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村

純
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本
論
文
は
、
日
本
近
世
の
儒
学
者
荻
生
徂
徠

(

一
六
六
六
〜
一
七
二
八)

の

｢

天｣

の
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
徂
徠
の
思
想
の
特
質
を
見

定
め
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

徂
徠
は
、｢

道｣

は

｢

天
地
自
然｣

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
規
定
し
、

古
代
中
国
の

｢

先
王｣

に
よ
っ
て

｢

作
為｣

さ
れ
た

｢
先
王
の
道｣

こ
そ
が

本
来
の

｢

道｣

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

点
に
着
目
し
、
徂
徠
に
お
い
て
、｢

自
然
的
秩
序｣

か
ら
主
体
的
な

｢

作
為｣

へ
の
転
換
が
示
さ
れ
た
と
論
じ
１
、
そ
こ
に

｢

政
治
の
発
見｣

２
を
認
め
た

の
が
丸
山
眞
男
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
源
了
圓
は
、
あ
く
ま
で
徂
徠
の
思
想
に
内
在
し
て
見
た
場

合
、
丸
山
が
説
く
よ
う
に
、
先
王
が

｢｢

無｣

か
ら
道
を
作
為
し
た｣

と
解

す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
し
、
む
し
ろ
、｢

天｣

こ
そ
が

｢

彼
の
思
想

体
系
の
い
わ
ば��

��
��

����
�

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う｣

と
論
じ
た
３
。

た
だ
し
、
源
の
論
考
は
、
徂
徠
の

｢

天｣

に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
祖
述
し

て
い
る
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で

｢

天｣

が
徂
徠
の

｢

思
想
体
系｣

の

	
������

���
��


と
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
論
じ
て
い
る

よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

そ
の
点
、
小
島
康
敬
が
、
源
と
同
様
に
、
丸
山
の
見
解
に
疑
義
を
呈
し
つ

つ
、｢

自
然
に
対
す
る
作
為
で
は
な
く
、
自
然
を
含
ん
だ
自
然
に
の
っ
と
っ

た
作
為
で
あ
る｣

４
と
論
じ
、
さ
ら
に
徂
徠
の
説
く

｢

天｣

の

｢

不
可
知｣

説
に
考
察
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
、
実
に
示
唆
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

｢

徂
徠
の

｢

天｣

に
対
す
る
不
可
知
説
は
理
性
自
ら
が
自
己
の
認
識
能
力
の

及
ぶ
範
囲
を
自
己
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
存
在
を
確
認

す
る
と
い
う
論
理
構
造
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か｣

５
と
論
じ
ら

れ
る
結
論
部
に
対
し
て
は
、
徂
徠
の
思
想
に
お
け
る

｢

天｣

の
概
念
の
独
自

性
や
意
義
が
認
め
が
た
く
、
意
を
満
た
さ
な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
本
論
文
で
は
、
ま
ず
は
徂
徠
の
主

張
に
内
在
し
て
、
そ
の

｢

天｣

に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、
特
に

｢

天｣
の

｢

不
可
知｣

説
に
お
い
て
現
れ
る
徂
徠
の
思
想
の
特
質
を
明
ら
か

す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

1

荻
生
徂
徠
に
お
け
る
天
に
つ
い
て
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考
察
の
起
点
と
し
て
、
ま
ず
は
丸
山
眞
男
も
取
り
上
げ
た

｢

道｣

の
問
題

か
ら
確
認
し
て
ゆ
こ
う
。｢

道｣

が

｢

天
地
自
然｣

に
よ
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
徂
徠
の
基
本
的
主
張
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

道
な
る
者
は
統
名
な
り
。
礼
楽
刑
政
凡お

よ

そ
先
王
の
建
つ
る
所
の
者
を
挙

げ
て
、
合
せ
て
こ
れ
に
命な
づ

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
。(『

弁
道』

３)

６

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
睿
知

え
い
ち

の
徳
を
以
て
、
天
命
を
受
け
、
天
下
に
王
た

り
。
そ
の
心
は
一い
つ

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
極き

は

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)

徂
徠
に
よ
れ
ば
、｢

先
王
の
造｣

っ
た
具
体
的
な

｢

礼
楽
刑
政｣
こ
そ
が

｢

道｣

な
の
で
あ
り
、｢

天
地
自
然｣

に
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、｢

道｣

は

｢

天
地
自
然｣

で
は
な
い
と
す
る
徂
徠
の
主

張
に
は
、
人
の

｢

性｣

に
与
え
ら
れ
た

｢

天
理｣

と
し
て

｢

道｣

を
規
定
す

る
宋
学
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
、
宋
学
の

｢

道｣

に
関
す
る
議
論
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

｢

性｣

の

｢

自
然｣

と
し
て

｢

道｣

を
捉
え
る
宋
学
の
主
張
は
、
例
え
ば
、

次
の
よ
う
な
朱
子
の
記
述
に
現
れ
て
い
る
。

人
物
各
、
そ
の
性
の
自
然
に
循し

た

が
う
と
き
は
、
則
ち
そ
の
日
用
事
物
の

間
、
当
行
の
路
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
則
ち
い
わ
ゆ
る
道
な
り
。

‥
‥
け
だ
し
人
、
己お

の

れ
の
性
あ
る
を
知
り
て
、
そ
の
天
よ
り
出
る
を
知

ら
ず
。
事
の
道
あ
る
を
知
り
て
、
そ
の
性
に
由
る
を
知
ら
ず
。(『

中
庸

章
句』

１)

７

｢

性
の
自
然｣

に
従
う
こ
と
が

｢

道｣

で
あ
り
、
そ
れ
が

｢

天
よ
り
出
る｣

も
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
確
認
で
き
よ
う
。

｢

天
理｣

が

｢

性｣

に
具
わ
っ
て
い
る
と
す
る
宋
学
の
人
間
観
は
、
そ
れ

を
発
揮
さ
せ
、｢

聖
人｣

と
な
る
べ
く
修
養
に
努
め
る
と
い
う
道
徳
的
実
践

を
、
当
然
の
義
務
と
し
て
人
々
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

程
子
曰
く
、｢

学
は
以
て
聖
人
に
至
る
の
道
な
り
‥
‥｣

と
。(『

論
語

集
注』

雍
也
篇
２)

８

聖
人
と
為な

る
を
求
む
る
志
有
り
て
、
然し

か

る
後
に
與と

も

に
共
に
学
ぶ
べ
し
。

(『

近
思
録』

論
学
篇
65)

９

こ
れ
に
対
し
、
徂
徠
は
、｢

聖
人｣

と
い
う
言
葉
が
本
来

｢

道｣

を
造
っ

た
｢

先
王｣

だ
け
を
指
す
も
の
と
規
定
し
、
誰
も
が
道
徳
的
修
養
に
努
め

｢
聖
人｣

に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
宋
学
の
主
張
を
批
判
す
る
。

聖
な
る
者
は
作
者
の
称
な
り
。(『

弁
名』

聖
１)

�

そ
れ
聖
人
の
聡
明
睿
智
の
徳
は
、
こ
れ
を
天
に
受
く
。
あ
に
学
ん
で
至
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る
べ
け
ん
や
。
‥
‥
後
儒
は
す
な
は
ち
二
子

(

＝
子
思
・
孟
子)

の
言

ふ
所
以
の
意
を
察
せ
ず
、
妄
意
に
聖
人
と
な
る
こ
と
を
求
む
。
こ
こ
に

お
い
て
か
、
詳

つ
ま
び
ら

か
に
聖
人
の
徳
を
論
じ
て
以
て
学
者
の
標
準
と
な
さ
ん

と
欲
し
、
つ
ひ
に

｢

聖
人
の
心
は
渾
然

こ
ん
ぜ
ん

た
る
天
理｣

｢

陰
陽
、
徳
を
合

す｣
｢

不
偏
不
倚｣

の
説
あ
り
。
こ
れ
そ
の
、
心
を
操と

る
の
鋭
き
、
聖

智
を
以
て
自
ら
処を

り
て
、
喜
び
て
そ
の
測
る
べ
か
ら
ざ
る
者
を
測
り
て
、

学
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
者
を
以
て
こ
れ
を
人
人
に
強し

ふ
。(『

弁
名』

聖
３)

こ
こ
で
は
、｢

聖
人｣

と
は
道
徳
的
に
完
成
し
た
者
を
言
う
の
で
は
な
く
、

｢

道｣

を
作
っ
た
者
、
す
な
わ
ち

｢
先
王｣

を
指
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

｢

天｣

か
ら

｢

聡
明
睿
智
の
徳｣

を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
宋
学
が
、
万
人
の

｢
性｣
に
具
わ
る

｢

天
理｣

を
説
く

こ
と
で
、｢

聖
人
と
な
る
こ
と｣

を
求
め
、｢

学
者
の
標
準｣

と
見
做
し
た
の

は
、
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の

｢

妄
意｣

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
徂
徠
の
主
張
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢
性｣
が
、
聖
人
と
同

質
の

｢

理｣

で
は
な
く
、
人
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
か

ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
人
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
宋
学
の
説
く
よ
う

に
道
徳
的
な
修
養
に
よ
っ
て

｢

聖
人｣

に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
そ
れ
ぞ

れ
に
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢

性｣

の
質
を
生
か
し
て
、
人
々
の
役
に
立
つ
よ

う
な
働
き
を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

気
質
は
天
よ
り
稟
得

う
け
え

、
父
母
よ
り
う
み
付
候
事
に
候
。
気
質
を
変
化
す

る
と
申
候
事
は
、
宋
儒
の
妄
説
に
て
な
ら
ぬ
事
を
人
に
責
候
無
理
之
至

に
候
。
気
質
は
何
と
し
て
も
変
化
は
な
ら
ぬ
物
に
て
候
。
米
は
い
つ
迄

も
米
、
豆
は
い
つ
ま
で
も
豆
に
て
候
。
只
気
質
を
養
ひ
候
て
、
其
生
れ

得
た
る
通
り
を
成
就
い
た
し
候
が
学
問
に
て
候
。
た
と
へ
ば
、
米
に
て

も
豆
に
て
も
、
そ
の
天
性
の
ま
ゝ
に
、
実
い
り
よ
く
候
様
に
こ
や
し
を

致
し
た
て
候
ご
と
く
に
候
。
し
い
な
に
て
は
用
に
立
不
申
候
。
さ
れ
ば

世
界
の
為
に
も
、
米
は
米
に
て
用
に
た
ち
、
豆
は
豆
に
て
用
に
立
申
候
。

米
は
豆
に
は
な
ら
ぬ
物
に
候
。
豆
は
米
に
は
な
ら
ぬ
物
に
候
。
宋
儒
之

説
の
ご
と
く
気
質
を
変
化
し
て
渾
然
中
和
と
成
候
は
ば
、
米
と
も
つ
か

ず
豆
と
も
つ
か
ぬ
物
に
成
た
き
と
の
事
に
候
や
。
そ
れ
は
何
之
用
に
も

立
申
間
敷
候
。
又
米
に
て
豆
に
も
な
り
、
豆
に
て
米
に
も
用
ら
れ
候
様

に
と
申
事
に
候
は
ば
、
世
界
に
左
様
な
る
事
は
無
之
事
に
候
。
是
皆
聖

人
に
な
り
候
は
ん
と
求
め
し
よ
り
起
り
候
妄
説
に
候
。
聖
人
は
聡
明
睿

智
之
徳
を
天
よ
り
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
な
り
可
申
候
哉
。
さ
る
程
に
古
よ
り
聖
人
に
な
り
た
る

人
無
御
座
候
へ
ば
、
妄
説
な
る
事
明
白
に
候
。
聖
人
の
教
に
は
聖
人
に

な
れ
と
申
候
事
は
無
之
候
。(『

答
問
書』

中)

�

こ
こ
で
は
、｢

米｣

や

｢

豆｣

と
い
っ
た
卑
近
な
例
を
用
い
て
、｢

天｣

か
ら

与
え
ら
れ
た

｢

気
質｣

が

｢

変
化｣

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
必

要
も
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、｢

聖
人
に
な
り
候
は
ん
と
求
め｣

る

｢

宋
儒

之
説｣

を

｢

妄
説
な
る
事
明
白｣

と
批
判
し
て
い
る
。

同
じ
こ
と
は

｢

徳｣

の
定
義
に
も
通
じ
て
い
る
。
徂
徠
に
お
い
て
は
、

｢
聖
人｣

が
道
徳
的
完
成
者
を
意
味
す
る
の
で
な
い
の
と
同
様
に
、｢

徳｣

も
、

道
徳
的
完
成
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢

性｣

を

｢

用
に
立
つ｣
働
き
と
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る

｢

性｣

を
、｢

官｣

と
し
て
働
く
こ
と
の
で
き
る

｢

材｣

に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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徳と
く

な
る
者
は
得と

く

な
り
。
人

ひ
と
び
と

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
殊こ
と

な
り
。
性
は
人
人
殊
な
り
。
故
に
徳
も
ま
た
人
人
殊
な
り
。
‥
‥
け
だ

し
人
の
性
の
殊
な
る
は
、
こ
れ
を
草
木
の
区
し
て
以
て
別
あ
る
に
譬た
と

ふ
。

聖
人
の
善
教
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
こ
れ
を
強
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に

お
の
お
の
そ
の
性
の
近
き
所
に
随
ひ
、
養
ひ
て
以
て
そ
の
徳
を
成
す
。

徳
立
ち
て
材
成
り
、
然
る
の
ち
こ
れ
を
官
に
す
。(『

弁
名』

徳
１)

学
ん
で
徳
を
成
す
者
は
、
お
の
お
の
性
を
以
て
殊
な
り
と
い
へ
ど
も
、

そ
の
学
ぶ
所
の
者
は
み
な
聖
人
の
道
な
り
。
聖
人
の
道
は
、
要
は
民
を

安
ん
ず
る
に
帰
す
。
‥
‥
か
つ
君
の
こ
の
民
を
し
て
学
ん
で
以
て
そ
の

徳
を
成
さ
し
む
る
は
、
ま
さ
に
い
づ
く
に
こ
れ
を
用
ひ
ん
と
す
る
か
。

ま
た
お
の
お
の
そ
の
材
に
因
り
て
以
て
こ
れ
を
官
に
し
、
以
て
こ
れ
を

民
を
安
ん
ず
る
の
職
に
供
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
。(『
弁
名』

仁
１)

人
の

｢

性｣

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
、
特
殊
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
己
れ

の

｢

性｣

を
養
い
、｢

民
を
安
ん
ず
る
職｣

に
就
き
、｢

材｣

と
な
る
こ
と
こ

そ
が

｢

徳
を
成
す｣

こ
と
な
の
で
あ
る
。｢

聖
人｣

た
る

｢

先
王｣

の
作
っ

た

｢

道｣

は
、
そ
の
よ
う
に
人
々
の

｢

性｣

を

｢

材｣

へ
と
養
い
育
て
て
ゆ

く
文
化
体
系
な
の
で
あ
っ
た
。

先
王
の
教
へ
、
詩
書
礼
楽
は
、
辟た

と

へ
ば
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
乏
し
か
ら
ず
。
な
ほ
人
の
先
王
の
教

へ
を
得
て
、
以
て
そ
の
材
を
成
し
、
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
。
こ
れ
を
豊
年
の
穀
の
食く

ら

ふ
べ
き
に
辟
ふ
。
悪
に
習
ひ
て
悪
な
り
と
い
ふ
も
、
ま
た
そ
の
養
ひ
を

失
ひ
て
以
て
成
ら
ざ
る
を
謂
ふ
。
こ
れ
を
凶
歳
の
秕ひ

の
食
ふ
べ
か
ら
ざ

る
に
辟
ふ
。
す
な
は
ち
何
ぞ
必
ず
し
も
そ
の
気
質
を
変
じ
て
以
て
聖
人

に
至
ら
ん
こ
と
を
求
め
ん
や
。(『

弁
名』

性
・
情
・
才
１)

大た
い

�
て
い

、
物
そ
の
養
ひ
を
得
ざ
る
は
、
悪
な
り
。
そ
の
所
を
得
ざ
る
は
、

悪
な
り
。
養
ひ
て
こ
れ
を
成
し
、
そ
の
所
を
得
し
む
る
は
、
み
な
善
な

り
。
‥
‥
聖
人
の
世
に
は
、
棄
材
な
く
、
棄
物
な
し
。(『

学
則』

６)

�

人
に
道
徳
的
完
成
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
本
来
、
悪
な
る
人
は

い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
善
と
は｢

養
ひ
を
得
て
以
て
材
を
成
す｣

こ
と
を
意
味
し
、
悪
と
は

｢

養
ひ
を
失
ひ
て｣

｢

そ
の
所
を
得
ざ
る｣

こ
と

を
意
味
す
る
の
み
で
あ
る
。
徂
徠
は
、
繰
り
返
し

｢

草
木｣

を
例
に
議
論
を

進
め
る
が
、
そ
の
場
合
、｢

先
王
の
道｣

は

｢

和
風
甘
雨｣

に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

｢

殊
な
る｣

と
い
う
万
人
の

｢

性｣

を
養

う
こ
と
が
で
き
る
。｢

先
王
の
道｣

に
養
わ
れ
て
さ
え
い
れ
ば
、
す
べ
て
の

人
が
棄
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、｢

材｣

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
徂
徠

は
説
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
徂
徠
に
お
け
る

｢

天｣

の
概
念
を
ま
と
め
る
と
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す
れ
ば
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
己
れ
の

｢

性｣

を
知
っ
て
、
そ
れ
を

｢

民
を

安
ん
ず
る｣

た
め
の

｢

用
に
立
つ｣

よ
う
な
働
き
に
高
め
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
ま
ず
は
要
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

�

�

�
�

�
�

�
�

天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢

性｣

を
養
い
、｢

民
を
安
ん
ず
る｣

た
め
の

｢

用

に
立
つ｣

働
き
を
す
る
と
い
う
徂
徠
の
考
え
方
は
、
そ
の
ま
ま

｢

天
命｣

の

解
釈
に
重
な
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
徂
徠
の

｢

天
命｣

解
釈
の
意

義
を
見
定
め
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
、
や
は
り
ま
た
、
宋
学
に
お
け
る

｢

天

命｣

の
解
釈
か
ら
議
論
を
始
め
、
さ
ら
に
徂
徠
に
先
行
す
る
古
学
派
の
儒
学

者
伊
藤
仁
斎
の

｢

天
命｣

解
釈
を
確
認
し
た
上
で
、
徂
徠
へ
と
議
論
を
進
め

る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
宋
学
に
お
け
る

｢

天
命｣

の
解
釈
を
確
認
す
る
。

天
に
在
り
て
は
命
と
為
し
、
義
に
在
り
て
は
理
と
為
し
�
、
人
に
在
り

て
は
性
と
為
し
、
身
に
主
た
る
は
心
と
為
す
。
そ
の
実
は
一
な
り
。

(『

近
思
録』

道
体
篇
39)

此
の
理
は
天
命
な
り
。
順
ひ
て
之
に
循し
た
が

ふ
は
則
ち
道
な
り
。(『

近
思
録』

道
体
篇
21)

天
命
と
は
、
即
ち
天
道
の
流
行
し
て
物
に
賦あ

た

ふ
る
者
、
乃す

な
は

ち
事
物
の
当

然
す
る
所
以
の
故
な
り
。
此
れ
を
知
れ
ば
、
則
ち
知
、
そ
の
精
を
極
め

て
、
惑
は
ざ
る
こ
と
ま
た
言
ふ
に
足
ら
ず
。
‥
‥
程
子
曰
く
、｢

‥
‥

天
命
を
知
る
と
は
、
理
を
窮
め
性
を
尽
く
す
な
り
‥
‥｣

と
。(『

論
語

集
注』

為
政
篇
４)

宋
学
に
お
い
て
、｢

天
命｣

は
、
事
物
の
流
行
す
る
当
然
の

｢

理｣

と
基
本

的
に
は
同
じ
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、｢

天
命
を
知
る｣

と

い
う
の
も
、｢

知｣

が

｢

そ
の
精
を
極
め｣

る
こ
と
、
あ
る
い
は

｢

理
を
窮

め
性
を
尽
く
す｣

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

仁
斎
は
、
こ
う
し
た
宋
学
の
捉
え
方
で
は
、｢

天
道｣

と

｢

天
命｣

の
区

別
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
て
い
る
。

聖
人
す
で
に
天
道
と
曰
い
、
又
天
命
と
曰
う
。
指
す
と
こ
ろ
お
の
お
の

殊こ
と

な
り
。
‥
‥
け
だ
し
一
陰
一
陽
、
往
来
已
ま
ざ
る
、
こ
れ
を
天
道
と

謂
い
、
吉
凶
禍
福
、
招
か
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
至
る
、
こ
れ
を
命
と
謂

う
、
理
お
の
ず
か
ら
分ぶ

ん

暁ぎ
ょ
う

。
宋
儒
察
せ
ず
、
混
じ
て
こ
れ
を
一
に
す
。

(『

語
孟
字
義』

天
命
６)

�

仁
斎
が
、｢

天
道｣

と

｢

天
命｣

の
違
い
に
力
点
を
置
く
の
は
、
人
の
生
に

現
れ
る

｢

吉
凶
禍
福｣

が
単
一
な
理
に
よ
っ
て
説
明
し
尽
く
せ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

け
だ
し
吉
凶
禍
福
、
貧
富
夭
寿

よ
う
じ
ゅ

、
み
な
天
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
し
て
、

人
力
の
能
く
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
故
に
こ
れ
を
命
と
謂
う
な
り
。

(『
語
孟
字
義』

天
命
３)

｢

吉
凶
禍
福
、
貧
富
夭
寿｣

が
、｢

理
を
窮
め
性
を
尽
く
す｣

こ
と
で
明
ら
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か
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
善
に
努
め
る
者
に
は
幸
い
が
訪
れ
、
悪
に
走
る

者
に
は
災
い
が
襲
う
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
々
の
生
き
る
現
実
は
そ

う
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、｢

人
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ｣

で
は
な
い

｢

天
命｣

が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仁
斎
の

｢

天
命｣

理
解
に
お
い
て
は
、｢

天
命｣

の
語
義
よ

り
も
、｢

天
命
を
知
る｣

と
い
う
よ
り
深
い
実
践
的
な
態
度
が
問
題
と
な
る
。

何
を
か

｢

命
を
知
る｣
と
謂
う
。
安
ん
ず
る
の
み
。
何
を
か
安
ん
ず
と

謂
う
。
疑
わ
ざ
る
の
み
。
‥
‥
け
だ
し
一
毫
の
実
な
ら
ざ
る
無
く
、
一

毫
の
尽
く
さ
ざ
る
無
く
、
こ
れ
に
処
し
て
泰
然
、
こ
れ
を
履ふ

ん
で
坦た

ん

然ぜ
ん

、

弐う
た
が

わ
ず
惑
わ
ざ
る
、
当
に
こ
れ
を
安
ん
ず
と
謂
う
べ
く
、
当
に
こ
れ
知

る
と
謂
う
べ
し
。
‥
‥
伊い

川せ
ん

の
云
う
、｢
命
を
知
る
者
は
、
命
有
る
こ

と
を
知
っ
て
こ
れ
を
信
ず｣

と
。
こ
れ
命
字
を
看
る
こ
と
甚
だ
浅
し
。

い
わ
ゆ
る

｢

命
を
知
る｣

と
云
う
者
は
、
死
生
存
亡
窮き

ゅ
う

通つ
う

栄え
い

辱じ
ょ
く

の
際き

わ

に

処
し
て
、
泰
然
坦
然
、
煙
銷き

え
氷
釈と

け
、
一
毫
心
を
動
か
す
処
無
く
し

て
、
こ
れ
を

｢

命
を
知
る｣

と
謂
う
な
り
。(『

語
孟
字
義』
天
命
７)

本
論
文
の
第
四
節
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
仁
斎
に
お

い
て
は
、
義
を
尽
く
し
た
者
に
不
幸
が
訪
れ
る
場
面
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
で
も
な
お
疑
う
こ
と
な
く

｢

泰
然｣

と
し
て
、
天
を
信
ず
る
態
度
に
こ

そ
、｢

天
命
を
知
る｣

と
い
う
言
葉
の
深
い
意
義
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
�
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
の

｢

性｣

が
お
の
お
の
特
殊
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
徂
徠
は
、｢

理｣

で
す
べ
て
を
説
き
尽
く
そ
う
と
す
る
宋
学
に
対
し

て
、
こ
の
世
界
や
人
生
の
多
様
性
を
主
張
す
る
点
に
お
い
て
は
、
仁
斎
と
軌

を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
の
内
面
の
問
題
を
儒
教
の
思
想
的
課
題

か
ら
排
除
し
�
、
社
会
的
な
働
き
に
意
義
を
認
め
る
徂
徠
は
、｢

天
命｣

を

内
面
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
仁
斎
の
解
釈
を
批
判
す
る
。
例
え
ば
、
徂
徠
は
、

よ
く
知
ら
れ
た

『

論
語』

為
政
篇
の

｢

五
十
に
し
て
天
命
を
知
る｣

に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

孔
子
は

｢

五
十
に
し
て
天
命
を
知
る｣

と
。
天
の
孔
子
に
命
じ
て
先
王

の
道
を
後
に
伝
へ
し
む
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
‥
‥
孔
子
は
先
王
の
道

を
学
び
て
、
以
て
天
命
を
待
つ
。
五
十
に
し
て
爵
録
至
ら
ず
。
故
に
、

天
の
命
ず
る
所
は
、
道
を
当
世
に
行
ふ
に
在
ら
ず
し
て
、
こ
れ
を
後
世

に
伝
ふ
る
に
在
る
こ
と
を
知
る
の
み
。
‥
‥
後
儒
の
解
は
、
直
ち
に
そ

の
事
を
斥さ

す
こ
と
能
は
ず
し
て
、
徒い

た
ず

ら
に
そ
の
心
を
論
ず
。
仁
斎
先
生

の

｢

疑
は
ざ
る
の
み｣

、｢

安
ん
ず
る
の
み｣

の
ご
と
き
、
こ
れ
な
り
。

(『

弁
名』

天
命
帝
鬼
神
７)

徂
徠
に
よ
れ
ば
、
孔
子
は
五
十
歳
に
し
て
爵
録
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
�
、｢

道
を
当
世
に
行
ふ｣

こ
と
で
は
な
く
、｢

後
世
に
伝
ふ
る｣

こ
と
こ

そ
が
、｢

天
の
命
ず
る
所｣

で
あ
る
と
知
っ
た
。
つ
ま
り
、
徂
徠
に
お
い
て

は
、｢

天
命
を
知
る｣

こ
と
は
、｢

心｣

の
問
題
で
は
な
く
、
己
れ
が
何
を
な

す
べ
き
か
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

よ
り
端
的
に
、
徂
徠
の

｢

命｣

の
定
義
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

｢
命
を
知
る｣

と
は
、
天
命
を
知
る
な
り
。
天
の
命
ず
る
所
何い

如か

な
る

か
を
知
る
を
謂
ふ
な
り
。
先
王
の
道
は
、
天
に
本
づ
き
、
天
命
を
奉
じ

て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
。
君
子
の
、
道
を
学
ぶ
も
、
ま
た
以
て
天
職
を
奉
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ぜ
ん
と
欲
す
る
の
み
。(『

弁
名』

智
１)

徂
徠
に
お
い
て
、｢

天
命｣

は
、｢

天
職｣

と
し
て
与
え
ら
れ
た
己
れ
の
働
き

な
の
で
あ
り
、｢

心｣

の
あ
り
方
を
指
す
の
で
は
な
く
、｢

こ
れ
を
行
ふ｣

と

い
う
実
践
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、｢

天
職
を
奉
ず
る｣

の

が

｢

君
子｣

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
は
、
次

の
引
用
に
よ
く
現
れ
て
い
よ
う
。

｢

命｣

な
る
者
は
道
の
本
な
り
。
天
命
を
受
け
て
天
子
と
為な

り
公
卿
と

為
り
大
夫
士
と
為
る
。
故
に
そ
の
学
そ
の
政
は
、
天
職
に
あ
ら
ざ
る
は

莫な

し
。
苟い

や
し

く
も
此
れ
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
君
子
た
る
に
足
ら
ざ
る
な

り
。
け
だ
し
君
子
な
る
者
は
上
と
為
る
の
徳
な
り
。
君
命
を
以
て
悦
び

と
為
す
者
は
、
人
の
下し

も

た
る
者
な
り
。
君
子
は
則
ち
然
ら
ざ
る
な
り
。

命
を
天
よ
り
稟う

く
。(『

論
語
徴』

堯
曰
篇)

�

こ
こ
か
ら
は
、｢

天
命｣

と
し
て｢

天
職｣

が
与
え
ら
れ
る
の
は
、｢
士
大
夫｣

以
上
の

｢

君
子｣

に
限
ら
れ
、｢

下
た
る
者｣

に
は

｢

君
命｣

が
与
え
ら
れ

る
と
徂
徠
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
う
し
た
身
分
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

君
子
な
る
者
は
、
上
に
在
る
の
称
な
り
。
子
は
男
子
の
美
称
に
し
て
、

こ
れ
に
尚く
は

ふ
る
に
君
を
以
て
す
。
君
な
る
者
は
下
を
治
む
る
者
な
り
。

士
大
夫
は
み
な
民
を
治
む
る
を
以
て
職
と
な
す
。
故
に
君
こ
れ
に
子
を

尚
へ
て
以
て
こ
れ
を
称
す
。
こ
れ
位
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
者
な
り
。

(『

弁
名』

君
子
小
人
１)

先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。
そ
の
道
は
多
端
な
り
と

い
へ
ど
も
、
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
。
そ
の
本
は
天
命
を
敬
す

る
に
在
り
。
天
、
我
に
命
じ
て
天
子
と
な
り
諸
侯
と
な
り
大
夫
と
な
れ

ば
、
す
な
は
ち
臣
民
の
在
あ
る
こ
と
あ
り
。
士
と
な
れ
ば
、
す
な
は
ち

宗
族
妻
子
の
在
る
こ
と
あ
り
。
み
な
我
を
待
ち
て
し
か
る
の
ち
安
ん
ず

る
者
な
り
。
か
つ
や
士
大
夫
は
み
な
そ
の
君
と
天
職
を
共
に
す
る
者
な

り
。(『

弁
道』

７)

｢

天
命｣

を
受
け
る
の
は
、
治
め
る
べ
き

｢

臣
民｣

や

｢

宗
族
妻
子｣

を
持

つ

｢

士
大
夫｣

以
上
の

｢

君
子｣

な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
自
分
に
与
え

ら
れ
た
民
を
正
し
く
治
め
る
こ
と
が

｢

天
職｣

な
の
で
あ
る
。

で
は
、｢

天
命｣

の
与
え
ら
れ
な
い
民
は
、｢

天｣

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
と
い
え
ど
も
、
何
ら
か
の
職
を
勤
め
、
世
の
中

の
役
に
立
っ
て
い
る
以
上
、｢

天
下
を
安
ん
ず
る｣

と
い
う

｢

先
王
の
道｣

の
一
端
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
え

る
た
め
に
、
次
の
引
用
を
見
て
お
き
た
い
。

士
大
夫
の
君
に
仕
へ
候
も
天
下
国
家
を
君
の
御
治
め
候
相
手
手
伝
を
い

た
し
候
事
故
、
民
之
父
母
と
申
所
よ
り
了
簡
を
付
不
申
候
へ
ば
、
そ
れ

く
の
職
分
も
済
不
申
事
に
候
。
‥
‥
然
れ
ば
臣
た
る
も
の
の
道
は
、

君
た
る
道
を
不
存
候
而
は
、
了
簡
皆
違
ひ
申
候
事
明
ら
か
に
御
座
候
。

是
の
み
に
限
ら
ず
、
世
界
の
惣
体
を
士
農
工
商
之
四
民
に
立
候
事
も
、

古
の
聖
人
の
御
立
候
事
に
て
、
天
地
自
然
に
四
民
有
之
候
に
て
は
無
御
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座
候
。
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
治
め
て
乱
れ
ぬ
や
う
に
い
た
し
候
。
各
其
自

み
づ
か
ら

の
役
を

の
み
い
た
し
候
へ
共
、
相
互た
が
ひ

に
助
け
あ
ひ
て
、
一
色
か
け
候
て
も
国
土

は
立
不
申
候
。
さ
れ
ば
人
は
も
ろ
す
ぎ
な
る
物
に
て
、
は
な
れ

ぐ
に

別
な
る
物
に
て
は
無
之
候
へ
ば
、
満
世
界
の
人
こ
と

ぐ
く
人
君
の
民

の
父
母
と
な
り
給
ふ
を
助
け
候
役
人
に
候
。(『

答
問
書』

上)

�

先
の

『

弁
道』

７
か
ら
の
引
用
で
は
、｢

士
大
夫
は
み
な
そ
の
君
と
天
職
を

共
に
す
る
者｣

と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
士
農
工
商
す
べ
て
が

｢

人

君
の
民
の
父
母
と
な
り
給
ふ
を
助
け
候
役
人｣

な
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、｢

農
工
商｣

は
治
め
ら
れ
養
わ
れ
る
べ
き
民
で
あ
り
つ
つ
、

み
ず
か
ら
に
与
え
ら
れ
た
役
目
を
果
た
す
こ
と
で
、
民
を
養
う
君
子
の
働
き

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

｢

農
工
商｣

の
民
が

｢

士
大
夫｣

以
上
の
君
子
と
異
な
る
の
は
、
そ
う
し

た
職
が
天
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
た
な
い
と
い
う
点
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
民
の
目
に
見
え
る
の
は
、｢

君｣

の
み
な
の
で
あ
っ
て
、

己
れ
に
与
え
ら
れ
た
役
目
は

｢

君
命｣

(

上
記

『

論
語
徴』

堯
曰
篇)
と
意

識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、｢

天
命｣

や

｢

天
職｣

を
自
覚
す
る
こ
と
の
な
い

｢

下
た
る
者｣

と
し
て
の
民
は
、
ど
の
よ
う
に

｢

天｣

と
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
節

を
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

�

�

�
�

�
�

�
�

前
節
ま
で
の
考
察
で
、
徂
徠
に
お
い
て
は
、｢

天｣

か
ら
与
え
ら
れ
た
己

れ
の

｢

性｣

を
養
い
、｢

民
を
安
ん
ず
る｣

の
に
役
立
つ
よ
う
な

｢

材｣

と

な
る
こ
と
が
、
己
れ
の

｢

天
命｣

あ
る
い
は

｢

天
職｣

で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
持
つ
の
は

｢

士
大
夫｣

以

上
の

｢

君
子｣

で
あ
る
と
も
、
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、｢

君

子｣

で
は
な
い
民
は
、
ど
の
よ
う
に
天
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。徂

徠
の
思
想
に
お
い
て
、
民
と

｢

天｣

を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
は
、｢

鬼き

神し
ん

卜ぼ
く

筮ぜ
い｣

で
あ
ろ
う
�
。
徂
徠
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
れ
卜
筮
な
る
者
は
、
鬼
神
の
言
を
伝
ふ
る
者
な
り
。
鬼
神
な
け
れ
ば

す
な
は
ち
卜
筮
な
し
。
鬼
神
あ
れ
ば
す
な
は
ち
卜
筮
あ
り
。
す
で
に
鬼

神
を
尊
ぶ
を
以
て
孔
子
の
意
に
非
ず
と
な
す
と
き
は
、
す
な
は
ち
卜
筮

を
廃
す
る
も
ま
た
そ
の
所
な
り
。
た
だ
そ
の
言
ふ
所
を
観
る
に
、
専
ら

己
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
。
こ
れ
予
の
い
は
ゆ
る
、
後
儒
は
先
王
・
孔
子

の
道
の
民
を
安
ん
ず
る
の
道
た
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
こ

れ
を
己
に
求
む
と
い
ふ
者
に
し
て
、
あ
に
然
ら
ざ
ら
ん
や
。
‥
‥
大た
い

�
て
い

、

後
儒
は
知
を
貴
び
、
こ
れ
を
言
ふ
を
主
と
す
。
先
王
・
孔
子
の
道
は
然

ら
ず
。
道
を
行
ひ
民
に
施
す
を
主
と
す
。
大
�
、
民
の
事
を
な
す
や
、

天
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
疑ぎ

沮そ

す
る
者
は
、
人
情
し
か
り
と
な
す
。
故

に
卜
筮
�

と
う

請せ
い

、
万
古
に
亘わ

た

り
て
廃
す
る
こ
と
能あ

た

は
ざ
る
者
も
、
ま
た
人

情
し
か
り
と
な
す
。
聖
人
は
能よ

く
人
の
性
を
尽
く
す
。
故
に
人
の
性
に

率し
た
が

ひ
て
、
立
て
て
以
て
道
と
な
す
。
あ
に
己
の
た
め
に
し
て
こ
れ
を
設

け
ん
や
。(『
弁
名』

天
命
帝
鬼
神
16)
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徂
徠
は
、
民
が

｢

天
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
疑
沮
す
る｣

こ
と
を

｢

人
情
し

か
り｣

と
肯
定
す
る
。｢

君
子｣

の
よ
う
に

｢

天
命｣

を
自
覚
し
得
な
い
民

は
、
み
ず
か
ら
の
生
き
る
道
を
見
失
い
、
迷
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
民
の｢

性｣

を
知
り
抜
い
た｢

聖
人｣

が
、
民
の
た
め
に｢

設
け｣

た
の
が

｢
鬼
神｣

で
あ
っ
た
。
別
の
箇
所
で
は
、｢

そ
れ
鬼
神
な
る
者
は
、

聖
人
の
立
つ
る
所
な
り｣

(『

弁
名』

天
命
帝
鬼
神
11)

と
も
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
な
の
に
、｢
後
儒｣

は

｢

鬼
神
を
尊
ぶ｣

こ
と
は

｢

孔
子
の
意
に
非

ず｣

と
し
て
、｢

鬼
神｣
や

｢

卜
筮｣

を
否
定
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
事

態
は
、｢

道｣

を

｢

己
の
た
め｣
の
も
の
だ
と
誤
解
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る

の
だ
と
徂
徠
は
言
う
。｢

天
命｣
を
自
覚
し
得
る

｢

君
子｣

の
立
場
に
あ
る

も
の
が
、｢

専
ら
己
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ｣
場
合
、｢

鬼
神｣

や

｢

卜
筮｣

は
、

不
要
な
、
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
、

｢

先
王
・
孔
子
の
道｣

が

｢

民
を
安
ん
ず
る
の
道｣
で
あ
る
こ
と
が

｢

忘
れ｣

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、｢

鬼
神｣

や

｢

卜
筮｣

は
、
民
に
何
を
伝
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
時
世
間
に
て
女
子
わ
ら
は
べ
の
好
見
候
占
は
、
只
行
先
の
吉
凶
仕
合

せ
不
仕
合
を
知
り
可
申
為
に
て
、
た
と
ひ
明
日
死
候
事
を
今
日
慥
に
存

知
候
共
何
の
益
も
無
之
事
に
候
。
古
之
卜
筮
は
左
に
て
は
無
御
座
候
。

‥
‥
是
に
よ
り
て
何
事
も
な
き
時
に
先
達
而
今
年
之
吉
凶
を
知
る
と
申

様
な
る
事
は
曾
て
無
之
事
に
候
。
‥
‥
何
事
も
勤
れ
ば
成
就
し
、
勤
め

ざ
れ
ば
成
就
不
致
事
道
理
之
常
に
て
候
。
卜
筮
を
以
て
其
吉
利
を
明
ら

か
に
し
ら
せ
候
へ
ば
、
衆
人
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
は
げ
み
候
故
、
其
事

成
就
い
た
し
候
。
‥
‥
愚
か
な
る
人
は
た
ま

く
一
つ
二
つ
い
た
し
あ

て
候
事
候
へ
ば
己
が
智
力
に
て
な
し
得
候
と
存
候
へ
共
、
左
に
て
は
無

御
座
候
。
皆
天
地
鬼
神
の
助
け
に
て
成
就
い
た
し
申
候
事
に
候
。
其
人

智
人
力
の
と
ゞ
き
不
申
場
に
い
た
り
候
て
は
、
君
子
は
天
命
を
知
り
て

心
を
う
ご
か
さ
ず
、
我
な
す
べ
き
道
を
勤
め
候
故
、
を
の
づ
か
ら
天
地

鬼
神
の
た
す
け
を
得
候
に
、
を
ろ
か
な
る
人
は
わ
が
智
に
見
え
不
申
候

故
、
疑
ひ
生
じ
心
を
専
ら
に
し
て
は
げ
み
候
事
な
く
、
つ
と
む
る
力
よ

は
り
候
故
、
其
事
破
れ
候
て
成
就
い
た
し
不
申
候
。(『

答
問
書』

下)

�

徂
徠
は
、｢

行
先
の
吉
凶
仕
合
せ
不
仕
合｣

を
自
分
の
行
い
と
は
関
係
な
く
、

あ
た
か
も
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
、
占
い
に
よ
っ
て

そ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
態
度
を
否
定
す
る
。｢

行
先
の
吉
凶
仕
合
せ
不
仕
合

せ｣

は
、
今
の
己
れ
の
行
い
如
何
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
り
、｢

何
事

も
勤
れ
ば
成
就
し
、
勤
め
ざ
れ
ば
成
就
不
致
事｣

が

｢

道
理
之
常｣

だ
と
言

う
の
で
あ
る
。

す
で
に
前
節
で
見
た
よ
う
に
、｢

君
子｣

は
、｢

天
命
を
知
り
て
心
を
う
ご

か
さ
ず
、
我
な
す
べ
き
道
を
勤
め｣

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、｢

天
地
鬼
神｣

の
助
け
を
借
り
て
、
物
事
を

｢

成
就｣

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

｢

智｣

に
劣
る

｢

お
ろ
か
な｣

民
は
、｢

天
命｣

を
自
覚
す
る
こ
と
も
な
く
、

｢
疑
ひ
生
じ
心
を
専
ら
に
し
て
は
げ
み
候
事
な
く
、
つ
と
む
る
力
よ
は
り｣

、

こ
と
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、｢

卜
筮｣

が
必
要
と

な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、｢

卜
筮｣

は
、
己
れ
の
行
い
と
無
関
係
に

｢

行
先
の
吉
凶
仕

合
せ
不
仕
合｣
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め

｢

吉
利｣

を
示
す
こ

と
で
、｢

衆
人
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
は
げ
み｣

、
こ
と
を

｢

成
就｣

さ
せ
る
よ
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う
な
も
の
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、『

弁
名』

で
も
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
卜
筮
の
道
は
、
も
と
人
を
し
て
能よ

く
そ
の
事
に
勤
め
て
怠
ら
ざ
ら

し
む
る
に
在
る
な
り
。
凡お

よ

そ
天
下
の
事
は
、
人
力
そ
の
半
ば
に
居
り
て
、

天
意
そ
の
半
ば
に
居
る
。
人
力
の
能
く
す
る
所
は
、
人
能
く
こ
れ
を
知

る
。
し
か
う
し
て
天
意
の
在
る
所
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
を
知
る
こ
と
能あ
た

は
ず
。
知
ら
ざ
れ
ば
す
な
は
ち
疑
ふ
。
疑
へ
ば
す
な
は
ち
怠
り
て
勤
め

ず
。
怠
れ
て
勤
め
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
そ
の
人
力
を
併
せ
て
こ
れ
を
用

ひ
ず
。
事
の
壊や
ぶ

る
る
所
以
な
り
。
故
に
聖
人
は
卜
筮
を
作
り
て
、
以
て

そ
の
疑
ひ
を
稽か

ん
が

へ
、
こ
れ
に
藉よ

り
て
人

ひ
と
び
と

か
の
天
意
の
在
る
所
を
知
る
を

得
、
�び

�び

と
し
て
こ
れ
を
な
し
て
已や

ま
ず
。
事
の
成
る
所
以
な
り
。

(『

弁
名』

元
亨
利
貞
４)

こ
こ
で
も
、
や
は
り
徂
徠
は
、
民
が

｢

天
意｣

を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
に
、｢

疑
ひ｣

｢

怠
り｣

｢

勤
め
ず｣

と
い
う
状
況
に
陥
り
、
人
力
で
で
き

る
は
ず
の
こ
と
さ
え
、
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。｢

聖

人｣

が

｢

卜
筮｣

を
作
っ
た
の
は
、
人
々
が

｢

天
意
の
在
る
所
を
知｣
り
、

怠
け
ず
に
勤
め
て
、
こ
と
を
達
成
さ
せ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
ま
さ
に

｢

鬼
神｣

｢

卜
筮｣

こ
そ
が
、｢

天
命｣

を
知
り
得
な

い
民
が

｢

天
意｣

を
知
る
た
め
の
通
路
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
理
解
で
き

よ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
徂
徠
の
考
え
に
お
い
て
は
、
己
れ
に
与
え
ら
れ

た
職
務
を
怠
け
ず
に
勤
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
、
要
点
の
あ
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
君
子
は
、
そ
れ
を

｢

天
命｣

と
知
り
、
天
を
敬
う
心
が
あ

る
の
で
努
力
を
怠
ら
な
い
が
、
知
に
劣
る
民
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
、

｢

卜
筮｣

を
通
じ
て

｢

鬼
神｣

の
助
力
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
や
り
、
努
力

さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
徂
徠
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た

｢

鬼
神｣

｢

卜
筮｣

の
効
用
は
、
徂
徠
の
説
く

｢

先
王
の
道｣

の

｢

術｣

と
い
う
性
質
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

鬼
神
・
占
筮

せ
ん
ぜ
い

・
災
祥
さ
い
し
ょ
う

の
こ
と
は
聖
人
の
一
術
に
て
愚
を
使
ふ
道
な
り
。

愚
を
使
ふ
と
云
は
愚
人
を
だ
ま
す
に
非
ず
。
愚
民
は
愚
な
る
が
ゆ
へ
に

道
理
を
説
聞
か
せ
て
疑
な
か
ら
し
む
る
こ
と
は
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
な

ま
な
か
じ
の
道
理
は
疑
の
た
ね
と
な
る
。
故
に
鬼
神
・
占
筮
・
災
祥
の

術
を
以
て
愚
民
の
心
を
一
致
せ
し
め
、
疑
な
か
ら
し
む
る
こ
と
な
り
。

(『

�
録』

13)

�

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
が
、｢

愚
を
使
ふ
道｣

と
し
て
の

｢

聖
人
の
一
術｣

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
源
了
圓
は
、｢

鬼
神
は

愚
民
の
心
を
統
合
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
、
と
あ
ら
わ
に
書
い
て
あ
る｣

こ
と
に
驚
き
、｢

こ
の

｢

�
録｣

で
は
、
徂
徠
の
本
心
が
率
直
に
示
さ
れ
て

い
る｣

が
、｢

主
著

『

弁
名』

な
ど｣

の

｢

公
的
著
作｣

に
お
い
て
は
、｢

自

分
の
本
心
を
注
意
深
く
隠
し
て
い
る｣

の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い

る
�
。
し
か
し
こ
れ
は
、
徂
徠
に
お
い
て
、｢

術｣

と
い
う
概
念
が
、
い
わ

ゆ
る

｢

公
的
著
作｣

で
も
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
、｢

先
王
の
道｣

の
主
要

な
特
性
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
た
誤
認
で
あ
ろ
う
。

｢

先
王
の
道｣

の

｢

術｣

と
い
う
性
格
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、『

弁
道』

で
も
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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先
王
の
道
、
古
者

い
に
し
へ

こ
れ
を
道
術
と
謂
ふ
。
礼
楽
こ
れ
な
り
。
後
儒
は
す

な
は
ち
術
の
字
を
諱い

み
て
こ
れ
を
言
ふ
を
難は

ば
か

る
。
殊
に
知
ら
ず
、
先
王

の
治
は
、
天
下
の
人
を
し
て
日ひ

び

に
善
に
遷
り
て
み
づ
か
ら
知
ら
ざ
ら
し

め
、
そ
の
教
へ
も
ま
た
学
者
を
し
て
日
に
そ
の
知
を
開
き
月
つ
き
づ
き

に
そ
の
徳

を
成
し
て
み
づ
か
ら
知
ら
ざ
ら
し
む
る
こ
と
を
。
こ
れ
い
は
ゆ
る
術
な

り
。
‥
‥
大
�

た
い
て
い

、
人
物
、
そ
の
養
ひ
を
得
れ
ば
す
な
は
ち
長
じ
、
そ
の

養
ひ
を
得
ざ
れ
ば
す
な
は
ち
死
す
。
た
だ
に
身
の
み
な
ら
ず
、
才
知
徳

行
も
み
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』

20)

｢

先
王
の
道｣

の
持
つ

｢

術｣

と
い
う
性
質
は
、
第
一
節
で
の
引
用
に
あ
っ

た

｢

和
風
甘
雨｣

の
よ
う
に
万
物
を
養
う
と
い
う
性
質
に
通
じ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。｢

先
王
の
道｣

の
中
で
生
き
る
と
き
、｢

君
子｣
は

｢

自
然
に
知
を

開
き
材
を
養
ひ
て
以
て
そ
の
徳
を
成
す｣

よ
う
に
な
り
、｢
小
人｣

は

｢

自

然
に
善
に
遷
り
悪
に
遠
ざ
か
り
て
以
て
そ
の
俗
を
成
す｣

よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。

お
そ
ら
く
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢

性｣

を

｢

材｣

と
な
す
よ
う
養
い
、

そ
れ
を
活
か
し
て
勤
め
る
べ
き

｢

職｣

を

｢

天
命｣

と
受
け
止
め
る
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な

｢

君
子｣

の
在
り
よ
う
が
、｢

知
を
開
き
材
を

養
ひ
て
以
て
そ
の
徳
を
成
す｣

と
い
う
姿
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。｢

先
王

の
道｣

の

｢

術｣

に
よ
っ
て

｢

自
然
に｣

そ
う
な
る
と
い
う
の
は
、｢

君
子｣

と

｢

小
人｣

ど
ち
ら
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
君
子
に
は
や
は
り

｢

知
を
開
く｣

と
い
う

｢

知｣

の
契
機
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
小
人
は
、｢

先
王
の
道｣

に
養
わ
れ
る
ま
ま
、｢

自
然
に｣

｢

善｣

を
な
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、｢

農
工

商｣

が
己
れ
の

｢

職｣

を
勤
め
て
生
き
て
い
る
状
態
を
指
す
と
考
え
ら
れ
よ

う
。｢

農
工
商｣

の
民
は
、
み
ず
か
ら
の
人
生
が

｢

先
王
の
道｣

に
養
わ
れ

て
い
る
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
背
後
に

｢

天｣

の
働
き
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
無
自
覚
な
ま
ま
、
そ
れ
に
携
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、｢

鬼
神｣

や

｢

卜
筮｣

の
導
き
を
借
り
て
、
職

務
に
専
念
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、『

�
録』

の
説
く
と
こ
ろ
は
、｢

公
的
著
作｣

と

言
わ
れ
る

『

弁
名』

や

『

弁
道』

に
比
べ
て
、
和
文
と
漢
文
の
違
い
が
あ
る

以
上
、
表
現
上
の
差
異
は
む
ろ
ん
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
内
実
と
し
て
、

違
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
源
の
感

想
は
、｢

愚
民｣

や

｢

術｣

と
い
っ
た
表
現
に
反
応
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
は
、
現
代
的
な
常
識
に
引
き
ず
ら
れ
て
の
も

の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。｢

愚
民｣

に
対
し
て

｢

術｣

を
用
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
徂
徠
に
と
っ
て
、
源
の
言
う
よ
う
な

｢

注
意
深
く
隠
す
べ
き
本

心｣

と
い
っ
た
類
い
の
も
の
で
は
な
く
、
右
の

『

弁
道』

の
引
用
に
も

｢

後

儒
は
す
な
は
ち
術
の
字
を
諱
み
て
こ
れ
を
言
ふ
を
難
る｣

と
述
べ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
主
知
主
義
的
な
態
度
で
民
を

｢

道｣

か
ら
排
除
す
る
宋
学
に
対

し
、
む
し
ろ
積
極
的
に
打
ち
出
し
て
ゆ
く
べ
き
己
れ
自
身
の
思
想
的
立
場
な

の
で
あ
っ
た
。

�

�

�
�

�
�

�
�

	



�
�


第
一
節
か
ら
三
節
に
か
け
て
、
徂
徠
の
説
く

｢

天｣

の
概
念
に
つ
い
て
、
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考
察
し
て
き
た
。
徂
徠
に
お
い
て
は
、
ま
ず
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
も
の
と

し
て

｢

性｣

が
天
か
ら
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
養
い
活
か
し
て
、｢

天

下
を
安
ん
ず
る｣

た
め
に
働
く
こ
と
が
、
ま
ず
は
人
の
側
か
ら
す
る
天
と
の

基
本
的
な
関
わ
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、｢

君
子｣

は

｢

知｣

に
優
る
者

と
し
て
、
己
れ
の
職
務
を
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢

天
命｣

｢

天
職｣

と
受
け

止
め
、
励
む
こ
と
が
で
き
る
が
、｢

知｣

に
劣
る
民
は
、｢

鬼
神｣

や｢

卜
筮｣

を
通
じ
て

｢

天
意｣
の
あ
る
と
こ
ろ
を
知
り
、
己
れ
の
職
務
に
勤
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
本
節
で
は
、
最
後
に
、
徂
徠
が
天
の

｢

不
可

知｣

性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
天
の

｢

不
可
知｣

性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述

で
あ
る
。

そ
れ
天
な
る
者
は
知
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
か
つ
聖
人
は
天
を
畏
る
。

故
に
た
だ

｢

命
を
知
る｣

と
曰い

ひ
、｢

我
を
知
る
者
は
そ
れ
天
か｣

と

曰
ひ
て
、
い
ま
だ
か
つ
て
天
を
知
る
こ
と
を
言
は
ざ
る
は
、
敬
の
至
り

な
り
。(『

弁
名』

天
命
帝
鬼
神
４)

人
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
は

｢

天
命｣

で
あ
っ
て
、｢

天｣

そ
の
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
の
が
徂
徠
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徂
徠
は
、

天
に
つ
い
て
何
一
つ
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

｢

命｣

や

｢

性｣

と
し
て
己
れ
に
示
さ
れ
る
こ
と
以
外
の
天
の
性
質
に
つ
い

て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、｢

天
命｣

以
外
の
天
の
性
質
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
引
用
の
直
前
で
徂
徠
が
述
べ
て
い
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

宋
儒
曰
く
、｢

生
死
聚
散

し
ゅ
う
さ
ん

は
、
理
こ
れ
が
主
宰
と
な
る｣

と
。
こ
れ
天

を
知
る
を
以
て
自
負
す
る
者
な
り
。
仁
斎
先
生
曰
く
、｢

天
地
の
道
は
、

生
あ
り
て
死
な
く
、
聚
あ
り
て
散
な
し
。
死
は
す
な
は
ち
生
の
終
り
、

散
は
す
な
は
ち
聚
の
尽
く
る
な
り
。
天
地
の
道
は
生
に
一
な
る
が
故
な

り｣

と
。
こ
れ
ま
た
天
を
知
る
を
以
て
自
負
す
る
者
な
り
。
‥
‥
こ
れ

み
な
喜
び
て
己
が
見
る
所
を
推
し
て
以
て
己
が
見
ざ
る
所
を
言
ひ
て
、

人
の
己
を
信
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
る
者
な
り
。
そ
れ
孰た
れ

か
こ
れ
を
信
ぜ
ん

や
。
こ
れ
み
な
み
づ
か
ら
聖
と
す
る
者
な
り
。
古
聖
人
を
信
ぜ
ざ
る
者

な
り
。
天
を
敬
せ
ざ
る
者
な
り
。(『

弁
名』

天
命
帝
鬼
神
４)

こ
こ
で
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
天
を

｢

理｣

と
捉
え
る
宋

学
や
、｢

天
地
の
道
は
生
に
一
な
り｣

と
捉
え
る
仁
斎
の
考
え
方
で
あ
る
。

つ
ま
り
、｢

性｣

や

｢

命｣

と
し
て
人
に
示
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
、
天
そ
の

も
の
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
は
い
け

な
い
、
と
い
う
の
が
徂
徠
の
主
張
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
徂
徠
の
批
判
は
、
宋
学
や
仁
斎
学
に
対
し
、
当
を
得

た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
宋
学
者
や
仁
斎
が
、｢

性｣

や

｢

命｣

と
い
っ
た
人
間
存
在
の
問
題
と
無
関
係
に
、
単
な
る
知
的
好
奇
心

か
ら

｢

天｣

と
は
何
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
彼
ら
は
、
人
と
は
何
で
あ
り

(

＝
性)

、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き

で
あ
る
か

(

＝
命)

と
い
う
問
題
を
思
索
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
そ
の

よ
う
に
人
を
生
ん
だ

｢

天｣

の
性
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
導
か
れ
た

｢

天｣

に
つ
い
て
の
規
定
を
、
思
索

の
本
意
で
あ
る
生
き
方
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
取
り
上
げ
、｢

こ
れ
み
な

喜
び
て
己
が
見
る
所
を
推
し
て
以
て
己
が
見
ざ
る
所
を
言
ひ
て
、
人
の
己
を
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信
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
る
者
な
り｣

と
批
判
す
る
の
は
、
や
は
り
不
当
な
論
難

と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
徂
徠
が｢

そ
れ
孰
か
こ
れ
を
信
ぜ
ん
や｣

と
懐
疑
的
に
述
べ
た
の
に
反
し
て
、
宋
学
や
仁
斎
学
を
信
奉
す
る
者
が
、
な

お
多
く
い
た
の
は
、
そ
こ
に
人
の
生
き
る
べ
き
道
が
説
か
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
人
々
が
、
生
き
方
の
問
題
と
切
り
離
し
て
、
単
に
天
と
は

｢

理｣

で
あ
る
と
か

｢
生
に
一
な
り｣

と
い
っ
た
天
の
在
り
方
の
み
を
信
じ
て
い
た

の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
�
。

こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
天
の

｢

不
可
知｣

性
に
関
す
る
議
論

は
、
む
し
ろ
、
か
え
っ
て
徂
徠
の
学
問
の
急
所
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
徂
徠
の
学
問
に
内
在
す
る
限
り
、｢

不
可
知｣

と
い
う

天
の
性
質
は
、
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
以
下
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

徂
徠
に
よ
れ
ば
、
君
子
は
、｢

天
命｣

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

当
然
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
己
れ
の

｢

性｣

に
適
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
君
子

は
、
己
れ
に
与
え
ら
れ
た

｢

性｣

を
活
か
し
て

｢

天
職｣
に
勤
め
て
い
れ
ば

よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
、
天
が
己
れ
に
そ
の
よ
う
な

｢

性｣

や

｢

命｣

を
与
え
た
の
か
と
い
っ
た
類
い
の
問
い
が
生
ま
れ
る
こ
と

は
な
い
。
調
和
的
な
関
係
に
あ
る
と
き
、
人
は
そ
の
根
拠
を
問
う
た
り
は
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
に
至
っ
て
は
、｢

天｣

も

｢

先
王
の
道｣

も
知
る
こ

と
な
く
、
た
だ

｢

術｣

と
い
う
道
の
性
質
に
感
化
さ
れ
、
自
然
に
そ
の
勤
め

を
果
た
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
徂
徠
の
説
く

｢

先
王
の

道｣

が
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
れ
ば
、
己
れ
と
天
と
の
関
係
は
調
和
し

て
お
り
、
与
え
ら
れ
た
己
れ
の
人
生
以
上
に

｢

天｣

に
つ
い
て
知
ろ
う
と
い

う
問
い
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
己

に
与
え
ら
れ
た

｢

天
命｣

以
外
の
天
の
性
質
が

｢

不
可
知｣

で
あ
る
い
う
こ

と
そ
の
も
の
も
、
知
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
示
す
徂
徠
の
記
述
を
、
一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。

子
夏
・
孟
子
は
、
み
な
彼か
し
こ

に
在
る
者
を
以
て
天
と
な
し
、
こ
こ
に
至
る

者
を
以
て
命
と
な
せ
ど
も
、
そ
の
実
は
す
な
は
ち
命
は
こ
れ
天
の
命
ず

る
所
に
し
て
、
天
と
命
と
は
あ
に
岐わ

か

つ
べ
け
ん
や
。(『

弁
名』

天
命
鬼

神
帝
５)

こ
こ
で
徂
徠
は
、｢

天｣

と

｢

命｣

は
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
、
人
の
知
り
得
る

｢

命｣

と
異
な
る

｢

彼
に
在
る
者｣

と
し
て
の

｢

天｣

を
別
箇
に
想
定
し
て
は
い
け
な
い
と
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
天
が｢

命｣

以
外
に

｢

不
可
知｣

な
る
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
、
本
来
は
言
え
な
い

は
ず
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、｢

不
可
知｣

と
い
う
天
の
性
質
は
、｢

先

王
の
道｣

の
中
に
い
る
も
の
に
は
、
本
来
生
じ
る
は
ず
が
な
く
、
だ
か
ら
こ

そ
何
の
意
味
も
機
能
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
天
が

｢

不
可
知｣

で
あ
る
と
い
う
言
説
は
、
な
ぜ
、
何
の

た
め
に
、
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
徂
徠
の
説
く

｢

先
王
の
道｣

の

内
部
に
お
い
て
、｢

不
可
知｣

と
い
う
天
の
性
質
が
何
の
機
能
も
持
ち
得
な

い
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
外
部
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
筋
で

あ
ろ
う
。
そ
う
思
っ
て
見
る
と
、
先
の
引
用
で
は
、｢

聖
人｣

が
不
可
知
で

あ
る
天
に
つ
い
て
語
ら
な
い
の
は

｢

敬
の
至
り｣

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
は
、
聖
人
の

｢

敬｣

と
い
う
在
り
よ
う
を
称
揚
す
る
た
め
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
天
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
宋
学
者
や
仁
斎
を
、｢

天
を
敬

せ
ざ
る
者｣

｢
古
聖
人
を
信
ぜ
ざ
る
者｣

と
指
弾
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
先
に
、
天
の

｢

不
可
知｣

性
に
関
す
る
議
論
が
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徂
徠
学
の
急
所
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
言
い
た
い
の
は
、
天
の

｢

不
可
知｣

性
に
関
す
る
議
論
は
、
徂

徠
が
己
れ
の
思
想
を
積
極
的
に
説
く
上
で
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

己
れ
と
異
な
る
立
場
の
思
想
を
排
除
す
る
た
め
に
こ
そ
機
能
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
他
の
思
想
に
対

す
る
攻
撃
的
な
論
点
に
こ
そ
、
当
の
思
想
の
弱
点
が

と
い
っ
て
言
い
過

ぎ
な
ら
、
何
ら
か
の
思
想
的
な
葛
藤
が

、
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
論
文
の
冒
頭
で
、
小
島
康
敬
が
、｢

徂
徠
の

｢

天｣

に
対
す
る
不
可
知
説
は
理
性
自
ら
が
自
己
の
認
識
能
力
の
及
ぶ
範
囲

を
自
己
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
と
い

う
論
理
構
造
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か｣

と
論
じ
て
い
る
こ
と
に

対
し
、
不
満
の
意
を
表
明
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。
徂
徠
の

思
想
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
天
が

｢

不
可
知｣
で
あ
る
こ
と
を
自
己
確
認

す
る
必
要
性
は
、
お
そ
ら
く
生
じ
な
い
�
。
そ
う
で
は
な
く
、
己
れ
と
異
な

る
思
想
的
立
場
を
排
除
す
る
た
め
に
こ
そ
、
そ
れ
は
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。な

ぜ
、
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
徂
徠
の
思
想
が
、
あ
え
て
天
の｢

不
可
知｣

性
を
持
ち
出
し
て
、
他
の
思
想
を
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
次
第
を
、
以

下
に
た
ど
っ
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
ま
さ
に
徂
徠
が
否
定

し
よ
う
と
す
る
仁
斎
と
比
較
し
て
、
考
察
す
る
と
し
よ
う
。

第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
仁
斎
は
、｢

天
命
を
知
る｣

と
は
疑
う
こ
と
な

く
安
ん
ず
る
こ
と
の
で
き
る

｢

泰
然｣

と
し
た
精
神
的
境
地
を
意
味
す
る
、

と
解
釈
し
て
い
た
。
仁
斎
が

｢

天
命｣

に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の

は
、
天
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
生
き
方
に
の
っ
と
っ
て
生
き
て
い
て
も
、
そ

こ
に
矛
盾
や
軋
轢
の
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
仁
斎
が
考
え
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
例
え
ば
、
仁
斎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
天
爵
無
う
し
て
人
爵
至
る
は
、
義
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
受
く
べ
か

ら
ず
。
天
爵
有
っ
て
人
爵
こ
れ
に
従
う
は
、
義
な
り
。
当
に
こ
れ
を
受

く
べ
し
。
天
爵
有
っ
て
人
爵
至
ら
ざ
る
は
、
命
な
り
。
こ
れ
を
安
ん
ず

る
の
み
。
こ
れ
義
・
命
の
辨
な
り
。(『

語
孟
字
義』

天
命
９)

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

｢

天
爵｣

｢

人
爵｣

と
は
、
次
の
よ
う
な

『

孟
子』

の
記
述
に
依
拠
し
た
言
葉
で
あ
る
。

孟
子
曰
く
、
天
爵
な
る
者
有
り
、
人
爵
な
る
者
有
り
。
仁
義
忠
信
、
善

を
楽
し
み
て
倦う

ま
ざ
る
は
、
此
れ
天
爵
な
り
。
公
卿
大
夫
は
、
此
れ
人

爵
な
り
。
古
の
人
は
、
そ
の
天
爵
を
脩お

さ

め
て
、
人
爵
こ
れ
に
従
へ
り
。

今
の
人
は
、
其
の
天
爵
を
脩
め
て
、
以
て
人
爵
を
要も
と

む
。
既
に
人
爵
を

得
て
、
其
の
天
爵
を
棄
つ
る
は
、
則
ち
惑
の
甚
し
き
者
な
り
。
終つ

い

に
亦

必
ず
亡
せ
ん
の
み
、
と
。(『

孟
子』

告
子
上
篇)

�

｢

天
爵｣

は

｢

仁
義
忠
信
、
善
を
楽
し
み
て
倦
ま
ざ
る｣

こ
と
で
あ
り
、

｢
人
爵｣

は

｢

公
卿
大
夫｣

と
い
っ
た
社
会
的
地
位
で
あ
る
。
孟
子
が
言
っ

て
い
る
の
は
、
古
の
人
は
た
だ
ひ
た
す
ら
天
爵
に
努
め
、
人
爵
に
つ
い
て
は

自
然
に
与
え
ら
れ
る
の
を
待
つ
だ
け
だ
っ
た
が
、
今
の
人
は
天
爵
を
人
爵
の

手
段
と
し
て
し
か
考
え
ず
、
人
爵
が
得
ら
れ
れ
ば
天
爵
を
棄
て
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
議
論
の
典
拠
と
な
る『

孟
子』

に
お
い
て
は
、
仁
斎
が｢

天
命｣

14



の
現
れ
る
場
面
と
し
て
述
べ
た

｢

天
爵
有
っ
て
人
爵
至
ら
ざ
る｣

と
い
う
状

況
は
、
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
、
仁
斎
が
独
自

に
持
ち
込
ん
だ
議
論
だ
と
言
え
よ
う
。
仁
斎
が
、
そ
の
よ
う
に

｢

天
爵
有
っ

て
人
爵
至
ら
ざ
る｣

と
い
う
状
況

つ
ま
り
は
、｢

道｣

に
努
め
る
者
に

幸
い
が
与
え
ら
れ
な
い
、
な
い
し
、
よ
り
積
極
的
に
不
幸
が
訪
れ
る
と
い
う

状
況

に
つ
い
て
考
え
る
の
は
、
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
宋
学
的
な

｢

理｣

で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
現
実
の
多
様
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、｢

天
地
の
道
は
生
に
一
な
り｣

と
い
う
仁
斎
の

言
葉
は
、
そ
の
よ
う
に
不
合
理
な
現
実
を
認
め
つ
つ
、
な
お
義
に
努
め
、
命

に
安
ん
ず
る
根
拠
を
求
め
る
態
度
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、
天
に
対
す
る
信
念
の

表
明
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
�
。

対
す
る
徂
徠
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
仁
斎
と
同
様
に
、
宋
学
的
な｢

理｣

を
批
判
し
、
人
の

｢

性｣

の
多
様
性
を
重
ん
ず
る
徂
徠
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

世
界
の
現
実
の
多
様
性
も
、
や
は
り
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
前
節

で
の
引
用
と
一
部
重
な
る
が
、
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

何
事
も
勤
れ
ば
成
就
し
、
勤
め
ざ
れ
ば
成
就
不
致
事
道
理
之
常
に
て
候
。

卜
筮
を
以
て
其
吉
利
を
明
ら
か
に
し
ら
せ
候
へ
ば
、
衆
人
心
を
ひ
と
つ

に
し
て
は
げ
み
候
故
、
其
事
成
就
い
た
し
候
。
是
を
開
物
成
努
と
申
候
。

惣
じ
て
世
間
の
一
切
の
事
、
人
智
人
力
の
と
ゞ
き
候
限
り
有
之
事
に
候
。

天
地
も
活
物
、
人
も
活
物
に
候
故
、
天
地
と
人
と
の
出
合
候
上
、
人
と

人
と
の
出
合
候
上
に
は
、
無
尽
之
変
動
出
来
り
、
先
達
而
計
知
候
事
は

不
成
物
に
候
。
愚
か
な
る
人
は
た
ま

く
一
つ
二
つ
い
た
し
あ
て
候
事

候
へ
ば
己
が
智
力
に
て
な
し
得
候
と
存
候
へ
共
、
左
に
て
は
無
御
座
候
。

皆
天
地
鬼
神
の
助
け
に
て
成
就
い
た
し
申
候
事
に
候
。
其
人
智
人
力
の

と
ゞ
き
不
申
場
に
い
た
り
候
て
は
、
君
子
は
天
命
を
知
り
て
心
を
う
ご

か
さ
ず
、
我
な
す
べ
き
道
を
勤
め
候
故
、
を
の
づ
か
ら
天
地
鬼
神
の
た

す
け
を
得
候
に
、
を
ろ
か
な
る
人
は
わ
が
智
に
見
え
不
申
候
故
、
疑
ひ

生
じ
心
を
専
ら
に
し
て
は
げ
み
候
事
な
く
、
つ
と
む
る
力
よ
は
り
候
故
、

其
事
破
れ
候
て
成
就
い
た
し
不
申
候
。(『

答
問
書』

下)

こ
こ
で
徂
徠
は
、｢

天
地
と
人
と
の
出
合
候
上
、
人
と
人
と
の
出
合
候
上
に

は
、
無
尽
之
変
動
出
来
り
、
先
達
而
計
知
候
事
は
不
成
物｣

と
述
べ
、
仁
斎

と
同
様
に
、
現
実
の
多
様
性
を
、
言
葉
の
上
で
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
主
張
は
、｢

道｣

に
努
め
る
者
に
不
幸
が
訪
れ
る
と
い
う
不
合
理
な
現

実
に
議
論
が
及
ぶ
こ
と
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、｢

何
事
も
勤
れ
ば
成
就
し
、

勤
め
ざ
れ
ば
成
就
不
致
事｣

と
い
う
き
わ
め
て
予
定
調
和
的
な｢

道
理
之
常｣

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
徂
徠
に
お
い
て
は
、｢

天
命｣

が

｢

天
職｣

と
し
て
理
解
さ
れ
る
以
上
、
実
現
で
き
な
い
よ
う
な
職
務
を
天

が
与
え
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

よ
り
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、｢

天
命｣

と
い
う
語
に
、＜

運
命＞

的
な
意
味
と
、＜

使
命＞

的
な
意
味
が
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、＜

運
命＞

と

し
て
捉
え
る
の
が
仁
斎
で
あ
り
、＜

使
命＞

と
し
て
捉
え
る
の
が
徂
徠
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
際
、
徂
徠
が

｢

天
命｣

を
あ
く
ま
で
も＜

使
命＞

の

意
味
で
捉
え
る
限
り
、
そ
こ
に
は
不
合
理
な
現
実

天
か
ら
与
え
ら
れ
た

＜
使
命＞

に
忠
実
に
務
め
て
い
る
の
に
実
現
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
事
態

が
入
り
込
む
余
地
は
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
徂
徠
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
不
合
理
な
現
実
を
乗
り

越
え
、｢

何
事
も
勤
れ
ば
成
就｣

と
い
う

｢

道
理
之
常｣

を
実
現
さ
せ
る
根

拠
が

｢

天
地
鬼
神
の
助
け｣

な
の
で
あ
る
。
た
と
え

｢

人
智
人
力
の
と
ゞ
き
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不
申
場｣

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

｢

天
命｣

で
あ
る
限
り
、
勤
め
て
い
れ
ば
、

｢
を
の
づ
か
ら
天
地
鬼
神
の
た
す
け
を
得｣

る
の
だ
と
徂
徠
は
説
く
。
そ
の

よ
う
な
予
定
調
和
的
な
断
言
に
対
し
て
は
、
そ
れ
こ
そ
が
自
身
の
否
定
す
る

｢

天
を
知
る
こ
と
を
言｣

う
在
り
よ
う
で
は
な
い
の
か
、
仁
斎
の
言
う

｢

天

地
の
道
は
生
に
一
な
り｣

と
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
ま

ず
禁
じ
得
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
措
く
と
し
よ
う
。
問
題
は
、
そ
う
断
言
す

る
こ
と
の
根
拠
に
あ
る
。

小
島
康
敬
が
、
徂
徠
の
説
く
天
の
不
可
知
説
は
自
己
確
認
な
の
で
は
な
い

か
と
論
じ
た
の
は
、
そ
の
直
前
に
あ
る
、｢

徂
徠
は
形
而
上
的
真
理
に
つ
い

て
そ
の
内
実
を
多
く
語
っ
て
い
な
い
。
否
、
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
徂
徠
は
確
か
に
経
験
で
き
る
世
界
に
人
間
の
認
識
の
及
ぶ
範
囲

を
限
定
し
た｣

と
い
う
小
島
自
身
に
よ
る
認
定
に
導
か
れ
て
の
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、｢

人
智
人
力
の
と
ゞ
き
不
申
場｣
に
あ
っ
て
も

｢

皆
天
地
鬼

神
の
助
け
に
て
成
就
い
た
し
申
候｣

と
い
う
の
は
、｢
語
り
得
な
い｣

は
ず

の

｢

形
而
上
的
真
理｣

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
違
い
あ
る
ま
い
。
問

題
は
、
徂
徠
が
み
ず
か
ら
そ
れ
を

｢

道
理
之
常｣

と
呼
び
な
が
ら
、｢

道
理｣

と
し
て
開
示
で
き
な
い
点
に
あ
る
。
第
三
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
徂
徠
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

愚
民
は
愚
な
る
が
ゆ
へ
に
道
理
を
説
聞
か
せ
て
疑
な
か
ら
し
む
る
こ
と

は
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
な
ま
な
か
じ
の
道
理
は
疑
の
た
ね
と
な
る
。
故

に
鬼
神
・
占
筮
・
災
祥
の
術
を
以
て
愚
民
の
心
を
一
致
せ
し
め
、
疑
な

か
ら
し
む
る
こ
と
な
り
。(『

�
録』

13)

｢

何
事
も
勤
れ
ば
成
就
し
、
勤
め
ざ
れ
ば
成
就
不
致
事｣

は

｢

道
理
之
常｣

で
あ
る
と
徂
徠
は
言
う
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な

｢

道
理｣

を

｢

説
聞

か
せ
て
疑
な
か
ら
し
む
る
こ
と｣

は
で
き
な
い
。
努
力
し
て
も
成
就
し
な
い

こ
と
は
、
こ
の
世
の
現
実
と
し
て
い
く
ら
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
い
う
の

が
、
ご
く
普
通
の
感
覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
努

力
を
怠
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
努
力
し
て
も
成
就
す
る
と
は
限

ら
な
い
が
、
し
な
け
れ
ば
成
就
し
な
い
の
だ
か
ら
、
や
は
り
努
力
す
る
ほ
か

な
い
の
だ
、
と
い
う
の
が
、
む
し
ろ
よ
り
受
け
容
れ
や
す
い

｢

道
理
之
常｣

な
の
で
は
な
い
か
�
。

し
か
し
、
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
は
、
努
力
し
て
も

｢

成
就｣

し
な
い
こ

と
が
あ
る
と
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
、｢

成
就
す
る｣

と
い

う
根
拠
を
道
理
で
示
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
は
、
も
は
や

｢

鬼
神｣

の

存
在
、
な
い
し
、
よ
り
根
源
的
に
は

｢

鬼
神｣

を
作
っ
た

｢

聖
人｣

の
存
在

を
信
じ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

念
の
た
め
に
断
っ
て
お
け
ば
、
徂
徠
は
、｢

愚
民
は
愚
な
る
が
ゆ
へ
に｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
民
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
い
。｢

知｣

に

優
る

｢

君
子｣

も
、
や
は
り

｢

先
王｣

の

｢

術｣

の
中
に
生
き
て
い
る
の
で

あ
り
、
ま
た

｢

鬼
神｣

の
助
け
を
得
て
初
め
て
勤
め
を

｢

成
就｣

で
き
る
こ

と
は
、
す
で
に
確
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
を
総
じ
て
言
え
ば
、
徂
徠
の
思
想
は
、
ま
ず
先
に

｢

先
王｣

へ
の

｢
信｣

が
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
前
提
の
上
に
、
他
の
言
説
が
成
り
立
つ
構
造

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
天
の

｢

不
可
知｣

性

は
、
ま
さ
に
こ
の
前
提
を
守
る
た
め
に
こ
そ
、
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、｢
天
命｣

を

｢

天
命｣

と
し
て
信
じ
得
る
根
拠
を
、
一
定
の
道
理

と
し
て
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
根
拠
を
問
う
こ
と
そ
の
も
の
を

禁
ず
る
た
め
に
、
天
は
不
可
知
で
あ
る
と
い
う
言
説
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に

｢

先
王｣

や

｢

天
命｣

を
信
じ
て
い
る
者
に
は
不

要
な
言
説
な
の
で
あ
り
、｢

先
王
の
道｣

を
相
対
化
す
る
他
の
思
想
的
立
場

を
封
ず
る
た
め
に
、
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
�
。

そ
の
よ
う
な
徂
徠
の
主
張
が
、
実
際
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
二
つ
の
方
向
性
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に

は
、
徂
徠
の
説
く

｢

先
王
の
道｣

が
現
実
の
社
会
に
対
し
、
確
か
な
有
効
性

を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
、
そ
の
当
人
が
、
己

れ
の
職
務
を
、
徂
徠
の
説
く
よ
う
な

｢

天
命｣

と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
徂
徠
自
身
は
、
己
れ
の
自
覚
し
た

｢

先
王
の
道｣

を
説
き
広
め
る
こ
と
を

｢

天
命｣
と
確
信
し
、
そ
れ
が
現
実
の
社
会
に
対
し

効
力
を
発
揮
す
る
べ
く
、
政
治
に
携
わ
り
、
具
体
的
政
策
を
提
言
し
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
徂
徠
が
、
己
れ
自
身
の

｢

天
命｣
に
つ
い
て
語
っ
た
箇
所
を

引
用
し
て
お
こ
う
。

不ふ

佞ね
い(

＝
自
身
の
遜
称)

、
天
の
寵
霊
に
藉よ

り
、
王
・
李
二
家

(

＝
王

元
美
・
李
于
鱗)

の
書
を
得
て
以
て
こ
れ
を
読
み
、
始
め
て
古
文
辞
あ

る
を
識
る
。
こ
こ
に
お
い
て
稍
稍

し
ょ
う
し
ょ
う

六
経
を
取
り
て
こ
れ
を
読
む
。
年
を

歴
る
の
久
し
き
、
稍
稍
、
物
と
名
と
の
合
す
る
を
得
た
り
。
‥
‥
予わ

れ

五

十
の
年
す
で
に
過
ぎ
た
り
。
こ
こ
に
し
て
み
づ
か
ら
力つ
と

め
ず
、
宛え
ん

と
し

て
そ
れ
死
せ
ば
、
す
な
は
ち
天
命
そ
れ
何
と
謂
は
ん
。
故
に
暇
日
す
な

は
ち
論
著
す
る
所
あ
り
て
、
以
て
天
の
寵
霊
に
答
ふ
。
し
ば
ら
く
そ
の

綱
要
な
る
者
数
十
を
録
し
、
以
て
入
門
の
士
に
示
す
者
の
み
。(『

弁
道』

１)

徂
徠
は
、｢

古
文
辞｣

学
派
と
し
て
確
立
さ
れ
た
己
れ
の
立
場
を
、｢

天
の
寵

霊｣
｢

天
命｣

と
受
け
止
め
て
い
た
。
や
や
過
剰
気
味
な
修
辞
を
用
い
て
語

ら
れ
て
い
る
の
は
、｢

天
の
寵
霊｣

に
出
会
い
得
た
と
い
う
悦
び
と
感
謝
の

念
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。｢

論
著｣

を
始
め
と
す
る
以
後
の
徂
徠
の
活
動
は
、

天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢

寵
霊｣

に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
展
開
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

要
す
る
に
、
徂
徠
自
身
に
お
い
て
は

同
時
に
、
徂
徠
の
説
く
思
想
内

容
に
お
い
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
が

天
と
の
関
わ
り
は
、｢

天
命｣

を

自
覚
す
る
と
き
に
の
み
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
以
後
、
天
と
の
直
接
的
な
関

わ
り
が
持
た
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
目
の
前
に
展
開
す
る
多

様
な
現
実
の
中
で
、
己
れ
の
生
の
意
味
を
繰
り
返
し
天
に
向
け
て
問
い
か
け

る
よ
う
な
思
索
的
な
営
み
は
、
徂
徠
自
身
お
よ
び
徂
徠
学
に
お
い
て
は
不
要

な
の
で
あ
り
、
自
覚
さ
れ
た

｢

天
命｣

を
ひ
た
す
ら
社
会
に
お
い
て
実
現
し

よ
う
と
す
る
活
動
こ
そ
、
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
う
な
ら
ば
、

｢

天
命｣

を
自
覚
し
て
以
後
、
人
は
、
天
と
向
き
合
い
、
天
に
向
か
っ
て
進

ん
で
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
天
を
背
に
し
て
、
天
の
後
押
し
を
受
け
て
進
ん
で

ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
徂
徠
学
の
特
質
は
、
徂
徠
以
後
に
活
発
化
す
る
国
学
の
思
想
潮

流
が
、
徂
徠
学
に
対
す
る
批
判
を
主
要
な
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を

説
明
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
同
じ
二
つ
の
論
点
か
ら
確

認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
現
実
の
社
会
に
対
す
る
有
効
性
の
問
題
か
ら
確
認
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
こ
と
は
、
国
学
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
お
決
ま
り
の
定
型
句
の
よ
う

に
、
儒
教
の
祖
国
で
あ
る
中
国
こ
そ
、
か
え
っ
て
王
朝
の
交
代
を
繰
り
返
し

政
治
的
に
乱
れ
て
い
る
と
述
べ
、
そ
れ
を
論
拠
に
、
天
皇
に
よ
る
万
世
一
系
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の
皇
国
の
優
秀
性
を
主
張
し
た
こ
と
に
結
び
つ
く
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

賀
茂
真
淵
は

『

国
意
考』

で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

た
ゞ
唐
国
は
、
心
わ
ろ
き
国
な
れ
ば
、
深
く
教
て
し
も
、
お
も
て
は
よ
き

様
に
て
、
終
に
大
な
る
わ
ろ
ご
と
し
て
、
世
を
み
だ
せ
り
。
此
国
は
、
も
と

よ
り
、
人
の
直
き
国
に
て
、
少
し
の
教
を
も
、
よ
く
守
り
侍
る
に
、
は
た
天

地
の
ま
に

く
お
こ
な
ふ
こ
と
故
に
、
を
し
へ
ず
し
て
宜
き
也
。
‥
‥
さ
れ

ば
天
つ
日
月
星
の
、
古
へ
よ
り
伝
ふ
る
如
く
、
此
す
べ
ら
日
月
も
、
臣
の
星

と
、
む
か
し
よ
り
伝
へ
て
か
は
ら
ず
。
世
の
中
平
ら
か
に
治
れ
り
。
�

こ
の
真
淵
の

『

国
意
考』

で
は
、
冒
頭
で
、｢

か
ら
国
の
儒
と
や
ら
む｣

は
、

｢

天
地
の
こ
ゝ
ろ
を
、
し
ひ
て
い
と
ち
ひ
さ
く
、
人
の
作
れ
る
わ
ざ
に
こ
そ

あ
れ｣

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
は
、｢

道｣

を

｢

先
王｣

の

｢

作
為｣

と
規
定
す
る
徂
徠
学
を
直
接
の
論
敵
と
見
做
し
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
�
。

儒
教
思
想
が
そ
の
よ
う
に
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
見
做
さ
れ
、
国
学
か

ら
の
批
判
を
受
け
た
の
は
、
徂
徠
が

｢

先
王
の
道｣

の
有
効
性
を
ひ
た
す
ら

信
じ
る
よ
う
要
請
し
、
そ
の
存
立
根
拠
を
問
う
こ
と
そ
の
も
の
を
封
じ
込
め

よ
う
と
し
た
点
に
、
一
つ
の
要
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
和
�
哲
郎
が
す
で
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

仁
斎
は
宋
学
の
理
論
を
排
斥
し
て
、
直
ち
に
聖ヽ
人ヽ
のヽ
思ヽ
想ヽ
に
迫
る
こ
と

を
念
願
と
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
聖
人
の
説
い
た
道
を
お
の
れ
の
力

に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
に
し
得
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の
限
り
思
索
的

哲
学
的
な
立
場
を
離
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
徂
徠
は
聖
人

の
残
し
た
辞ヽ
とヽ
事ヽ
と
の
究
明
と
伝
承
と
の
み
に
学
問
の
仕
事
を
限
っ
た
。

歴
史
的
文
学
的
な
考
証
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
シヽ
ナヽ
古ヽ
代ヽ
のヽ
風ヽ
習ヽ
が
、

そ
の
ま
ま
道
徳
の
基
準
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ

の
ほ
か
に
道
を
求
む
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
‥
‥
し
か
し
こ
の
よ
う
な

シ
ナ
古
代
崇
拝
は
、
そ
の
崇
拝
を
と
も
に
せ
ざ
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

ま
こ
と
に
笑
う
べ
き
も
の
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
‥
‥
だ
か
ら
徂
徠
の

す
ぐ
あ
と
に
現
わ
れ
て
来
た
国
学
者
た
ち
は
、
た
だ
に
シ
ナ
古
代
崇
拝

に
共
鳴
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
そ
う
い
う
シ

ナ
崇
拝
を
正
面
の
敵
と
し
て
論
難
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
�

ま
た
、
も
う
一
方
の

｢

天
命｣

の
自
覚
の
問
題
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、

徂
徠
が
公
的
な
職
務
を

｢

天
命｣

と
解
釈
し
た
こ
と
は
、
儒
教
に
対
す
る
国

学
者
た
ち
の
批
判
が
、
決
ま
っ
て
人
の
内
面
の
私
的
性
格
を
問
題
に
し
て
い

た
こ
と
に
通
じ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
先
の
賀
茂
真
淵
は

｢

人
の
心
は
、
私

あ
る
物｣

｢

人
の
心
は
さ
ま

ぐ
な
れ
ば
、
わ
ろ
き
こ
と
有｣

｢

心
の
偽
り
は
、

人
毎
に
有
も
の
な
り｣

�
と
述
べ
、
ま
た
、
本
居
宣
長
は

｢

す
べ
て
人
の
情

の
自
然
の
実
の
あ
り
の
ま
ま
な
る
と
こ
ろ
は
、
は
な
は
だ
愚
か
な
る
も
の
な

り｣

�
と
述
べ
て
い
る
。
人
は
た
だ
天
職
に
勤
め
て
い
れ
ば
よ
い
と
説
い
た

徂
徠
自
身
の
意
図
は
、
各
人
の
倫
理
的
修
養
を
説
く
宋
学
や
仁
斎
学
に
対
し
、

道
徳
の
強
制
と
い
う
批
判
を
向
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
国
学
者
た
ち
に
は
、

逆
に
、
人
の
心
に
私
的
性
格
を
許
さ
ず
、
公
的
な
存
在
と
し
て
の
み
扱
お
う

と
す
る
徂
徠
の
主
張
こ
そ
が
、
道
徳
の
強
制
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
江
戸
中
期
に
現
れ
た
荻
生
徂
徠
の
思
想
が
、

近
世
の
思
想
潮
流
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
、
よ

く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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現
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
既
に

｢

天｣

と
い
う
語
が
、
人
々
の
思
索
を

導
く
力
を
持
た
ず
、
死
語
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
そ
こ

に
は
、
中
世
以
前
の
日
本
に
お
い
て
、
人
の
生
き
方
を
問
う
際
に
、｢

神｣
や

｢
仏｣
な
ど
の
語
が
主
要
な
超
越
概
念
と
な
っ
て
お
り
、｢

天｣

と
い
う

概
念
の
思
想
用
語
と
し
て
の
伝
統
が
比
較
的
浅
か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
近
世
に
入
り
、
天
が
超
越
概

念
と
し
て
思
想
界
の
表
舞
台
に
現
れ
て
間
も
な
く
、
徂
徠
に
よ
っ
て
、｢

道｣

が

｢

天
地
自
然｣

と
切
り
離
さ
れ
、
形
而
上
的
根
拠
と
し
て
の

｢

天｣

に
向

け
て
問
い
を
発
す
る
こ
と
が
封
じ
ら
れ
た
こ
と
も
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た

も
の
と
推
察
で
き
よ
う
。

例
え
ば
、
江
戸
後
期
の
儒
学
者
佐
藤
一
斎

(

一
七
七
二
〜
一
八
五
九)

は
、

｢

我
既
に
天
物
な
れ
ば
、
必
ず
天
役
あ
り｣

(『
言
志
録』

一
〇)

	
と
述
べ
、

徂
徠
と
同
様
に
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

｢

天
役｣
を
重
視
し
て
い
る
が
、
さ

ら
に
ま
た
、｢

士
当
に
己
に
在
る
も
の
を
恃た

の

む
べ
し
。
動
天
驚
地
の
極
大
の

事
業
も
、
ま
た
都す
べ

て
一
己
よ
り
締
造
す｣
(『

言
志
録』
一
一
九)

と
述
べ
、

強
い
自
負
の
意
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
天
と
我
と
の
関
係
は
、

｢

吾
が
性
は
即
ち
天
な
り｣

(『

言
志
録』

一
三
七)

｢

吾
が
心
即
ち
天
な
り｣

(『

言
志
録』

一
九
八)

な
ど
の
よ
う
に
、
対
等
な
位
置
に
置
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ゆ
く
。

こ
う
し
た
思
想
的
傾
向
は
、
現
実
の
社
会
改
革
を
志
し
た
幕
末
の
志
士
た

ち
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
歩
誤
れ
ば
、
思
想
概
念
と
し
て

の

｢

天｣

を
空
洞
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
徂
徠

自
身
は

｢

天
の
寵
霊｣

を
強
く
実
感
す
る
こ
と
で
、
天
と
の
間
に
緊
張
関
係

を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
緊
張
が
失
わ
れ
た
と
き
、
天
に
よ
る
規

制
を
失
っ
た
自
己
は
肥
大
化
し
て
、
む
し
ろ
天
を
自
己
に
従
属
さ
せ
、
自
己

を
正
当
化
す
る
概
念
装
置
に
堕
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か


。

そ
の
よ
う
に
人
と

｢

天｣

と
の
関
わ
り
を
た
ど
っ
て
み
た
と
き
、｢

天
と

い
ふ
言
葉｣

と
い
う
随
想
に
お
い
て
語
ら
れ
た
、
小
林
秀
雄
の
次
の
よ
う
な

言
葉
が
、
あ
ら
た
め
て
示
唆
深
い
も
の
と
し
て
映
っ
て
来
よ
う
。

戦
国
時
代
が
終
り
、
日
本
人
が
、
学
問
と
か
思
想
と
か
呼
ば
れ
る
も
の

の
一
本
立
ち
を
意
識
し
初
め
て
か
ら
こ
の
方
、
人
生
の
意
味
に
つ
い
て

自
問
し
た
ど
ん
な
に
沢
山
な
人
々
が
、
こ
の
同
じ
言
葉
を
使
つ
て
来
た

か
。
こ
の
言
葉
を
使
つ
て
、
何
か
の
用
を
足
し
て
来
た
わ
け
で
は
な
し
、

何
か
実
際
的
な
効
果
を
あ
げ
て
来
た
わ
け
で
も
な
い
。
従
つ
て
、
こ
れ

は
使
は
れ
て
来
た
言
葉
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
、
注
意
深
く
眺
め
ら
れ
、

そ
の
意
味
を
問
は
れ
て
来
た
言
葉
だ
と
言
つ
た
は
う
が
い
ゝ
か
も
知
れ

な
い
。
生
活
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
生
活
の
意
味
を
求
め
な
け
れ

ば
、
と
考
へ
た
或
は
感
じ
た
人
々
の
心
に
は
、
必
ず
こ
の
言
葉
が
浮
ん

で
来
た
。
�

｢

生
活
の
意
味
を
求
め｣

、｢

人
生
の
意
味
に
つ
い
て
自
問｣

す
る
た
め
に
、

｢

天｣

と
い
う
言
葉
を

｢

注
意
深
く
眺
め｣

て
来
た
と
い
う
の
は
、
要
す
る

に
、
自
分
自
身
の
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
目
を
向
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
、｢

何
か
実
際
的
な
効
果｣

を
あ
げ
る
た
め
で
は

な
く
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
、
み
ず
か
ら
の
生
を
よ
り
よ
く
生
き
ん
が
た
め

で
あ
る
。
続
け
て
小
林
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、｢

天｣

と
い
う
言
葉
が
古

臭
く
思
え
る
の
は
、
天
の
意
味
が
古
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、｢

凡
そ
言
葉

の
意
味
と
い
ふ
も
の
へ
の
感
受
性
を
急
激
に
失
つ
た｣

た
め
で
あ
る
と
す
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れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
、
人
生
の
意
味
を
問

う
と
い
う
感
受
性
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

直
接
に
は
徂
徠
に
お
け
る

｢

天｣

の
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
よ
り
根
源
的
に
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
に
論
じ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
、
こ
の
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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１

丸
山
眞
男｢

近
世
日
本
政
治
思
想
に
お
け
る｢

自
然｣

と｢

作
為｣｣

(『

丸
山
眞
男
集
・

第
二
巻』

岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年)

。
特
に
第
三
・
第
四
節
参
照
の
こ
と
。

２

丸
山
眞
男

｢

近
世
儒
教
の
発
展
に
お
け
る
徂
徠
学
の
特
質
並
に
そ
の
国
学
と
の
関
連｣

(『

丸
山
眞
男
集
・
第
一
巻』

岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年)

二
〇
五
頁
。

３

源
了
圓

｢

徂
徠
・
春
台
に
お
け
る
天
の
観
念
と
鬼
神
観｣
(『

神
観
念
の
比
較
文
化
論

的
研
究』

講
談
社
、
一
九
八
一
年)

三
八
六
頁
お
よ
び
三
六
八
頁
。
な
お
、
先
王
が
無
か

ら
作
為
し
た
と
い
う
丸
山
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲

｢

自
然
と
作
為｣

論
文
の
二
三
頁
、

二
六
頁
参
照
。

４

小
島
康
敬

｢

荻
生
徂
徠
素
描－

｢

天｣

と

｢

作
為｣

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

徂
徠

学
と
反
徂
徠』

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
七
年)

一
三
頁
。

５

同
右
、
一
七
頁
。

６

日
本
思
想
大
系

『

荻
生
徂
徠』
(

岩
波
書
店)

。
以
下
、『

弁
道』

か
ら
の
引
用
は
同
書

に
よ
る
も
の
と
し
、
典
拠
と
な
る
条
数
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

７

朱
子
学
大
系
第
八
巻

『

四
書
集
注

(

下)』
(

明
徳
出
版
社)

四
五
〇
頁
。
た
だ
し
、

書
き
下
し
は
論
者
に
よ
る
。

８

朱
子
学
大
系
第
七
巻

『

四
書
集
注

(

上)』
(

明
徳
出
版
社)

四
〇
七
頁
。
た
だ
し
、

書
き
下
し
は
論
者
に
よ
る
も
の
で
、
漢
字
表
記
も
旧
字
を
新
字
に
改
め
て
い
る
。
以
下
、

『

論
語
集
注』

か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
も
の
と
し
、
典
拠
と
な
る
篇
名
と
章
数
の
み

を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

９

新
釈
漢
文
大
系

『

近
思
録』

(

明
治
書
院)

一
一
八
頁
。
以
下
、『

近
思
録』

か
ら
の

引
用
は
同
書
に
よ
る
も
の
と
し
、
典
拠
と
な
る
篇
名
と
章
数
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

�

前
掲
の
思
想
大
系
に
よ
る
。
以
下
、『

弁
名』

か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
も
の
と
し
、

典
拠
と
な
る
項
目
名
と
条
数
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

�

『

荻
生
徂
徠
全
集
第
一
巻』

(

み
す
ず
書
房)

四
五
六
〜
四
五
七
頁
。
以
下
、『

答
問

書』

か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
た
だ
し
、
漢
字
表
記
を
旧
字
か
ら
新
字
に
改
め
、
句

点
を
適
宜
読
点
に
改
め
た
。

�

前
掲
の
思
想
大
系
に
よ
る
。
以
下
、『

学
則』

か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
も
の
と
し
、

典
拠
と
な
る
条
数
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

�

前
掲
新
釈
漢
文
大
系
の
註
に
よ
れ
ば
、｢

物
に
在
り
て
は
理
と
為
す｣

の
誤
り
と
考
え

ら
れ
る
。

�

日
本
思
想
大
系

『

伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯』

(

岩
波
書
店)

。
以
下
、『

語
孟
字
義』

か

ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
も
の
と
し
、
典
拠
と
な
る
項
目
名
と
条
数
の
み
を
挙
げ
る
こ
と

と
す
る
。

�

こ
う
し
た
仁
斎
の

｢

天｣

を
め
ぐ
る
思
索
に
つ
い
て
は
、
拙
論

｢

伊
藤
仁
斎
に
お
け

る
天
に
つ
い
て｣

で
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
論
文
は
、
韓
国
語
訳
が

『

儒
教
文
化
研

究
・
第
十
一
輯』

(

成
均
館
大
学
校
儒
教
文
化
研
究
所)

に
、
中
国
語
訳
が

『

儒
教
文
化

研
究
国
際
版
・
第
七
輯』

(

同)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
邦
語
で
は
未
公
刊
で
あ
る
。

�

例
え
ば
、
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。｢

宋
儒
は
仁
を
心
に
求
む
。
‥
‥
仁
斎

も
ま
た
こ
れ
を
心
に
求
む
。
そ
の
宋
儒
に
異
な
る
所
以
の
者
は
、
た
だ
天
理
・
人
欲
を
言

は
ざ
る
の
み
。
‥
‥
そ
の
謬
り
見
る
べ
き
の
み
。｣

(『

弁
名』

仁
２)

｢

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
、
み
な
私
智
妄
作
な
り
。｣

(『

弁
道』

18)

	

『

礼
記』

王
制
篇
の

｢

五
十
に
し
て
爵
す｣

に
よ
る
。
新
釈
漢
文
大
系

『

礼
記
・
上』

(

明
治
書
院)

二
一
七
頁
。




東
洋
文
庫

『

論
語
徴
２』

(

平
凡
社)

三
五
九
頁
。
た
だ
し
、
漢
字
の
表
記
を
旧
字
か

ら
新
字
に
改
め
た
。

�

前
掲
み
す
ず
版
全
集
一
巻
、
四
二
九
〜
四
三
〇
頁
。

�

徂
徠
に
お
け
る

｢

鬼
神｣

に
つ
い
て
は
、
田
原
嗣
郎

『

徂
徠
学
の
世
界』

(

東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
一
年)

第
二
章
第
三
節

｢

鬼
神｣

に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。



前
掲
み
す
ず
版
全
集
一
巻
、
四
六
二
〜
四
六
三
頁
。

�

『

荻
生
徂
徠
全
集
第
六
巻』

(

河
出
書
房
新
社)

四
四
三
頁
。
た
だ
し
、
か
な
表
記
を

カ
タ
カ
ナ
か
ら
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。

�

前
掲
の
源
論
文
、
三
八
九
頁
。

�

こ
の
点
、
本
居
宣
長
が
、『

う
ひ
山
ぶ
み』

に
お
い
て
、｢

人
と
し
て
、
人
の
道
は
い

か
な
る
も
の
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
、
し
ら
で
有
べ
き
に
あ
ら
ず｣

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
近

世
思
想
の
基
調
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う

(

日
本
思
想
大
系

『

本
居
宣
長』

岩
波
書
店
、

五
一
八
頁)
。

�

小
林
秀
雄
は
、｢

徂
徠
の
考
へ
を
、
私
に
な
り
に
解
し
て
、
敷
衍
し
て
言
ふ
の
だ
が
、

徂
徠
は
、
こ
の
場
合
、
天
の
不
可
知
が
主
張
し
た
か
つ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
彼
の
言

ふ

｢

心
法
理
窟｣
の
説
に
取
り
ま
か
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
さ
う
い
ふ
言
ひ
方
を
必
要
と
し
た
。

‥
‥
徂
徠
の
考
へ
方
か
ら
す
れ
ば
、
不
可
知
論
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
学
問
の
道
に
は



※

本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究

(

Ｂ)
｢

東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
文
明
の
衝
突
と

｢

天｣

の
観
念
の
変
容｣

(

研
究
代
表
者：

井
上
厚

史)

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
九
月
二
十
五
、
二

十
六
日
に
台
湾
大
学
で
行
わ
れ
た
国
際
学
術
研
討
会

｢

天
、
自
然
與
空
間｣

で
の
発
表
原
稿
に
、
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
関
係
者
各
位
に
、
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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不
要
な
も
の
だ
。
‥
‥
恐
ら
く
、
徂
徠
は
、
そ
れ
で
解
る
と
い
ふ
人
に
対
し
て
は
、
天
は

可
知
で
も
不
可
知
で
も
な
い
、
と
言
つ
て
済
し
た
か
つ
た
で
あ
ら
う｣

と
論
じ
て
い
る
。

『
考
へ
る
ヒ
ン
ト』

｢

天
命
を
知
る
と
は｣

(

第
五
次

『

小
林
秀
雄
全
集
第
十
二
巻』

新
潮

社
、
二
〇
〇
一
年)

四
〇
八
頁
。
た
だ
し
、
漢
字
表
記
を
旧
字
か
ら
新
字
に
改
め
た
。

�

新
釈
漢
文
大
系

『

孟
子』

(

明
治
書
院)

四
〇
五
頁
。

�

｢
天
地
の
道
は
生
に
一
な
り｣

と
い
う
言
葉
に
続
け
て
、
仁
斎
は
、
次
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。

父
祖
身
没
す
と
い
え
ど
も
、
し
か
れ
ど
も
そ
の
精
神
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
子
孫
に

伝
え
、
子
孫
又
こ
れ
を
そ
の
子
孫
に
伝
え
、
生
生
断
え
ず
、
無
窮
に
至
る
と
き
は
、

す
な
わ
ち
こ
れ
を
死
せ
ず
と
謂
い
て
可
な
り
。
万
物
み
な
然
り
。
あ
に
天
地
の
道
、

生
有
っ
て
し
こ
う
し
て
死
無
き
に
あ
ら
ず
や
。
故
に
生
ず
る
者
は
必
ず
死
し
、
聚
ま

る
者
は
必
ず
散
ず
と
謂
う
と
き
は
、
す
な
わ
ち
可
な
り
。
生
有
れ
ば
必
ず
死
有
り
、

聚
有
れ
ば
必
ず
散
有
り
と
謂
う
と
き
は
、
す
な
わ
ち
不
可
な
り
。
生
と
死
と
対
す
る

が
故
な
り
。(『

語
孟
字
義』

天
命
４)

つ
ま
り
、｢

天
地
の
道
は
生
に
一
な
り｣
と
い
う
言
葉
は
、｢

生
ず
る
者
は
必
ず
死
す｣

と

い
う
事
態
を
前
提
に
、
あ
え
て

｢

死
せ
ず
と
謂
い
て
可
な
り｣

と
い
う
視
点
か
ら
発
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�

仁
斎
は
、『

童
子
問』

に
お
い
て
、｢

正
路
に
遵
し
た
が

ふ
て
未い
ま
だ

到
ら
ざ
る
者
あ
り
。
未
有
ら

ず
邪
蹊
に
由
て
能
く
到
る
者
は｣

と
述
べ
て
い
る

(
日
本
古
典
文
学
大
系

『

近
世
思
想
家

文
集』

岩
波
書
店
、
五
五
頁)

。

�

本
論
文
と
は
異
な
り
、
徂
徠
に
お
け
る

｢

物｣

の
概
念
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
る
が
、

井
上
厚
史

｢

荻
生
徂
徠
の

｢

物｣

を
め
ぐ
る
言
説｣
(『

島
根
県
立
国
際
短
期
大
学
紀
要』

第
５
号
、
一
九
九
八
年)

が
、
徂
徠
の
思
想
は
、｢

自
分
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
解
釈
を
排
除

し
よ
う
と
す
る｣

も
の
で
あ
り
、｢

徂
徠
の
解
釈
を
進
ん
で
享
受｣

し
、｢
た
だ
ひ
た
す
ら

服
従
す
る
こ
と｣

を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

�

日
本
思
想
大
系

『

近
世
神
道
論
・
前
期
国
学』

(

岩
波
書
店)

三
八
三
頁
。

�

直
接
に
は
、
徂
徠
の
弟
子
太
宰
春
台
の

『

弁
道
書』

を
想
定
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

�

和
	
哲
郎

『

日
本
倫
理
思
想
史』

(『

和


哲
郎
全
集
第
十
三
巻』

岩
波
書
店)
二
五

八
〜
二
五
九
頁
。
傍
点
は
原
文
に
よ
る
。

�

『

国
意
考』

に
よ
る
。
前
掲
思
想
大
系
、
三
九
一
頁
、
三
八
二
頁
、
三
九
〇
頁
。

�

『

紫
文
要
領』
(

日
本
古
典
集
成

『

本
居
宣
長
集』

新
潮
社)

二
〇
四
頁
。



平
石
直
昭

『

天』
(

三
省
堂
、
一
九
九
六
年)

五
〜
六
頁
。
な
お
、
相
良
亨
は
、
福
沢

諭
吉
や
夏
目
漱
石
が
、
み
ず
か
ら
は

｢

天｣

と
い
う
言
葉
を
用
い
つ
つ
、
他
の
言
葉
で
表

現
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
指
摘
し
、｢

｢

天｣

は
生
き
つ
づ
け
る
場
合
に
も
、
こ
の

よ
う
な
不
安
定
な
概
念
と
な
り
、
そ
れ
を
指
す
概
念
も
、｢

天｣

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(『

日
本
の
思
想』

ぺ
り
か
ん
社
、
一

四
一
頁)

。

�

日
本
思
想
大
系

『

佐
藤
一
斎
・
大
塩
中
斎』

(

岩
波
書
店)

一
一
頁
。
以
下
、『

言
志

録』

か
ら
の
引
用
は
、
同
書
に
よ
る
も
の
と
し
、
典
拠
と
な
る
条
数
の
み
を
挙
げ
る
こ
と

と
す
る
。

�

栗
原
剛

『

佐
藤
一
斎－

克
己
の
思
想』

(

講
談
社)

で
は
、
一
斎
に
お
い
て
、｢

自
ら

の
思
い
と
、
天
の
意
図
と
が
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い｣

(

四
四
頁)

と
い
う
問
題
意
識

が
あ
り
、
強
い
緊
張
感
を
も
っ
て
天
と
の
関
わ
り
が
思
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、
竹
内
整
一

『

自
己
超
越
の
思
想』

(

ぺ
り
か
ん
社)

で
は
、
幕
末
か
ら

近
代
に
か
け
て
、
天
と
の
緊
張
関
係
が
失
わ
れ

｢

無
限
定
で
無
根
拠
な
自
己
が
取
り
残
さ

れ
る｣

(

三
一
頁)

様
相
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

�

前
掲
第
五
次
全
集
十
二
巻
、
三
六
四
頁
。

�

同
右
、
三
六
六
頁
。


