
め
し
に
も
非
ざ
る
な
り
。
た
だ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
天
下
を
安
ん
ず
る
を
以
て
心
と
な
す
。
故
に
こ
の
中
を
建
て
て
以
て
極

、
、
、

と
な
し
、
天
下
の
人
を
し
て
ゑ
な
こ
れ
に
由
り
て
以
て
行
は
し
む
。
然
る
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ち
天
下
は
得
て
統
一
し
て
乱
れ
ざ
る
べ
き
の
み
。
（
以
上
、
三
つ
と
も
「
弁

名
」
中
・
庸
・
和
・
衷
）

い
ま
こ
こ
に
三
つ
に
分
け
て
引
用
し
た
史
料
は
、
も
と
も
と
ひ
と
つ
づ
き
の

文
章
で
あ
り
、
祖
侠
に
お
け
る
秩
序
意
識
の
在
り
処
、
先
王
が
「
中
」
「
極
」

を
建
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
以
、
さ
ら
に
ま
た
先
王
の
建
て
た
「
礼
楽
刑
政
」

、
、
、
、

が
そ
れ
自
体
「
中
」
「
極
」
と
さ
れ
た
所
以
が
明
ら
か
と
な
る
。
柤
侠
が
安
天

下
Ⅱ
天
下
の
統
一
を
第
一
義
的
な
課
題
と
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
子
思
・

孟
子
以
降
、
宋
学
に
お
け
る
儒
学
史
は
、
学
者
を
し
て
入
ご
と
に
お
の
お
の
聖

人
の
権
を
操
ら
し
め
ん
と
欲
し
た
（
「
弁
名
」
理
・
気
・
人
欲
）
結
果
、
む
し

ろ
「
議
論
」
「
争
い
」
「
対
立
」
を
生
み
「
天
下
の
乱
る
る
所
以
」
を
惹
起
し
た

と
す
る
認
識
、
そ
こ
か
ら
、
祖
侠
は
、
人
々
の
主
観
的
な
判
断
の
介
入
を
許
さ

な
い
客
観
的
な
行
動
規
準
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
規
準
の

制
作
主
体
を
聖
人
に
限
定
し
、
人
々
は
そ
れ
を
行
動
の
基
準
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
天
下
の
秩
序
は
保
持
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
な
る
課
題
は
、
先
王
の
建
て
た
礼
楽
制
度
は
、
人
々
の
生
き
方
を

ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

当
初
、
朱
子
学
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
祖
棟
が
何
故
、
朱
子
学
を
捨
て

て
独
自
の
儒
学
説
を
打
ち
立
て
た
の
か
。
そ
れ
は
、
朱
子
学
的
思
惟
様
式
の
思

三
物
と
し
て
の
礼
楽
制
度
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わ
ざ
る
解
体
と
か
、
外
来
思
想
と
し
て
の
朱
子
学
が
そ
れ
を
受
容
す
る
過
程
で

変
化
し
た
と
か
、
柤
侠
が
朱
子
学
を
誤
解
し
た
と
か
い
う
消
極
的
な
こ
と
で
は

全
く
な
い
。
祖
侠
は
、
独
自
の
価
値
意
識
と
人
間
Ⅱ
社
会
認
識
に
も
と
づ
い
て

朱
子
学
的
な
言
説
を
否
定
し
、
自
己
の
学
説
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ

れ
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
一
つ
は
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
が
儒
学
の
第

一
義
的
な
課
題
だ
と
す
る
独
自
の
課
題
意
識
と
、
他
方
で
、
人
心
は
面
の
如
く

異
な
る
も
の
だ
と
い
う
人
間
的
現
実
を
ど
う
架
橋
す
る
か
と
い
う
課
題
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
間
に
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
が
浩
潮
な
朱
子
学
の

言
説
体
系
で
あ
る
。
そ
こ
で
祖
侠
は
、
道
は
安
天
下
を
課
題
と
す
る
「
大
な
る

も
の
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
子
思
・
孟
子
以
後
の
儒
学
史
は
、
「
お
の
お
の

見
る
所
を
道
と
」
し
、
ま
た
自
分
一
個
の
道
徳
的
完
成
を
求
め
る
「
小
な
る
も

の
」
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
子
思
・
孟
子
に
連
な
る
宋
学
は
、
人
間
は

そ
れ
ぞ
れ
生
れ
な
が
ら
の
性
格
や
能
力
が
個
別
的
で
あ
り
限
定
的
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
務
め
て
凡
人
の
な
す
能
は
ざ
る
所
の
者
を
以
て
こ
れ
に
強
ふ
」

（
「
弁
道
」
６
）
ば
か
り
で
な
く
ひ
と
り
ひ
と
り
が
「
理
を
心
に
求
め
」
て
自

己
の
個
別
的
な
判
断
を
主
張
す
る
結
果
、
社
会
秩
序
を
混
乱
に
陥
い
れ
る
倶
れ

が
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
祖
侠
は
、
中
国
古
代
の
帝
王
が
天
下
後
世
の
人
が
由

る
べ
き
規
準
と
し
て
立
て
た
礼
楽
刑
政
を
「
先
王
の
道
」
と
し
、
そ
の
道
は
、

生
れ
な
が
ら
に
「
聡
明
書
知
の
徳
を
以
て
国
を
開
き
天
下
に
王
た
り
し
」
聖
人

が
天
下
を
安
ん
ず
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
制
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
完
全
性

と
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
だ
と
し
、
人
々
は
そ
の
「
聖
人
の
教
」
を
「
中
」

「
極
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

そ
こ
で
次
の
課
題
は
、
柤
棟
の
提
示
し
た
「
先
王
の
道
」
の
具
体
的
内
容
を

な
す
聖
人
が
制
作
し
た
礼
楽
制
度
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
の
規
準
で
あ
り
、

か
つ
い
か
な
る
機
能
を
果
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
こ
の
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、

柤
侠
が
「
極
な
る
も
の
は
、
先
王
こ
れ
を
立
て
て
、
以
て
民
の
準
拠
す
る
所
と

な
す
者
を
謂
ふ
な
り
」
「
凡
そ
先
王
の
建
つ
る
所
、
礼
楽
徳
義
、
百
雨
の
制
度

は
、
こ
れ
み
な
中
な
り
、
こ
れ
み
な
極
な
り
」
（
前
出
）
と
い
う
と
き
、
こ
の

、
、
、
、

「
中
」
や
「
極
」
は
通
常
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
道
徳
や
規
範
で
は
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

柤
侠
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
は
天
下
の
統
一
で
あ
り
安
天
下
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
天
下
が
統
一
さ
れ
て
乱
れ
な
い
状
態
を
維
持
す
る
た
め
の
第
一
の
条
件
は

人
々
が
行
動
の
基
準
と
す
べ
き
「
定
準
」
、
す
な
わ
ち
安
定
的
な
行
動
の
準
則

の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
だ
が
思
孟
以
後
の
儒
学
史
、
と
り
わ
け
そ
の

系
譜
を
引
き
、
近
世
初
頭
そ
れ
な
り
に
一
世
を
風
座
し
た
朱
子
学
は
「
理
を
心

に
求
め
」
個
々
の
個
別
的
か
つ
限
定
的
な
判
断
力
を
行
使
し
て
「
天
上
天
下
唯

我
独
尊
」
的
態
度
を
と
り
、
剰
え
、
「
聖
人
の
教
へ
に
循
は
ず
し
て
ま
ず
聖
人

の
心
を
獲
ん
と
欲
」
（
「
弁
名
」
理
・
気
・
人
欲
）
し
た
と
し
、
柤
侠
は
そ
の
よ

う
な
朱
子
学
的
言
説
の
在
り
方
に
「
天
下
の
乱
る
る
所
以
」
を
見
出
し
た
の
で

あ
る
。そ

の
意
味
で
柤
侠
が
い
う
「
先
王
の
以
て
中
と
な
す
所
の
者
」
が
、
朱
子
学

の
よ
う
な
「
不
偏
不
筒
、
過
不
及
な
く
し
て
精
微
な
る
の
理
」
で
は
な
か
っ
た

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
祖
侠
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
中
」
や
「
極
」

、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
道
徳
的
な
正
し
さ
や
妥
当
性
を
内
在
的
に

有
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
な
正
し
さ
を
具
え
て
い
る
が
故

に
「
中
」
「
極
」
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
「
民
の
準
拠
」
と
な
る
の
で
は
な
く
、

五



先
王
が
安
天
下
と
い
う
目
的
の
た
め
に
建
て
た
規
準
で
あ
る
が
故
に
「
中
」
「
極
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
祖
侠
の
「
中
」
「
極
」
は
、
す
ぐ
れ
て
政

、
、
、
、
、
．
、
、
、
、

（
的
）

治
的
な
所
産
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
先
王
の
建
つ
る
所
（
の
）
礼
楽
徳
義
、
百
爾
の
制
度
」
は
安

天
下
、
天
下
統
一
を
維
持
す
る
た
め
の
方
法
・
手
段
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
点
に
柤
棟
の
提
示
し
た
言
説
の
新
し
さ
が
あ
っ
た
。
い
わ
ば
目
的
と

手
段
・
方
法
と
が
明
確
に
弁
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
故
に
、

目
的
に
応
じ
た
制
度
改
革
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
、
そ
れ
は
と

も
か
く
と
し
て
柤
侠
に
お
け
る
先
王
の
道
が
、
い
わ
ば
単
な
る
規
準
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
道
徳
性
を
有
た
な
い
こ
と
を
表
わ
す
表
現
は
幾

つ
も
あ
る
。

た
と
え
ば
柤
侠
が
「
先
王
の
道
、
古
者
こ
れ
を
道
術
と
謂
ふ
。
礼
楽
こ
れ
な

り
」
（
「
弁
道
」
別
）
と
い
い
、
他
に
も
〃
術
“
と
い
う
表
現
を
多
用
し
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
先
に
引
用
し
た
「
然
れ
ど
も
入
そ
の
性
を
殊

に
し
、
見
る
所
は
性
を
以
て
殊
な
り
」
と
い
う
、
一
見
す
れ
ば
人
に
よ
る
見
解

や
認
識
の
違
い
も
「
入
そ
の
居
を
殊
に
し
、
見
る
所
は
居
を
以
て
殊
な
り
」
と
、

そ
の
居
所
に
よ
っ
て
方
角
の
見
方
が
異
な
る
と
い
う
地
理
的
な
事
柄
と
同
一
視

さ
れ
、
そ
れ
が
と
も
に
「
し
か
う
し
て
中
は
定
ら
ず
、
天
下
の
乱
る
る
所
以
な

じ
ん
か
ん

り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
「
人
間
、
北
よ
り
看
れ
ば
南
と
成

る
。
ま
た
何
の
準
と
す
る
所
ぞ
や
。
ま
た
天
理
・
人
欲
の
説
の
ご
と
き
は
、
精

、
、
、
、
、
、

微
と
謂
ふ
べ
き
の
み
。
然
れ
ど
も
ま
た
準
な
き
な
り
。
辞
へ
ぱ
両
郷
の
人
の
地

、
、
、
、
、
、
、
、

界
を
争
ふ
が
ご
と
し
」
と
さ
れ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
規
準
の
設
定
は
「
い
や
し
く

も
官
の
以
て
こ
れ
を
職
く
こ
と
な
く
ん
ぱ
、
は
た
何
の
準
と
す
る
所
ぞ
や
」
（
以

（
Ｍ
）

上
、
「
弁
道
」
岨
）
と
官
裁
に
等
し
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要

な
こ
と
は
、
こ
の
官
裁
も
そ
の
内
容
の
妥
当
性
で
は
な
く
、
そ
れ
が
官
に
よ
る

裁
き
で
あ
る
が
故
に
人
々
が
遵
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
政
談
」
の
冒
頭
の
一
句
「
総
ジ
テ
国
ノ
治
ト
云
〈
、
善
へ
（
碁
盤
ノ

目
ヲ
盛
ル
ガ
如
シ
」
を
想
起
す
れ
ば
、
祖
侠
の
い
わ
ゆ
る
制
度
論
の
も
つ
意
味

が
よ
く
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
基
準
と
し
て
の
先
王
の
道
は
、
内
容
的
に
は
道
徳
的
、
規
範
的

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
道
徳
や
規
範
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

正
な
る
者
は
邪
の
反
な
り
。
先
王
の
道
に
循
ふ
、
こ
れ
正
と
謂
ふ
。
先
王
の

道
に
遵
は
ざ
る
、
こ
れ
邪
と
い
ふ
。
邪
謀
・
邪
説
の
ご
と
き
、
以
て
見
る
べ

き
の
み
。
こ
れ
を
規
矩
準
縄
に
辞
ふ
。
正
を
な
す
所
以
の
器
な
り
。
規
に
循

へ
ぱ
す
な
は
ち
円
な
る
者
正
し
く
、
矩
に
循
へ
ぱ
す
な
は
ち
方
な
る
者
正
し

、
、
、
、
、
、
、
、

く
、
準
縄
に
循
へ
ば
す
な
は
ち
平
直
な
る
者
正
し
。
先
王
の
道
は
、
規
矩
準

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

縄
な
り
。
故
に
先
王
の
道
に
循
ひ
て
し
か
る
の
ち
正
と
な
る
。

、

先
王
に
よ
っ
て
安
天
下
と
い
う
目
的
の
も
と
に
立
て
ら
れ
た
礼
楽
制
度
は
そ

、
、
、
、
、
、
、

れ
自
身
と
し
て
は
内
に
道
徳
的
・
規
範
的
な
内
容
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が

そ
れ
は
安
天
下
の
実
現
と
い
う
目
的
の
も
と
に
作
ら
れ
、
人
々
の
由
る
べ
き
行

動
の
規
準
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
点
で
、
政
治
社
会
に
お
け
る
正
・
邪
の
判

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

断
基
準
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
個
々
人
の
社
会
的
な
行
動
の
正
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

邪
を
外
側
か
ら
判
別
す
る
物
差
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
個
々
人
の

内
面
的
な
道
徳
性
の
規
準
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
そ
れ
に
背
反
す
る
こ

と
は
安
天
下
を
阻
害
す
る
点
で
反
道
徳
的
な
行
動
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
朱
子
学
と
は
異
な
る
新
し
い
道
徳
の
創
造
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
こ
の
先
王
の
道
の
内
容
と
そ
の
働
き
で
あ
る
が
、
こ

一
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こ
で
重
要
な
こ
と
は
「
け
だ
し
先
王
の
教
へ
は
、
物
を
以
て
し
て
理
を
以
て
せ

ず
」
（
「
弁
道
」
船
）
「
物
な
る
者
は
、
教
へ
の
条
件
な
り
」
（
「
弁
名
」
物
）
と

あ
る
よ
う
に
、
具
体
的
か
つ
客
観
的
な
物
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
す
る
点
で
あ

る
。

先
王
の
道
、
古
者
こ
れ
を
道
術
と
謂
ふ
。
礼
楽
こ
れ
な
り
…
…
大
氏
、
人
物
、

そ
の
養
ひ
を
得
れ
ば
す
な
は
ち
長
じ
、
そ
の
養
ひ
を
得
ざ
れ
ぱ
す
な
は
ち
死

、
、
、
、

す
。
た
だ
に
身
の
み
な
ら
ず
、
才
知
徳
行
も
承
な
し
か
り
。
故
に
聖
人
の
道

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
養
ひ
て
以
て
こ
れ
を
成
す
に
在
り
。
：
…
・
そ
の
君
子
を
し
て
以
て
自
然

、
、
、
、
、
，
、
、
、
、
、
、
、
、

に
知
を
開
き
材
を
養
ひ
て
以
て
そ
の
徳
を
成
す
こ
と
あ
り
、
小
人
を
し
て
以

、
、
、
、
、
、

て
自
然
に
善
に
遷
り
悪
に
遠
ざ
か
り
て
以
て
そ
の
俗
を
成
す
こ
と
あ
ら
し
む

（
「
弁
道
」
別
）

・
先
王
の
四
術
は
、
詩
書
礼
楽
に
し
て
、
こ
れ
、
三
代
の
、
士
を
造
り
し
所
以

な
り
。
孔
子
の
伝
ふ
る
所
は
こ
れ
の
み
（
「
同
」
〃
）

先
王
の
道
の
具
体
的
な
内
容
を
な
す
「
詩
書
礼
楽
」
は
、
君
子
や
「
士
を
造
」

る
方
法
で
あ
り
、
「
徳
を
成
す
」
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
問
題
は
二
つ
あ

る
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
、
祖
侠
に
お
い
て
「
徳
」
と
は
何
か
、
そ
れ
と
「
道
」

と
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
、
第
二
は
、
い
か
に
し
て
「
徳
を

成
す
」
か
と
い
う
こ
と
、
具
体
的
に
は
礼
楽
へ
の
習
熟
と
そ
れ
に
よ
る
黙
識
の

（
旧
）

問
題
で
あ
る
。
紙
数
の
関
係
で
後
者
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略
し
、
前
者
の

問
題
の
み
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
柤
侠
が
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
道
は
先
王
に
属
し
、
徳
は
我
に
属
す
。
た
だ
仁
に
依
り
て
し
か
る
の
ち

道
は
得
て
合
す
べ
し
。
（
「
弁
名
」
仁
）

み

そ
れ
道
は
大
な
り
。
聖
人
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
い
づ
く
ん
ぞ
能
く
身
道
の

大
な
る
に
合
せ
ん
や
。
故
に
先
王
、
徳
の
名
を
立
て
て
、
学
者
を
し
て
お
の

お
の
そ
の
性
の
近
き
所
を
以
て
、
拠
り
て
こ
れ
を
守
り
、
脩
め
て
こ
れ
を
崇

く
せ
し
む
。
（
「
同
」
徳
）

朱
子
学
に
お
い
て
は
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
道
と
徳
と
が
、
祖
侠
に
お
い
て

は
、
「
道
は
先
王
に
属
し
、
徳
は
我
に
属
す
」
と
し
て
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
が

ふ
た
た
び
仁
を
媒
介
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

ず
個
人
に
属
す
る
と
さ
れ
た
徳
の
方
か
ら
承
て
ゑ
よ
う
。

先
王
が
立
て
、
個
人
に
属
す
る
と
さ
れ
た
徳
と
は
、
「
徳
な
る
者
は
得
な
り
。

人
お
の
お
の
道
に
得
る
所
あ
る
を
謂
ふ
な
り
。
或
い
は
こ
れ
を
性
に
得
、
或
い

は
こ
れ
を
学
に
得
。
み
な
性
を
以
て
殊
な
り
。
性
は
人
人
殊
な
り
、
故
に
徳
も

ま
た
人
人
殊
な
り
」
（
「
弁
名
」
徳
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
生
れ
な

が
ら
に
あ
る
い
は
後
天
的
な
学
問
を
通
し
て
身
に
つ
け
た
道
徳
性
や
個
別
的
な

能
力
の
謂
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
「
人
人
殊
」
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ

、
、
、
、
、

れ
で
は
そ
の
よ
う
に
「
人
人
殊
」
な
る
徳
は
、
い
か
に
し
て
「
道
に
得
る
所
」

と
な
る
の
か
。

先
王
の
教
へ
、
詩
書
礼
楽
は
、
辞
へ
ぼ
和
風
甘
雨
の
万
物
を
長
養
す
る
が
ご

と
し
。
万
物
の
品
は
殊
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
養
ひ
を
得
て
以
て
長
ず
る

者
は
み
な
然
り
。
竹
は
こ
れ
を
得
て
以
て
竹
を
成
し
、
木
は
こ
れ
を
得
て
以

て
木
を
成
し
、
草
は
こ
れ
を
得
て
以
て
草
を
成
し
、
穀
は
こ
れ
を
得
て
以
て

穀
を
成
す
。
そ
の
成
る
に
及
ん
で
や
、
以
て
宮
室
・
衣
服
・
飲
食
の
用
に
供

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
久
し
か
ら
ず
、
な
ほ
人
の
先
王
の
教
へ
を
得
て
、
以
て
六
官
・
九
官
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

用
に
供
す
る
が
ご
と
き
の
み
。
そ
の
い
は
ゆ
る
善
に
習
ひ
て
善
な
り
と
い
ふ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
、
ま
た
そ
の
養
ひ
を
得
て
以
て
材
を
成
す
を
謂
ふ
。
（
「
弁
名
」
性
・
情
・

才
）
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人
間
が
生
れ
な
が
ら
に
「
殊
」
な
る
性
格
や
能
力
を
有
し
つ
つ
、
他
方
で
「
知

愚
賢
不
肖
の
、
異
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
み
な
相
生
じ
相
長
じ
相
輔
け
相
養
ふ
の

心
、
運
用
営
為
の
才
あ
り
。
」
（
「
同
」
中
庸
・
和
・
衷
）
と
の
人
間
観
に
立
っ

た
柤
侠
は
、
「
聖
人
、
学
ん
で
至
る
べ
し
」
と
す
る
朱
子
学
の
同
質
的
な
人
間

観
を
「
人
に
強
ふ
る
に
人
の
能
く
せ
ざ
る
所
を
以
て
」
（
「
弁
道
」
Ⅲ
）
す
る
も

の
と
批
判
し
つ
つ
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
「
そ
の
性
の
近
き
所
に
随
ひ
て
、
以
て
そ

の
徳
を
成
」
し
、
竹
木
・
草
穀
な
ど
の
植
物
が
、
そ
の
以
て
生
れ
た
生
来
の
特

質
を
長
養
し
て
人
間
生
活
の
用
に
供
す
る
よ
う
に
、
社
会
的
に
有
用
な
「
材
」

と
な
る
こ
と
で
「
道
の
一
端
を
得
」
（
「
弁
道
」
仁
）
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

先
王
の
立
て
た
礼
楽
に
よ
っ
て
「
徳
を
成
し
」
「
材
を
成
す
」
の
は
主
と
し

て
君
子
で
あ
り
「
然
る
の
ち
こ
れ
を
官
に
す
」
と
さ
れ
て
、
君
主
の
安
天
下
と

い
う
事
業
に
携
わ
る
の
で
あ
る
が
、
柤
侠
に
お
い
て
は
君
子
の
み
で
は
な
く
、

古
の
聖
人
が
立
て
た
「
士
農
工
商
之
四
民
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
化
さ
れ
た

社
会
分
業
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
天
子
の
目
的
遂
行
を
助
け
る
「
役
人
」

と
し
て
、
天
子
の
行
な
う
「
仁
」
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。

農
は
田
を
耕
し
て
世
界
の
人
を
養
ひ
、
工
は
家
器
を
作
り
て
世
界
の
人
に
つ

か
は
せ
、
商
は
有
無
を
か
よ
は
し
て
世
界
の
人
の
手
伝
を
な
し
、
士
は
是
を

み
づ
か
ら

治
め
て
乱
れ
ぬ
よ
う
ニ
い
た
し
候
。
各
其
自
の
役
を
の
み
い
た
し
候
へ
共
、

た
が
ひ

相
互
に
助
け
あ
ひ
て
、
一
色
か
け
候
て
も
国
士
は
立
不
レ
申
候
。
さ
れ
ば
人

は
も
ろ
す
ぎ
な
る
物
に
て
、
は
な
れ
人
～
に
別
な
る
物
に
て
は
無
し
之
候
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぱ
、
満
天
下
の
人
こ
と
人
～
く
人
君
の
民
の
父
母
と
な
り
給
ふ
を
助
け
候
役

ル
ー
偶
。
（
「
答
間
書
」
）

以
上
の
検
討
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
沮
侠
の
第
一
義

的
な
課
題
は
安
天
下
で
あ
り
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
の
総
体
が
先
王
の
道
で
あ

る
。
先
王
の
道
の
目
的
は
安
天
下
で
あ
り
そ
れ
が
仁
で
あ
る
が
こ
の
仁
は
相
異

な
る
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。
一
つ
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
こ
と
す
な
わ
ち
、
政

治
社
会
秩
序
の
維
持
と
い
う
課
題
で
あ
り
二
つ
は
、
「
聖
人
の
道
は
、
要
は
民

を
安
ん
ず
る
に
帰
す
る
の
み
」
「
仁
な
る
者
は
養
ひ
の
道
な
り
」
（
「
弁
道
」
９
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
柤
侠
は
安
天
下
Ⅱ
社
会
秩
序
の
維
持
と
安

民
Ⅱ
社
会
構
成
員
の
潜
在
的
な
能
力
の
開
発
と
を
と
も
に
「
仁
」
と
し
て
、
有

（
肥
）

機
的
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
り
こ
こ
に
柤
棟
の
政
治
思
想
の
独
創
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
安
天
下
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
れ
な
が
ら
に
「
殊
」
な
る
性
格
や
能
力

を
有
す
る
個
々
人
の
「
徳
を
養
い
材
を
成
」
さ
し
め
て
、
社
会
分
業
の
一
翼
を

担
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
個
々
人
は
、
こ
う

し
て
所
与
の
性
格
・
能
力
・
社
会
的
地
位
に
即
し
つ
つ
、
天
子
の
安
天
下
へ
の

事
業
に
参
画
す
る
こ
と
を
通
し
て
「
人
君
の
民
の
父
母
と
な
り
給
ふ
を
助
け
候

役
人
一
こ
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
仁
人
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
祖
侠
は
、
一
方
の
極
に
安
天
下
の
課
題
を
置
き
、
他
方
の
極
に
、

生
れ
な
が
ら
に
性
格
と
能
力
と
を
「
殊
」
に
し
つ
つ
も
同
時
に
「
知
愚
賢
不
肖こ

と

と
な
く
、
ゑ
な
相
愛
し
相
養
ひ
相
輔
け
相
成
す
の
心
、
運
用
営
為
の
才
あ
る
者

は
一
な
」
（
「
弁
名
」
仁
）
る
人
間
集
団
を
視
て
、
個
々
人
の
性
格
や
能
力
を
「
養

い
」
そ
れ
を
社
会
全
体
の
秩
序
の
維
持
に
向
け
て
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

全
体
社
会
の
維
持
Ⅱ
安
天
下
と
、
個
人
の
潜
在
的
な
能
力
の
開
発
Ⅱ
安
民
と
を

実
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
は
深
い
人
間
観
察
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
人

材
登
用
論
と
し
て
「
政
談
」
に
お
い
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
な

お
光
彩
を
放
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
安
天
下
と
安
民
と
は
、
本
来
的
に
は
矛
盾
す
る
内
容
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
潜
在
的
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な
能
力
の
開
発
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
柤
侠
自
身
が
、
徳
川
社
会
の

固
定
的
な
身
分
制
が
生
み
出
し
た
門
閥
制
度
の
弊
害
を
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
よ
う
に
、
そ
の
結
果
は
、
固
定
的
な
身
分
制
の
打
破
に
向
か
わ
ざ
る
を
得

ず
、
安
天
下
を
危
殆
に
陥
入
れ
る
危
険
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
ま
た
、

安
天
下
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
も
柤
棟
自
身
が
明
言
し
た
よ
う

に
、
商
品
貨
幣
経
済
の
社
会
的
浸
透
に
よ
っ
て
膨
張
し
た
人
々
の
欲
望
を
、
貴

賤
上
下
の
関
係
の
厳
格
化
と
尚
農
卑
商
論
、
武
士
・
農
民
の
地
着
化
を
基
調
と

す
る
政
治
制
度
に
よ
っ
て
規
制
・
抑
圧
す
る
方
向
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
。

柤
侠
の
礼
楽
制
度
論
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
側
面
を

踏
ま
え
て
案
出
さ
れ
た
政
治
の
装
置
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
先
王
・
孔
子
の
教
の
術
た
る
礼
楽
の
第
一
の
機
能
は
、
人
が
そ

れ
ぞ
れ
生
ま
れ
な
が
ら
に
有
す
る
性
格
や
能
力
を
「
養
ひ
て
以
て
そ
の
徳
を
成

す
」
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
徳
は
単
な
る
個
人
の
性
格
や
能
力
の
開
発
ｌ
今

風
に
い
え
ば
個
性
の
尊
重
ｌ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

Ａ
・
先
王
の
道
を
学
び
て
徳
を
我
に
成
す
者
は
、
仁
人
な
り
。
…
…
先
王
の

道
、
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
る
こ
と
を
識
り
て
、
力
を
仁
に
用
ひ
ぱ
、

ひ
と
ぴ
と

す
な
は
ち
人
お
の
お
の
そ
の
性
の
近
き
所
に
随
ひ
て
、
以
て
道
の
一
端
を
得

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ん
。
由
の
勇
、
賜
の
達
、
求
の
芸
の
ご
と
き
は
、
ゑ
な
能
く
一
材
を
成
し
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

以
て
仁
人
の
徒
と
な
り
、
こ
れ
を
天
下
を
安
ん
ず
る
の
用
に
共
す
る
に
足
れ

り
。
．
…
：
も
し
或
い
は
力
を
仁
に
用
ふ
る
こ
と
を
識
ら
ず
ん
ぱ
、
す
な
は
ち

そ
の
材
と
徳
と
は
、
ゑ
な
成
す
こ
と
能
は
ず
。
：
：
：
こ
れ
孔
門
の
、
仁
を
教

ふ
る
所
以
な
り
。

Ｂ
・
先
王
の
教
へ
は
多
端
な
り
。
智
は
お
の
づ
か
ら
智
、
勇
は
お
の
づ
か
ら

勇
、
義
は
お
の
づ
か
ら
義
、
仁
は
お
の
づ
か
ら
仁
に
し
て
、
あ
に
混
合
す
べ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

け
ん
や
。
然
れ
ど
も
必
ず
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
と
相
惇
ら
ず
し
て
、
し
か

る
の
ち
こ
れ
を
智
・
勇
と
義
と
、
と
謂
は
ん
の
象
。

、
、
、
、
、
、
、
、

Ｃ
・
人
お
の
お
の
そ
の
徳
に
拠
る
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
必
ず
先
王
の
天
下
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

安
ん
ず
る
の
道
に
和
順
し
、
敢
え
て
こ
れ
に
違
は
ず
、
然
る
の
ち
以
て
お
の

お
の
そ
の
徳
を
成
す
に
足
る
。
こ
れ
孔
門
の
教
へ
な
り
。

繁
を
い
と
わ
ず
引
用
し
た
が
い
ず
れ
も
「
弁
道
７
」
の
中
の
一
節
で
あ
る
。

「
徳
を
成
す
」
と
い
う
こ
と
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
「
天
下
を
安
ん
ず
る
の

用
に
共
す
る
」
こ
と
、
「
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
と
相
惇
ら
」
な
い
こ
と
、
「
先

王
の
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
に
和
順
し
、
敢
へ
て
こ
れ
に
連
は
」
な
い
と
い
う

条
件
を
随
伴
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
構
成
員
の
能

力
開
発
も
そ
れ
が
安
天
下
Ⅱ
社
会
秩
序
の
維
持
と
再
生
産
に
沿
う
こ
と
に
お
い

て
「
徳
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
能
力
の
開
発
そ
れ
自
体
が
目
的
と
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
祖
棟
が
安
天
下
Ⅱ
社
会
全
体
の
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し
て
、
一
方

で
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
と
活
性
化
に
向
け
て
、
人
々
の
能
動
性
と
活
動
性
を

喚
起
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
な
り
ｌ
そ
れ
が
柤
侠
の
場
合
、
人
材
の
発
掘

と
登
用
の
問
題
で
あ
る
Ｉ
、
他
方
で
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
に
有
害
と
考
え

ら
れ
た
商
品
貨
幣
経
済
の
社
会
的
浸
透
に
よ
る
民
衆
の
欲
望
の
拡
大
を
抑
止
す

る
た
め
に
、
武
士
の
土
着
や
、
農
民
の
移
動
の
禁
止
、
厳
し
い
生
活
の
統
制
の

方
向
を
と
る
こ
と
は
、
祖
侠
に
と
っ
て
は
疑
問
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
安
天
下
に
と
っ
て
の
正
・
邪
の
判
断
基
準
が
政
治
制
度
に
お
か

れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
準
の
改
変
が
政
治
的
君
主
に
だ
け
許
さ
れ
た
特
権
と

さ
れ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。

九



祖
侠
の
政
治
思
想
は
、
柤
裸
自
身
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
人
間
と
社
会
に
関

す
る
経
験
的
な
事
実
と
、
そ
の
事
実
に
基
づ
く
朱
子
学
へ
の
批
判
を
通
し
て
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
学
説
の
第
一
の
特
徴
は
、
「
先
王
の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
」

と
い
う
政
治
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
「
先
王
の
道
は
、
も
と
民

、
、
、
、
、

を
安
ん
ず
る
が
た
め
に
こ
れ
を
建
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
安
天
下
と
安
民
と
が

基
本
的
に
同
一
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
両
者
の
矛
盾

す
る
側
面
に
つ
い
て
は
前
節
で
検
討
し
た
が
、
こ
の
安
天
下
と
安
民
と
が
と
も

、

に
仁
と
し
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
祖
侠
に
と
っ
て
、

政
治
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
道
徳
の
問
題
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
道
徳
は
、
朱

子
学
に
お
け
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
広
義
の
儒
学
に
お
け
る
よ
う
な
個
人
に
お

け
る
内
面
的
な
道
徳
性
の
確
立
と
そ
の
周
縁
へ
の
波
及
、
す
な
わ
ち
修
身
か
ら

、
、

治
国
平
天
下
へ
と
い
う
本
末
関
係
的
道
徳
で
は
な
く
、
「
人
の
性
は
殊
な
り
と

い
へ
ど
も
、
然
れ
ど
も
知
愚
賢
不
肖
と
な
く
、
み
な
相
愛
し
相
養
ひ
相
成
す
の

こ
，
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃
、

心
、
運
用
営
為
の
才
あ
る
者
は
一
な
り
。
故
に
治
を
君
に
資
り
、
養
ひ
を
民
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

資
り
、
農
工
商
寶
、
み
な
相
資
り
て
生
を
な
す
。
そ
の
群
を
去
り
て
無
人
の
郷

に
独
立
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
、
た
だ
人
の
性
の
み
然
り
と
な
す
。
」
（
「
弁

名
」
仁
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
存
在
が
本
来
的
に
社
会
性
・
共
同
性
を
有
す

る
と
の
考
え
か
ら
「
故
に
人
の
道
は
、
一
人
を
以
て
言
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
必

ず
億
万
人
を
合
し
て
言
を
な
す
者
な
り
」
（
「
弁
道
」
７
）
と
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
道
徳
は
本
来
的
に
社
会
関
係
に
お
け
る
道
徳
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ

、
、

る
。
君
主
は
、
人
々
を
集
団
生
活
へ
と
組
織
し
統
一
す
る
こ
と
が
天
職
で
あ
り
、

お
わ
り
に

君
子
は
も
っ
て
生
れ
た
性
格
や
能
力
を
養
っ
て
官
僚
と
な
り
民
を
安
ん
ず
る
と

、
、
、

い
う
目
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
、
農
工
商
の
民
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
化
さ
れ
た
職

業
へ
の
従
事
を
通
し
て
、
君
主
の
安
天
下
と
い
う
事
業
の
一
端
を
担
う
と
い
う
、

三
者
三
様
の
社
会
的
地
位
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
仁
人
」

と
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
安
天
下
は
社
会
構
成
員
の
連
帯
責
任

と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
君
主
自
身
も
そ
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
祖
侠
が
、
「
政
談
」
に
お
い
て
、
単
に
為
政
者
自
身
の
心
構
え
を
説
く
の

で
は
な
く
、
為
政
者
の
治
政
に
対
す
る
結
果
責
任
を
追
求
し
た
の
は
そ
の
た
め

（
Ⅳ
）

で
あ
る
。

第
二
の
特
徴
は
安
天
下
の
手
段
・
方
法
と
し
て
の
礼
楽
制
度
で
あ
る
。
朱
子

学
の
理
が
安
定
的
な
行
動
の
基
準
た
り
え
な
い
と
し
た
祖
侠
は
、
「
先
王
の
道

は
礼
楽
に
在
り
」
と
し
て
物
Ⅱ
礼
楽
に
よ
る
「
養
ひ
」
を
説
い
た
が
そ
れ
は
三

つ
の
点
で
特
異
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
そ
れ
は
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
と
い

、
、
、

う
目
的
の
も
と
に
、
人
為
的
に
作
ら
れ
た
行
動
の
規
準
で
あ
り
そ
れ
自
体
と
し

て
内
在
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
二
つ
は
、
礼
楽
制
度
の

制
作
は
政
治
的
な
君
主
の
承
の
専
権
事
項
と
さ
れ
、
他
の
者
は
一
切
排
除
さ
れ

た
こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
客
観
的
な
正
・
邪
の
分
割
装
置
、
規

矩
準
縄
と
し
て
人
々
の
由
る
べ
き
行
動
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
の
も
つ
意
味
は
す
で
に
前
節
で
関
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
そ
れ
は
君
主
の

み
が
世
界
に
意
味
を
与
え
る
主
体
、
文
化
Ⅱ
価
値
の
形
成
主
体
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
君
子
も
小
人
も
、
政
治
的
君
主
に
よ
っ
て
制
作
さ

れ
た
政
治
制
度
を
規
矩
準
縄
、
正
邪
の
判
断
基
準
と
し
て
生
き
る
こ
と
、
そ
れ

ぞ
れ
が
生
れ
な
が
ら
に
具
有
す
る
個
別
的
な
性
格
や
能
力
を
伸
長
し
て
そ
れ
を

既
定
の
社
会
的
地
位
や
個
別
化
さ
れ
た
役
割
遂
行
の
中
で
活
か
し
、
安
天
下
と

四
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い
う
君
主
の
天
職
に
参
画
す
る
こ
と
が
「
仁
人
た
る
所
以
」
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
政
治
制
度
は
、
人
々
の
由
る
べ
き
社
会
道
徳
の
枠
組
を
な

す
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
こ
の
よ
う
な
君
と
民
と
の
関
係
、
礼
楽
Ⅱ
道
と
個
人
Ⅱ
徳
と
の
関
係

、
、
、
、
、

を
根
底
か
ら
規
定
す
る
考
え
方
が
政
治
は
教
化
で
あ
る
と
す
る
思
想
で
あ
る
。

「
先
王
の
道
は
孔
子
の
道
な
り
」
と
い
う
考
え
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
柤
侠
に
よ

れ
ば
、
先
王
と
民
と
の
関
係
、
否
、
君
主
と
民
と
の
関
係
は
孔
子
と
そ
の
弟
子

と
の
関
係
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
聖
人
の
道

を
大
道
術
と
申
候
。
国
家
を
治
候
も
、
直
に
善
悪
邪
正
を
正
し
、
見
え
わ
た
り

、
、
、
、
、
、
、
、

た
る
上
二
而
さ
っ
ぱ
り
と
仕
候
事
に
て
は
無
二
御
座
一
候
。
俗
人
の
思
ひ
が
け
い

所
ぬ
い
仕
懸
小
砂
致
し
償
で
、
覚
灯
號
知
か
が
自
鮴
凸
圓
恥
瞬
梼
一
「
仕
事
に
偶
」

（
「
答
門
書
」
）
と
い
う
い
わ
ゆ
る
術
策
に
よ
る
政
治
支
配
も
、
詰
き
つ
め
て
い

け
ば
次
の
よ
う
な
教
育
の
方
法
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

故
に
善
く
人
を
教
ふ
る
道
は
、
必
ず
こ
れ
を
吾
が
術
中
に
置
き
、
優
勝
の
久

し
き
、
そ
の
耳
目
を
易
へ
、
そ
の
心
思
を
換
ふ
。
故
に
吾
が
言
を
待
た
ず
し

て
、
彼
自
然
に
、
以
て
こ
れ
を
知
る
こ
と
あ
り
。
…
…
先
王
・
孔
子
は
こ
れ

を
以
て
す
（
「
弁
道
」
喝
）

こ
と

祖
侠
に
よ
れ
ば
「
人
を
教
ふ
る
の
道
は
：
：
：
権
の
我
に
あ
る
者
」
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
祖
侠
が
こ
う
し
た
教
化
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
君
ｌ
民
と
い
う
政
治

的
支
配
関
係
に
適
用
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
先
王
が
超
越
化
さ
れ
、
礼
楽
制
度
が

教
へ
の
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
も
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

祖
侠
は
孔
子
と
そ
の
弟
子
と
の
間
の
教
育
関
係
を
君
ｌ
民
と
い
う
政
治
的
支

配
関
係
に
拡
大
適
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
小
な
る
は
祖
裸
を
中
心

と
す
る
讓
園
学
派
の
形
成
を
、
中
な
る
は
、
小
領
主
と
領
民
と
の
ゲ
マ
イ
ン
シ

ヤ
フ
ト
的
関
係
の
復
活
を
、
大
な
る
は
、
将
軍
を
頂
点
と
す
る
国
家
共
同
体
を

構
想
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
共
同
体
が
成
り
立
つ
条
件
と
し
て

祖
侠
が
強
調
し
た
の
が
「
信
」
で
あ
る
。

け
だ
し
教
へ
な
る
者
は
、
我
を
信
ず
る
者
に
施
す
。
先
王
の
民
は
、
先
王
を

信
ず
る
も
の
な
り
。
孔
子
の
門
人
は
、
孔
子
を
信
ず
る
も
の
な
り
。
故
に
そ

の
教
は
入
る
こ
と
を
得
。
孟
子
は
す
な
は
ち
我
を
信
ぜ
ざ
る
の
人
を
し
て
我

が
言
に
由
り
て
我
を
信
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
こ
れ
戦
国
遊
説
の
事
に

し
て
、
人
を
教
ふ
る
の
道
に
非
ず
。
（
「
同
」
旧
）

そ
し
て
注
意
す
べ
き
事
は
、
祖
侠
自
身
が
、
「
聖
人
へ
の
信
仰
」
を
明
言
す

（
旧
）

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
実
践
し
て
み
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
柤

棟
は
、
徳
川
王
朝
の
政
治
体
制
を
天
命
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
社
会
の
中
で

個
々
人
が
占
め
る
べ
き
位
置
と
役
割
を
明
確
に
し
、
そ
の
既
定
の
社
会
シ
ス
テ

ム
の
中
で
生
き
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
一
定
の
自
由
を
享
受
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
柤
係
の
思
想
は
、
Ｋ
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
保
守
主
義

（
旧
）

的
思
考
に
近
い
思
想
で
あ
っ
た
。

祖
侠
は
、
一
方
で
は
世
界
の
成
り
立
ち
や
構
造
を
洞
察
し
え
た
と
の
強
い
自

負
と
遠
大
な
志
を
有
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
彼
自
身
が
「
聖
人
へ
の
信
」
を
表

つ

明
し
、
「
儒
者
の
業
は
、
唯
だ
古
聖
人
の
書
を
守
り
て
以
て
後
世
に
詔
ぐ
れ
ば
、

そ
れ
こ
こ
に
可
也
。
」
（
「
答
屈
景
山
」
）
「
儒
者
の
業
は
、
唯
だ
章
句
を
守
り
、

こ
れ
を
後
世
に
伝
ふ
…
…
そ
の
道
の
如
き
は
、
即
ち
以
て
後
の
聖
人
を
俟
つ
。

こ
れ
不
俵
の
志
也
」
（
「
復
安
潅
泊
」
）
と
、
自
分
の
学
問
的
営
み
を
儒
者
と
し

て
自
己
限
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
一
定
の
自
由
を
そ
れ

な
り
に
識
歌
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
祖
侠
に
承
ら
れ

る
処
世
の
態
度
が
、
次
に
来
る
本
居
宣
長
の
そ
れ
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ

四
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と
も
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

だ
が
ま
た
江
戸
中
期
の
こ
の
よ
う
な
処
世
の
精
神
態
度
が
徳
川
社
会
の
中
で

ど
こ
ま
で
普
遍
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
は
自
づ
と
別
の
問
題
で
あ
る
。

注

（
１
）
引
用
史
料
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
略
記
す
る
。
「
祖
来
先
生
答
門
書
」

は
『
近
世
文
学
論
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
別
）
、
「
弁
道
」
「
弁
名
」
「
学

則
」
「
政
談
」
「
太
平
策
」
「
祖
採
集
」
に
つ
い
て
は
『
荻
生
祖
侠
』
（
日
本

思
想
大
系
鮒
）
を
使
用
し
、
そ
の
他
は
『
荻
生
柤
侠
全
集
』
（
み
す
ず
書

房
版
）
に
拠
る
。

（
２
）
子
安
宣
邦
『
事
件
と
し
て
の
沮
侠
学
』
青
士
社

（
３
）
そ
の
主
要
な
も
の
は
日
本
儒
林
叢
書
第
四
巻
論
辨
部
に
収
録
さ
れ
て
い

ブ
（
》
Ｏ

（
４
）
丸
山
真
男
「
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
第
二
章

（
５
）
平
石
直
昭
「
柤
侠
学
の
再
構
成
」
『
思
想
』
七
六
六
号

（
６
）
こ
の
柤
棟
の
聖
人
信
仰
に
つ
い
て
は
丸
山
真
男
氏
と
尾
藤
正
英
氏
が
異

な
る
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
柤
侠
に
お
い
て

自
覚
的
な
選
択
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
在
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
論
で
も
関
説
す
る
。

（
７
）
平
石
氏
は
、
歴
史
的
実
在
で
あ
る
先
王
の
道
が
後
世
に
お
い
て
も
普
遍

妥
当
性
を
も
つ
根
拠
に
つ
い
て
丸
山
氏
が
そ
れ
を
聖
人
の
絶
対
性
Ⅱ
彼
岸

的
人
格
に
帰
属
さ
せ
た
こ
と
を
批
判
し
、
聖
人
に
お
け
る
道
の
制
作
は
、

「
天
地
の
道
理
」
と
「
人
性
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
認
識
論
的
前
提
を
有

し
て
い
た
点
に
こ
そ
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
根
拠
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、
三

代
の
聖
人
の
み
が
な
ぜ
「
天
地
の
道
理
」
と
「
人
性
」
を
極
め
尽
く
し
、

後
世
は
そ
れ
が
不
十
分
だ
と
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
少
し
も
説
明
し
て

は
い
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
祖
侠
が
礼
楽
を
制
作
し
た
三
代
の
聖
人
を

超
越
化
し
、
そ
れ
を
「
学
ん
で
い
た
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
万
人
と
の
間

に
分
割
線
を
引
い
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
こ
に
柤
棟
自
身
の
言
説
の
神
話
性

と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
最
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
本
稿
の

立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
平
石
氏
の
祖
棟
認
識
の
甘
さ
は
、
祖
侠
の
「
義
」

や
「
徳
」
を
「
普
遍
的
規
範
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
平

石
「
戦
中
・
戦
後
柤
侠
論
批
判
ｌ
初
期
丸
山
・
吉
川
両
学
説
の
検
討
を

中
心
に
ｌ
」
『
社
会
科
学
研
究
』
三
九
’
一
、
同
前
掲
論
文

（
８
）
拙
稿
「
荻
生
祖
侠
の
公
私
観
と
政
治
思
想
」
「
日
本
思
想
史
学
』
二
二

（
９
）
荒
木
見
悟
氏
は
、
等
し
く
朱
子
学
を
批
判
す
る
こ
と
で
思
想
形
成
し
た

中
国
の
陽
明
学
と
日
本
の
古
学
派
を
取
り
上
げ
て
、
前
者
が
朱
子
学
の
理

の
安
定
性
を
批
判
し
て
「
心
の
優
先
権
」
を
「
確
保
」
し
「
心
に
よ
っ
て

個
々
の
事
行
に
お
け
る
理
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
」
っ
た
の
に

た
い
し
て
仁
斎
や
柤
侠
は
、
「
理
成
立
の
背
景
と
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
装
置

の
外
に
出
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
「
自
由
の
分
」
を
喪
失
し
た
と
す
る
が
、

両
者
の
本
質
的
な
違
い
は
、
陽
明
学
が
心
の
主
宰
性
を
強
調
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
己
の
内
部
に
道
徳
上
の
緊
張
関
係
を
設
定
し
た
の
に
対
し
て

仁
斎
・
素
行
・
沮
侠
な
ど
日
本
の
古
学
派
は
、
社
会
と
自
己
と
の
間
に
道

徳
上
の
緊
張
関
係
を
設
定
し
た
点
に
あ
る
。
荒
木
「
朱
子
学
の
哲
学
的
性

格
」
『
貝
原
益
軒
・
室
鳩
集
』
（
日
本
思
想
大
系
別
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
日

本
的
公
私
概
念
の
成
立
過
程
ｌ
朱
子
学
的
人
間
観
の
解
体
ｌ
」
『
宮

城
教
育
大
学
紀
要
』
二
五

四
一
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（
Ⅲ
）
祖
侠
に
お
け
る
「
人
智
人
力
」
の
限
界
を
認
識
論
上
の
自
己
限
定
と
し

て
理
解
す
る
向
き
が
あ
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
柤
侠

は
、
人
に
よ
っ
て
「
殊
」
な
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
「
性
」
Ⅱ
生
ま

れ
つ
き
に
よ
る
も
の
と
し
て
「
不
変
」
と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
平
石
氏
は
、
祖
侠
に
お
け
る
「
聖
人
の
道
」
の
普
遍
的
な
妥
当
性
の
根

拠
を
「
人
性
」
と
「
天
地
の
道
理
」
に
見
出
し
て
い
る
が
疑
問
が
あ
る
。

前
掲
論
文
。

（
岨
）
祖
侠
は
、
郡
県
・
封
建
論
に
関
し
て
も
そ
の
関
心
の
中
心
を
な
し
て
い

る
の
は
、
士
君
子
の
士
着
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
盗
賊
天
下
を
乱
る

る
の
禍
ひ
」
を
除
去
す
る
こ
と
に
あ
る
。
「
讓
園
随
筆
」
『
荻
生
祖
侠
全
集
』

第
一
七
巻
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
過
）
日
野
龍
夫
氏
は
、
「
祖
侠
の
思
想
の
独
創
性
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
儒
学

の
中
心
的
な
観
念
で
あ
る
〃
道
″
か
ら
道
徳
的
要
素
を
排
除
し
た
」
こ
と

、
、
、

だ
と
す
る
の
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
正
し
い
が
、
そ
れ
は
同
時
に
新
た
な

、
、
、
、
、

道
徳
の
創
造
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
日
野
「
謀

叛
人
荻
生
柤
侠
」
同
著
『
江
戸
人
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
所
収
。

（
Ｍ
）
柤
侠
集
「
答
屈
景
山
」
に
「
争
な
る
者
は
、
訟
の
事
な
り
。
訟
な
る
者

は
、
己
の
是
を
己
を
信
ぜ
ざ
る
者
の
前
に
陳
べ
て
、
以
て
其
の
己
を
信
ぜ

、
、
、

ん
こ
と
を
求
む
る
者
な
り
。
あ
あ
亦
た
難
き
か
な
。
然
り
と
雛
も
官
あ
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
こ
れ
に
臨
ま
ば
以
て
断
ず
る
に
足
る
に
庶
き
の
み
。
今
学
問
に
し
て
訟

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

者
の
道
を
用
ひ
ぱ
乃
ち
聖
人
の
上
に
臨
む
こ
と
無
け
れ
ば
、
将
た
執
か
聴

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

き
て
執
か
こ
れ
を
断
ぜ
ん
」
と
あ
り
、
柤
侠
が
官
と
聖
人
と
を
同
一
の
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
略
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
吉
川
幸
次
郎
「
柤
侠
学
案
」
（
前
掲
『
荻
生
祖

棟
』
所
収
）
、
澤
井
啓
一
「
習
熟
と
思
慮
」
『
寺
小
屋
語
学
文
化
研
究
所
論

叢
』
二
を
参
照
。

、
、

（
略
）
渡
辺
浩
氏
は
、
祖
侠
は
「
「
先
王
の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
」

、

と
述
べ
る
」
が
．
度
も
「
民
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
」
と
は
言
わ
な
い
」

、
、
、
、
、

と
言
っ
て
い
る
が
誤
り
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
安
天
下
と
安
民
と
の

関
係
で
あ
る
。
渡
辺
「
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』
一
五
五
頁
。

（
Ⅳ
）
山
県
大
弐
の
「
柳
子
新
論
」
は
、
祖
侠
の
こ
の
よ
う
な
思
想
の
継
承
の

も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
山
県
大
弐
」
同
「
柳
子
新
論
」

と
も
に
「
国
史
大
辞
典
」
（
吉
川
弘
文
館
）
第
一
四
巻

（
肥
）
日
野
龍
夫
氏
は
、
柤
侠
の
思
想
を
「
制
度
万
能
主
義
」
「
礼
楽
へ
の
帰

依
」
と
規
定
し
て
い
る
が
「
礼
楽
」
は
「
聖
人
へ
の
信
」
を
媒
介
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
教
へ
」
た
り
う
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ

「
聖
人
へ
の
帰
依
」
と
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
前
掲
論
文
、
同
「
礼

楽
へ
の
帰
依
」
「
文
学
』
三
六
’
七
・
八

（
岨
）
Ｋ
・
マ
ン
ハ
イ
ム
『
歴
史
主
義
・
保
守
主
義
』
（
森
博
訳
）
恒
星
社

厚
生
閣
版

（
宮
城
教
育
大
学
教
授
）

四


