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『
三
子
』
天
論
篇
に
つ
い
て

天
道
思
想
と
禮
治
主
義
へ
の
一
考
察

張

才
　
興

　
荷
子
の
「
禮
義
の
統
」
（
－
）
と
い
う
思
想
は
、
彼
の
思
想
全
体
の
宗
旨
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
禮
義
の
効
用
が
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た

と
き
に
、
禮
義
と
人
・
事
・
天
の
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
も
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
男
手
の
客
観
的
効
用
の
中
か
ら
、

天
人
の
関
係
に
封
し
て
の
考
え
方
を
引
出
し
て
い
た
。
こ
れ
が
筍
子
の
天
論
思
想
の
、
諸
子
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
天
論
思
想
は
隠
子
の
思
想
の
中
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
天
論
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
天
に
つ
い
て
の
討
論
な
の
で

あ
る
が
、
筍
子
の
天
論
は
彼
の
「
性
論
」
に
封
し
て
深
い
影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
従
来
の
學
者
や
専
門
家
は
芸
子
の
性
論
を
論

及
す
る
時
に
、
「
天
」
と
「
性
」
と
を
同
時
に
論
ず
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
郎
子
は
天
道
思
想
の
中
で
、
「
知
天
」
「
天
人
手
分
」
「
制
天
」

「
用
天
」
な
ど
の
貼
か
ら
、
彼
の
政
治
と
修
養
論
の
主
張
を
生
み
出
し
て
い
た
。
政
治
思
想
の
中
に
お
い
て
も
修
身
を
重
視
し
允
。
彼
の

こ
の
考
え
は
、
『
萄
子
』
の
始
め
の
篇
で
あ
る
「
勧
學
」
「
修
身
」
「
不
等
」
「
愚
母
」
な
ど
の
文
章
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
「
國
を
為
め
ん
こ

と
を
請
ひ
問
ふ
。
曰
く
、
身
を
脩
む
る
を
聞
く
も
、
未
だ
嘗
て
國
を
畏
む
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
」
（
君
道
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
か

ら
も
竪
子
が
修
身
を
か
な
り
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
修
身
は
純
然
た
る
哲
學
の
美
園
で
は
な
い
け
れ
ど
も
そ
の
理
論
は
實
践
人

生
哲
學
の
重
要
な
部
分
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
彼
の
哲
學
は
天
論
を
根
本
と
し
、
入
性
論
を
基
礎
と
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、

萄
子
の
學
術
思
想
の
最
終
的
目
的
が
治
國
の
思
想
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
こ
で
、
先
ず
筍
子
の
天
の
自
然
観
を
探
究
す
る
こ
と
に
す
る
。
萄
子
の
説
い
た
天
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
け
れ
ど

も
、
彼
が
最
も
重
視
し
て
い
た
の
は
「
自
然
の
天
」
で
あ
っ
た
。
量
子
は
天
の
自
然
の
状
態
は
「
天
行
に
常
有
り
」
（
天
論
）
で
あ
る
と
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思
っ
て
い
た
。
「
天
行
に
常
有
り
」
と
は
量
子
が
天
を
論
ず
る
際
の
基
本
的
観
念
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
天
体
の
運
行
に
は
軌
道
と
原
則

が
あ
り
、
そ
の
軌
道
と
原
則
は
恒
久
不
変
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
「
自
然
律
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
荷
子
は
一

切
の
人
間
的
な
事
柄
は
す
べ
て
天
と
は
関
係
が
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
下
行
に
常
有
り
。
発
の
為
に
存
せ
ず
、
桀
の
為
に
亡
び
ず
。

之
に
慮
ず
る
に
治
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
吉
、
之
に
慮
ず
る
に
齪
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
凶
な
り
」
（
天
論
）
と
。
尭
は
聖
君
で
あ
り
、
桀
は
暴

君
で
あ
る
。
聖
君
だ
か
ら
天
下
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
、
暴
君
だ
か
ら
天
下
を
荒
敗
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
治
齪
興
亡
は
人
為
な
の
で
あ
り
、

天
と
は
関
係
が
な
い
。
彼
の
「
天
人
相
分
」
と
い
う
思
想
は
こ
の
様
な
考
え
を
基
礎
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
治
齪
は
天
な
る
か
、
曰
く
、
日
月
星
辰
の
環
暦
は
、
集
れ
萬
、
桀
の
同
じ
く
す
る
所
な
り
。
禺
以
て
治
ま
り
桀
以
て
量
る
、
治
齪
は

　
　
天
に
非
ざ
る
な
り
。
時
な
る
か
、
曰
く
、
春
夏
に
繁
啓
蕃
長
し
、
秋
冬
に
蓄
積
収
暮
す
る
は
、
是
れ
又
禺
、
桀
の
同
じ
く
す
る
所
な

　
　
り
。
禺
以
て
治
ま
り
桀
以
て
興
る
、
生
禅
は
時
に
非
ざ
る
な
り
。
地
な
る
か
。
曰
く
、
地
を
得
れ
ば
則
ち
生
じ
、
地
を
失
へ
ば
則
ち

　
　
死
す
る
は
、
是
れ
又
萬
、
桀
の
同
じ
く
す
る
所
な
り
。
禺
以
て
治
ま
り
桀
以
て
齪
る
、
治
齪
は
地
に
非
ざ
る
な
り
。
（
天
論
）

と
言
う
が
、
こ
こ
で
は
筍
子
は
問
答
の
方
式
を
用
い
、
重
ね
て
人
間
の
治
齪
と
天
・
地
・
時
と
に
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

天
・
地
・
時
は
す
べ
て
目
然
の
現
象
な
の
で
あ
り
、
人
事
を
主
宰
す
る
ど
の
よ
う
な
力
量
を
も
具
備
し
な
い
。
彼
の
こ
の
天
道
観
は
、
孔
．

孟
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
萄
子
は
、
天
は
神
聖
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
人
は
天
に
呈
し
て
、

何
も
要
求
し
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
養
子
は
、
「
以
て
天
を
怨
む
可
か
ら
ず
、
其
の
面
革
ら
し
む
な
り
」
（
天
論
）
と
言
っ
て
い
る
が
、

「
其
の
道
塗
ら
し
む
る
な
り
」
と
は
、
天
道
は
自
然
に
属
す
も
の
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
天
は
意
志
を
持
た
な
い
し
、
更
に
賞
罰
を

与
え
る
能
力
も
な
く
、
人
間
の
禍
福
豊
里
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
筍
子
は
「
天
人
の
分
」
を
主
張
し
、
人
間
と
自
然
と
の

関
係
を
分
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
は
近
代
科
學
的
な
観
念
を
具
備
し
て
い
る
と
も
言
え
、
二
千
年
前
の
中
豊
社
会
の

上
に
は
あ
ま
り
大
き
な
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
注
目
す
べ
き
嵩
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
文
の
始
め
に
、
天
論
の
思
想
は
、
禮
義

の
効
用
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
よ
り
起
っ
た
こ
と
を
論
及
し
た
。
彼
が
そ
う
考
え
た
理
由
は
極
め
て
簡
輩
で
あ
る
。
筍
子
は
科
學
的

な
観
貼
か
ら
天
を
探
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
實
は
禮
治
を
實
践
す
る
為
の
大
前
提
の
下
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に

必
ず
こ
う
し
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
（
禮
治
）
か
ら
出
発
し
て
こ
そ
、
筍
子
の
天
論
思
想
の
各
巻
を
握
る
こ
と
が
で
き
る
。
荷
子
の
學
が

禮
義
を
以
て
其
の
宗
旨
と
為
す
の
は
、
撃
発
の
持
つ
働
ら
き
が
政
治
の
重
要
な
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
故
に
天
は
治
め
ら
れ
て
い
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る
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
萄
子
の
思
想
の
重
織
は
辞
義
を
實
施
す
る
こ
と
に
あ
り
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
天
を
探
究
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
た
だ
天
を
自
然
の

現
象
で
あ
る
と
見
な
す
。
そ
し
て
こ
の
自
然
の
現
象
は
必
ず
禮
義
の
功
能
を
通
し
て
こ
そ
、
そ
の
具
体
的
な
意
味
を
現
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
故
に
、
禮
義
は
人
間
の
行
為
の
最
高
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
國
を
治
め
、
地
位
、
身
分
を
定
め
る
原
則
と
な
る
の
で
あ
る
。
以

上
筍
子
に
と
っ
て
天
と
は
萬
物
を
生
ず
る
も
の
、
「
自
然
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
萄
子
の
天
の
自
然
観
に
つ
い
て
一
層
深
く
探
慰
し
て
み
よ
う
。
多
子
の
天
に
封
ず
る
主
な
観
黙
は
、
天
が
自
然
の
天
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
貼
に
関
し
て
、
筍
子
は
、

　
　
星
隊
ち
木
鳴
る
℃
國
人
皆
恐
れ
て
曰
く
、
渇
れ
何
ぞ
や
、
と
。
円
く
、
何
も
無
き
な
り
。
肖
れ
天
地
の
攣
、
陰
陽
の
化
に
し
て
、
物

　
　
の
箪
に
至
る
者
な
り
。
（
中
略
）
日
月
の
食
し
て
之
を
救
ひ
、
天
主
し
て
冠
し
、
ト
零
し
て
然
る
後
大
事
を
決
す
る
は
、
以
て
求
め
を

　
　
得
る
と
為
す
に
は
非
ず
、
以
て
之
を
文
る
な
り
。
故
に
君
子
は
以
て
文
を
為
す
も
、
百
姓
は
以
て
神
と
為
せ
り
。

　
　
以
て
文
と
為
さ
ば
則
ち
吉
な
る
も
、
以
て
神
と
為
さ
ば
則
ち
凶
な
り
。
（
天
論
）

　
　
天
は
人
の
寒
き
を
悪
む
が
為
に
冬
を
盗
め
ず
。
地
は
人
の
遼
遠
を
薦
む
が
為
に
廣
き
を
盗
め
ず
。
君
子
は
小
人
の
飼
飼
た
る
が
為
に

　
　
行
を
畷
め
ず
。
天
に
常
道
有
り
、
地
に
常
数
有
り
、
君
子
に
常
艦
有
り
。
（
天
論
）

と
言
っ
て
い
る
。
以
上
の
文
の
天
に
封
ず
る
記
述
に
よ
れ
ば
、
黒
子
の
い
う
天
は
明
ら
か
に
自
然
の
天
を
指
し
示
し
て
い
る
。
一
方
、
筍

子
は
ま
た
萬
物
の
本
性
と
天
と
を
概
括
し
て
論
じ
た
。

　
　
生
の
然
る
所
以
の
者
は
之
を
性
と
謂
ひ
、
生
の
和
の
生
ず
る
所
に
し
て
、
精
合
し
感
鷹
じ
事
と
せ
ず
し
て
自
ら
然
る
も
の
も
、
之
を

　
　
性
と
謂
ふ
。
（
中
略
）
性
な
る
者
は
天
の
就
せ
る
な
り
、
情
な
る
者
は
性
の
質
な
り
。
（
正
名
）

　
　
凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
就
せ
る
な
り
、
學
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
（
性
悪
）

右
の
文
は
實
に
筍
子
が
人
性
を
天
性
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
の
重
要
な
論
拠
で
あ
る
。
荷
子
は
人
性
を
論
じ
て
、
「
平
な
る
者
は
吾
が
為

す
能
は
ざ
る
所
、
然
り
而
う
し
て
化
す
臨
き
な
り
」
（
儒
数
）
と
言
う
が
、
「
吾
が
為
す
能
は
ざ
る
所
」
と
い
う
の
は
、
筍
子
が
性
を
天
成

と
見
な
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
性
に
は
、
人
間
の
情
感
や
喜
怒
・
哀
惜
な
ど
の
自
然
の
反
慮
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す

べ
て
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
然
な
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
性
と
天
と
が
密
接
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

一
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た
一
方
、
天
与
の
人
性
は
、
天
性
と
よ
ば
れ
る
。
人
間
の
官
能
は
更
に
心
官
と
五
官
と
の
二
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
荷
子
は
入
間

の
五
官
を
天
主
と
称
し
て
い
た
。
「
為
さ
ず
し
て
成
り
求
め
ず
し
て
得
、
要
れ
是
を
天
職
と
謂
ふ
。
（
申
略
）
天
職
既
に
立
ち
天
功
既
に
成

り
、
形
猛
り
て
神
生
ず
れ
ば
、
好
悪
喜
怒
哀
樂
焉
に
署
す
、
表
れ
是
を
之
れ
常
情
と
謂
ふ
。
耳
目
鼻
口
形
能
は
、
各
々
接
す
る
と
こ
ろ
有

り
て
相
能
く
せ
ず
、
逼
れ
是
を
之
れ
天
官
と
謂
ふ
。
心
中
虚
に
居
り
て
以
て
五
官
を
治
む
、
曇
れ
是
を
之
れ
主
君
と
謂
ふ
。
其
の
類
に
非

ざ
る
を
暑
し
て
以
て
其
の
類
を
養
ふ
。
曇
れ
是
を
天
養
と
謂
ふ
。
其
の
類
に
順
ふ
者
は
之
を
福
と
謂
ひ
、
其
の
類
に
逆
ら
ふ
者
は
之
を
禍

と
謂
ふ
、
中
れ
是
を
之
れ
天
政
と
謂
ふ
」
（
天
論
）
と
言
う
。
人
聞
の
精
神
は
こ
う
し
た
天
与
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
形
態
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
は
本
來
の
喜
怒
・
哀
樂
と
い
っ
た
情
感
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
情
感
は
精
神
の
う
ち
の
一
部
分
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
聖
子
は
こ
の
情
感
も
自
然
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
、
そ
れ
を
「
上
総
」
と
呼
ん
だ
。
人
間
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
い

ろ
い
ろ
な
感
官
が
あ
り
、
こ
の
感
官
は
お
の
お
の
外
界
の
萬
物
と
互
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
に
入
れ
か
わ
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
貫
通
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
情
感
も
自
然
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
「
天
官
」
と

称
し
た
。
各
様
の
感
官
は
互
に
貫
通
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
す
べ
て
の
感
官
を
統
治
す
る
一
つ
の
器
官
が
必
要
で
あ
っ
た
。
心

が
こ
の
器
官
で
あ
る
。
心
と
い
う
も
の
が
お
の
お
の
感
官
を
統
治
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
君
主
が
人
民
を
治
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

故
に
「
天
君
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
大
自
然
の
中
で
、
採
物
は
皆
生
存
す
る
た
め
に
競
争
し
な
が
ら
、
異
物
を
利
用
し
て
同
類
の
も
の
を

養
っ
て
き
た
。
こ
の
「
養
」
は
自
然
な
状
態
に
お
け
る
「
養
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
天
養
」
と
称
し
た
。
萬
物
が
滋
育
繁
術
す
る
自

然
界
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
そ
の
同
類
あ
る
い
は
異
類
と
互
に
接
触
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
（
そ
の
類
に
順
ふ
者
は
之

を
福
と
謂
う
）
福
で
あ
り
、
後
者
は
（
そ
の
類
に
逆
ら
ふ
者
は
之
を
禍
と
謂
う
）
禍
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
で
あ
り
、
同
時
に
一
種
の
摂

理
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
．
こ
れ
を
「
戸
政
」
と
称
し
た
。
筍
子
は
人
間
を
宇
宙
貰
物
の
一
つ
の
部
分
と
思
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
人
間
に
含

ま
れ
る
情
感
と
器
官
は
皆
自
然
界
の
産
物
で
あ
る
。
「
聖
人
は
其
の
天
君
を
清
く
し
、
其
の
天
官
を
正
し
、
其
の
天
養
を
備
へ
、
其
の
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

政
に
順
ひ
、
其
の
天
情
を
養
ひ
て
、
以
て
天
功
を
全
く
す
る
な
り
。
是
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
其
の
為
す
所
き
を
知
り
、
其
の
為
さ
ざ
る
嫁

き
を
知
る
。
則
ち
天
地
も
官
し
て
萬
物
も
役
せ
ら
る
」
（
天
論
）
と
。
畠
物
が
人
間
が
も
し
十
分
に
（
自
然
界
）
か
ら
与
え
ら
れ
た
い
ろ
い

ろ
な
官
能
を
正
し
く
利
用
し
た
ら
、
そ
こ
で
天
も
地
も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
遂
げ
、
母
物
も
人
間
の
役
に
立
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
甘
干
は
遣
物
の
一
つ
な
の
で
あ
る
が
、
萬
物
の
統
治
者
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
が
自
然
界
か
ら
与
ら
れ
た
お
の
お
の
の
能
力
を
十
分

一4一



に
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
魚
子
は
最
要
「
人
治
」
を
重
視
し
、
「
天
然
」
を
軽
視
す
る
。
彼
は
天
と
人
間
は
全
然
干
渉
し
あ

わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
「
君
子
は
其
の
己
に
在
る
者
を
敬
み
て
、
其
の
天
に
在
る
者
を
慕
は
ず
」
（
天
論
）
と
言
う
が
、
こ

こ
で
は
人
間
と
天
と
は
並
べ
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
天
に
其
の
時
有
り
、
地
に
其
の
財
有
り
、
人
に
其
の
治
有
り
、
上
れ
是
を
能

く
参
な
り
と
謂
ふ
」
（
天
論
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
能
く
参
な
り
」
と
は
人
間
が
天
地
と
同
格
の
立
場
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、

「
人
に
金
め
治
有
り
」
と
は
、
人
は
社
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
、
社
会
的
秩
序
も
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
組
織
と
秩
序
は
人
間
の
手
を
離
れ
れ
ば
維
持
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の
社
会
は
自
然
界
と
封
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
自
然
の

中
の
一
つ
の
特
殊
な
領
域
な
の
で
あ
る
。

二

　
影
響
は
「
天
論
篇
」
の
中
で
、
天
の
自
然
の
意
味
及
び
天
と
人
間
の
関
係
を
説
明
す
る
ほ
か
、
ま
た
「
唯
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め

ず
と
為
す
」
と
い
う
嵩
を
強
調
し
た
。
彼
の
目
的
は
天
と
人
間
と
の
能
力
を
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
を
「
自
然
」
に
復
錦
さ

せ
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
人
が
自
主
的
権
力
を
持
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
天
も
人
が
為
す
と
こ
ろ
の
善
悪
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
権
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
尊
堂
が
「
天
人
之
分
」
を
主
張
し
た
理
由
で
あ
る
。

「
不
求
知
天
」
と
は
「
天
人
気
分
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筍
子
の
天
道
思
想
は
、
孔
、
孟
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
面
子
も

天
に
は
宇
宙
を
主
宰
す
る
能
が
備
わ
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
（
2
）
し
か
し
、
彼
は
「
自
然
之
天
」
と
「
主
宰
皇
天
」
と
の
関
係
を
説

明
せ
ず
、
た
だ
文
章
の
中
で
少
な
か
ら
ず
自
然
の
天
を
強
調
す
る
。
一
方
、
諸
子
の
天
道
思
想
は
道
家
か
ら
も
大
い
に
影
響
を
受
け
た
。

道
家
の
説
い
た
天
は
一
つ
の
完
全
自
然
の
天
で
あ
る
。

　
　
天
は
長
く
、
地
は
久
し
、
天
地
の
能
く
長
く
且
つ
久
し
き
所
以
の
者
は
、
其
の
自
ら
生
き
る
こ
と
を
な
さ
ざ
る
を
以
て
や
。
故
に
能

　
　
く
長
生
す
。
（
老
子
第
七
章
）

　
　
天
に
私
覆
無
く
、
地
に
私
載
無
し
、
天
地
豊
私
か
に
我
を
貧
し
く
せ
ん
や
。
（
荘
子
大
宗
師
）

高
子
の
天
道
思
想
は
右
の
文
の
様
な
老
・
荘
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
、
道
家
は
、
人
間
は
「
法
史
」

一
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「
崇
尚
自
然
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
筍
子
は
、
道
家
の
自
然
の
天
の
考
え
に
は
同
調
す
る
が
「
法
認
」
と
は

言
わ
ず
、
「
天
人
之
分
」
を
強
調
す
る
。
天
人
の
分
と
い
う
理
論
に
関
し
て
、
単
子
は
「
天
論
」
の
始
め
で
、

　
　
天
行
に
常
有
り
。
尭
の
為
に
存
せ
ず
。
桀
の
為
に
亡
び
ず
。
之
に
鷹
ず
る
に
治
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
吉
、
之
に
慮
ず
る
に
齪
を
以
て

　
　
す
れ
ば
則
ち
凶
な
り
。
本
を
彊
め
て
用
を
節
す
れ
ば
、
則
ち
天
も
貧
な
ら
し
む
る
能
は
ず
、
養
の
備
は
り
て
動
の
時
な
れ
ば
、
則
ち

　
　
天
も
病
ま
し
む
る
能
は
ず
、
道
に
循
ひ
て
鳶
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
天
も
禍
あ
ら
し
む
る
能
は
ず
。
（
中
略
）
時
を
懐
く
る
こ
と
治
世
と
同

　
　
じ
き
も
、
殊
禍
は
治
世
と
異
な
れ
り
。
以
て
天
を
怨
む
可
か
ら
ず
、
其
の
道
然
ら
し
む
る
な
り
。
故
に
天
人
の
分
に
明
ら
か
な
れ
ば
、

　
　
則
ち
至
人
と
謂
ふ
可
し
。

と
言
っ
て
い
る
。
芸
子
の
こ
の
「
天
人
二
分
法
」
は
誠
に
珍
ら
し
い
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
筍
子
は
人
為
的
力
量
を
終
始
輕
窪

し
な
か
っ
た
。
「
本
を
彊
め
て
用
を
節
す
れ
ば
」
「
養
の
備
は
り
て
動
の
時
な
れ
ば
」
「
道
に
循
ひ
て
貸
は
ざ
れ
ば
」
と
い
う
の
は
す
な
わ

ち
「
人
定
勝
天
」
と
い
う
意
味
の
根
拠
で
あ
っ
た
。
人
間
が
裾
物
と
異
な
っ
て
大
自
然
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
は
、
人
間
が
禮
義

を
根
本
と
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
筍
子
の
説
い
た
天
は
、
人
間
か
ら
治
め
ら
れ
た
天
で
あ
り
、
人
間
が
治
め
る
大
自
然
に
は
實
に
天
が

含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
嵩
に
関
し
て
は
、
こ
の
前
の
「
天
道
」
の
中
で
論
及
し
た
。
人
間
は
禮
義
に
よ
っ
て
天
を
治
め
る
の
で

あ
る
。
治
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
単
物
（
天
を
含
む
）
が
聖
岳
の
運
行
の
中
に
含
ま
れ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
天
下
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
ま
た
池
子
は
人
倫
的
関
係
を
極
め
て
重
視
し
、
そ
の
う
え
主
な
政
治
の
目
標
と
見
な
し
、
「
無
用
の
辮
、
不
急
の
察
は
棄
て

て
治
め
ず
、
夫
の
君
臣
の
義
、
父
子
の
親
、
夫
婦
の
別
の
若
き
は
、
則
ち
日
々
に
切
瑳
し
て
舎
か
ざ
る
な
り
」
（
天
論
）
と
言
う
。
真
義
に

よ
っ
て
政
治
を
行
う
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
儒
家
が
天
下
を
治
め
る
際
の
標
準
的
な
言
い
方
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
獅
子
は

儒
家
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
「
天
に
在
る
者
は
日
月
よ
り
明
ら
か
な
る
は
轟
く
、
地
に
在
る
者
は
水
火
よ
り
明
ら
か

な
る
は
臨
く
、
人
に
在
る
者
は
禮
義
よ
り
明
ら
か
な
る
は
莫
し
。
（
中
略
）
故
に
人
の
命
は
天
に
在
り
、
國
の
命
は
禮
に
在
る
。
人
に
君
た

る
者
は
、
禮
を
隆
び
賢
を
尊
べ
ば
而
ち
観
た
り
」
（
天
論
）
と
言
っ
て
い
る
。
右
文
に
は
、
禮
義
の
統
類
の
意
味
及
び
禮
義
の
統
類
と
治
齪

と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
王
子
の
天
道
思
想
が
最
も
現
れ
て
い
る
の
は
「
天
人
之
分
」
及
び
「
治
天
」
の
嵩
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
筍
子
の
天
道
思
想
は
彼
の
思
想
大
系
の
中
で
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
「
性
論
」
と
同
じ

で
、
全
く
鄭
重
の
効
用
を
推
し
広
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
禮
義
が
天
や
、
人
間
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
す
な
わ
ち

［
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三
子
の
思
想
の
宗
旨
で
あ
る
。

　
で
億
、
里
子
の
禮
義
の
統
類
は
天
地
や
、
黒
物
に
聾
し
て
、
そ
も
そ
も
ど
の
様
な
統
治
効
果
を
生
み
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を

説
く
た
め
に
は
く
り
返
し
禮
義
の
効
用
を
説
明
す
る
他
、
更
に
一
層
具
体
的
に
も
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
群
道
當
れ
ば
則
ち
萬

物
権
其
の
宜
し
き
を
得
ハ
六
畜
皆
其
の
長
を
得
、
群
生
盆
祭
の
命
を
得
ん
」
（
王
制
）
と
言
っ
て
い
る
。
「
群
道
立
れ
ば
」
と
い
う
の
は
す

な
わ
ち
型
物
が
皆
そ
の
宜
し
き
を
得
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
落
蓋
は
分
か
ち
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
（
3
）
分
と
は
す
な
わ
ち
禮

義
の
効
用
の
一
つ
で
あ
る
。
故
に
「
群
言
當
れ
ば
」
と
は
書
芸
が
そ
の
宜
し
き
を
得
て
い
る
こ
と
、
「
群
蜜
蝋
當
」
と
は
す
な
わ
ち
禮
義

が
そ
の
宜
し
き
を
得
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
禮
義
が
そ
の
ち
ょ
う
ど
よ
い
と
こ
ろ
を
得
て
い
る
と
き
に
す
な
わ
ち

天
は
そ
の
時
を
得
、
地
は
そ
の
利
を
得
、
人
間
は
和
を
得
、
着
物
皆
そ
の
宜
し
き
を
得
、
⊥
ハ
畜
皆
そ
の
長
を
得
、
群
生
皆
そ
の
命
を
得
る

の
で
あ
る
。
、
て
れ
は
『
中
庸
』
の
「
天
地
位
し
萬
物
嚇
す
」
（
第
一
章
）
の
意
味
と
極
め
て
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
『
史
記
』

「
禮
書
」
で

　
　
洋
洋
美
徳
乎
、
宰
制
萬
物
、
役
使
群
衆
、
豊
人
力
也
哉
。

と
言
っ
て
い
る
。
司
馬
遷
が
禮
に
長
し
て
賞
賛
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
三
子
が
禮
義
の
統
類
を
推
誉
す
る
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
で
あ

ろ
う
。

　
次
に
再
び
「
天
を
知
る
を
求
め
ず
」
の
意
味
を
探
豪
し
た
い
と
思
う
。
「
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
」
と
い
う
考
え
は
天

人
の
分
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
天
と
人
間
は
分
離
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
関
係
は
き
っ
ち
り
と
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、

聖
人
が
天
を
知
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
萄
子
は

　
　
為
さ
ず
し
て
成
り
求
め
ず
し
て
得
、
零
れ
是
を
天
職
と
謂
ふ
。
是
の
如
き
者
は
、
其
の
人
深
な
り
と
雛
も
慮
を
加
へ
ず
、
大
な
り
と

　
　
難
も
能
を
加
へ
ず
、
精
な
り
と
難
も
察
を
加
へ
ず
、
掌
れ
是
を
天
と
職
を
争
は
ず
と
謂
ふ
。
天
に
其
の
時
有
り
、
地
に
其
の
財
有
り
隅

　
　
人
に
其
の
治
有
り
、
由
れ
是
を
能
く
参
な
り
と
謂
ふ
。
其
の
参
な
る
所
以
を
舎
て
て
其
の
参
な
る
所
を
願
ふ
は
、
則
ち
惑
ひ
な
り
。

　
　
列
星
は
随
潔
し
へ
日
月
は
遽
適
し
、
四
時
置
代
御
し
、
陰
陽
は
大
化
し
、
風
雨
は
博
施
す
。
萬
物
は
各
々
其
の
和
を
得
て
生
じ
、
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

　
　
々
其
の
養
を
得
て
成
る
。
其
の
事
を
見
さ
ず
し
て
其
の
功
を
見
す
、
煮
れ
是
を
神
と
謂
ふ
。
皆
無
の
成
る
所
以
を
知
る
も
、
其
の
無

　
　
形
を
知
る
回
し
、
夫
れ
是
を
天
功
と
謂
ふ
。
唯
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
。
（
天
論
）

「
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と
言
う
。
つ
ま
り
、
聖
人
が
天
を
知
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
い
理
由
は
二
つ
あ
る
と
い
う
。
先
ず
第
一
に
、
「
天
に
は
天
功
が
あ

る
」
と
い
う
黙
か
ら
見
る
。
宇
宙
の
萬
物
が
生
ま
れ
る
と
き
と
い
う
の
は
、
か
げ
も
な
く
形
も
な
く
、
そ
れ
に
神
秘
的
で
あ
る
。
だ
か
ら

人
は
、
宇
宙
の
生
成
を
憶
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
近
代
的
科
學
観
念
か
ら
し
て
も
、
宇
宙
萬
物
の
生
成
は
そ
の
よ
う

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
た
だ
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
量
子
も
、
「
田
富
の
成
る
所
以
を
知
る
も
、
其
の
無
形

を
知
る
黙
し
、
夫
れ
是
を
天
功
と
謂
ふ
」
（
天
論
）
と
言
う
。
天
が
萬
物
を
生
ず
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
天
の
自
然
の
働
き
で
あ
る
。
故
に
人

間
は
こ
の
よ
う
な
現
象
に
擁
し
て
は
、
ど
ん
な
に
思
索
に
深
い
人
で
も
思
慮
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
ん
な
に
才
能
に
め
ぐ
ま
れ
た

人
で
も
能
力
を
振
る
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
ん
な
に
洞
察
に
鋭
い
人
で
も
察
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
も
そ
も
こ
う
い
う
の
を
、
天

に
与
し
て
仕
事
を
争
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
も
し
天
を
知
る
こ
と
を
求
め
る
な
ら
ば
す
な
わ
ち
天
人
の
分
と
い
う
意

味
に
違
反
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筍
子
は
天
の
自
然
と
い
う
意
味
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
天
を
知
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
は

し
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
、
天
は
治
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
治
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
嵩
か
ら
見
る
。
人
間
が
禮
義
の
男
望
を
通
し
て
、
天
を

治
め
る
こ
と
を
、
萄
子
は
「
能
参
」
と
い
っ
た
。
（
4
）
「
能
参
」
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
人
が
天
地
と
同
格
の
立
場
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
天
地
は
自
然
の
も
の
に
属
し
、
治
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
入
間
は
統
治
者
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
直
参
」
と
は
す
な
わ
ち
「
能
治
」
な
の
で
あ
る
。
も
し
天
地
を
治
め
用
い
る
こ
と
を
や
ら
な
い
で
い
て
、
天
を
知
る
こ
と
を
求
め
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
禮
義
の
統
類
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
た
だ
聖
人
だ
け
が
こ
う
し
た
不
可
知
な
天
を
知
る
こ
と
を
求
め

よ
う
と
は
し
な
い
と
い
え
る
。
要
す
る
に
、
天
と
は
自
然
の
も
の
で
あ
り
、
禮
義
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人

は
天
を
知
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
當
然
求
め
る
べ
き
も
の
は
、
人
間
の
方
面
の
こ
と
だ
け
で
あ

る
。
王
子
は
「
君
子
は
其
の
己
に
在
る
者
を
畏
み
て
、
其
の
天
に
在
る
者
を
慕
は
ず
。
小
人
は
其
の
己
に
在
る
者
を
貫
き
て
、
其
の
天
に

在
る
者
を
慕
ふ
」
（
天
論
）
と
言
っ
て
い
る
。
君
子
は
そ
の
己
れ
に
あ
る
者
を
慎
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
天

に
あ
る
者
を
慕
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
筍
子
が
「
能
治
」
の
主
張

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
そ
の
全
力
を
傾
け
て
い
た
こ
と
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
し
た
目
的
は
す
な
わ
ち
早
事
の
効
用
を
説
明
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
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「
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
」
と
い
う
意
味
を
探
討
し
た
あ
と
で
、
も
し
再
び
「
天
論
篇
」
の
文
章
を
読
み
つ
づ
け
る
な

ら
ば
、
す
ぐ
に
一
つ
の
深
刻
な
問
題
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
聖
人
は
其
の
天
仁
を
清
く
し
（
中
略
）
そ
れ
是
を
之
れ
天
を
知
る
と

謂
ふ
」
（
天
論
）
と
。
こ
の
前
に
は
「
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
」
と
言
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
是
を
握
れ
天
を
知
る
と
謂
う
」
と

言
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
後
の
意
味
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
し
こ
の
矛
盾
匙
を
解
決
し
よ
う
と
す
れ
ば
「
天
論
篇
」
の
原
文
に

出
し
て
詳
し
い
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
は
な
い
と
筍
子
が
も
と
も
と
考
え
て
い
た
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

　
筍
子
が
天
人
の
分
を
提
出
し
た
目
的
は
主
と
し
て
自
然
に
違
逆
せ
ず
、
天
と
並
立
し
て
職
を
争
わ
ず
、
天
に
探
し
て
は
自
然
の
天
を
保

存
さ
せ
る
と
い
う
貼
に
あ
る
。
「
天
職
」
と
い
う
は
自
然
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
天
功
」
「
天
情
」
「
王
政
」
「
天
養
」
「
天
官
」
「
天
象
」

も
ま
た
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
其
の
天
君
を
清
く
し
、
其
の
天
官
を
正
し
、
其
の
天
養
を
備
へ
、
其
の
書
置

に
順
ひ
、
其
の
天
情
を
養
ひ
て
、
以
て
天
功
を
全
く
す
る
な
り
」
（
天
論
）
な
ど
皆
自
然
の
「
功
能
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
「
聖
人
の
み
天
を

知
る
を
求
め
ず
と
為
す
」
と
い
う
意
味
の
根
拠
で
あ
る
。
「
其
の
行
は
曲
に
始
ま
り
其
の
養
は
曲
に
適
ひ
其
の
生
は
傷
は
ず
、
果
れ
是
を

之
れ
天
を
知
る
と
謂
ふ
」
（
天
論
）
と
言
っ
て
い
る
。
以
上
引
用
し
た
文
章
と
「
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
」
と
い
う
意
味
は

一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
實
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
引
子
の
「
天
を
知
る
を
求
め
ず
」
と
い
う
意
味
は
、
当
に
「
天
職
」
と
い
う

考
え
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
天
職
」
と
い
う
の
は
、
形
が
な
い
の
で
あ
り
、
精
密
・
深
遠
、
し
か
も
博
大
で
あ

る
か
ら
、
天
を
知
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
知
天
」
と
い
う
の
は
、
必
ず
「
其
の
行
は
曲
に
始
ま
り
其
の

養
は
曲
に
適
ひ
其
の
生
は
傷
は
ず
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
続
く
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
に
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
目
的
は
必
ず
「
天
功
を
全
く

す
る
な
り
」
と
い
う
考
え
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
が
「
天
功
を
全
く
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
の
修
養
に

よ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
聖
人
は
其
の
天
美
を
清
く
し
、
其
の
美
里
を
正
し
、
そ
の
天
養
を
備
へ
、
其
の
三
碧
に
順
ひ
、
其
の
天
情

を
養
ひ
」
（
天
論
）
と
い
う
意
味
は
主
と
し
て
聖
人
の
修
養
の
努
力
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
其
の
行
は
曲
に
始

ま
り
其
の
養
は
曲
に
適
ひ
其
の
生
は
傷
は
ず
」
と
い
う
意
味
は
す
な
わ
ち
修
養
の
努
力
に
従
っ
て
現
れ
た
効
果
で
あ
る
。
故
に
こ
の
効
果

に
よ
っ
て
「
知
天
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
に
「
天
功
を
全
く
す
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

う
す
れ
ば
、
先
に
み
た
「
天
を
知
る
を
求
め
ず
」
と
い
う
意
味
と
は
矛
盾
し
な
く
な
る
。
「
唯
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
」

一
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は
、
萄
子
が
天
を
制
裁
し
、
天
を
利
用
す
る
思
想
の
上
に
現
わ
れ
た
消
極
的
な
態
度
で
あ
り
、

の
中
か
ら
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
思
想
は
ま
さ
に
講
義
の
手
掌
の
効
用

三

　
萄
子
は
「
天
人
の
天
」
の
思
想
の
中
で
特
に
「
参
」
と
い
う
意
味
を
強
調
し
た
。

　
　
天
に
其
の
時
有
り
、
地
に
其
の
財
有
り
、
人
に
其
の
治
有
り
、
中
れ
是
を
能
く
参
な
り
と
謂
ふ
。
（
天
論
）

と
。
「
能
参
」
（
5
）
と
い
う
の
は
、
人
が
天
地
と
並
び
「
参
」
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
く
こ
と
で
「
参
」
が
完
全
に
な
る
。
も
し
「
参
」
と
い
う
意
味
を
了
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
筍
子
が
肯
定
し
た
天
の
意
味
か
ら
語

り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逗
子
の
「
天
」
は
決
し
て
宗
教
的
・
道
徳
的
・
藝
術
的
油
糟
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
然
の
天
で
あ
っ

た
。
こ
の
「
天
」
は
恒
久
不
変
も
の
で
あ
る
。
自
然
界
の
秩
序
を
支
え
る
天
の
理
法
は
、
一
定
不
変
で
あ
り
、
聖
君
が
現
れ
た
か
ら
存
在

し
、
暴
君
が
現
れ
た
か
ら
消
滅
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
更
に
世
の
中
の
吉
・
凶
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
な
い
。
ど
ん
な
君
主
で

あ
れ
、
よ
く
治
ま
る
や
り
か
た
で
こ
れ
に
饗
応
す
れ
ば
吉
で
あ
る
し
、
振
れ
る
や
り
か
た
で
こ
れ
に
饗
応
す
れ
ば
凶
で
あ
る
。
吉
・
凶
は

人
間
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
故
に
「
天
の
常
な
る
動
き
」
は
世
の
中
の
吉
・
凶
・
福
・
禍
な
ど
と
は
全
く
関
係
は
な
く
、
自
然
の
原
則
に

従
っ
て
運
行
す
る
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
列
星
は
随
即
し
、
日
月
は
貝
尽
し
、
四
時
は
代
御
し
、
陰
陽
は
大
化
し
、
風
雨
は
博
施
す
る

な
ど
は
皆
天
の
自
然
の
原
則
で
あ
る
。
天
は
こ
の
原
則
に
従
っ
て
運
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
天
と
は
一
つ
の
「
自
然
」
だ
け
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
自
然
の
天
は
人
間
（
或
は
聖
人
）
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
「
為
さ
ず
し
て
成
り
求
め
ず
し
て

得
、
離
れ
是
を
天
職
と
謂
ふ
。
是
の
如
き
者
は
、
其
の
人
深
な
り
と
錐
も
慮
を
加
へ
ず
、
大
な
り
と
雛
も
能
を
加
へ
ず
、
精
な
り
と
雛
も

察
を
加
へ
ず
、
濁
れ
是
れ
天
と
職
を
争
は
ず
と
謂
ふ
。
天
に
其
の
時
有
り
、
地
に
其
の
財
有
り
、
人
に
其
の
治
有
り
、
夫
れ
是
を
能
く
参

な
り
と
謂
ふ
。
其
の
参
な
る
所
以
を
舎
て
て
其
の
参
な
る
所
を
願
ふ
は
、
則
ち
惑
ひ
な
り
。
（
中
略
）
萬
物
は
各
々
其
の
和
を
得
て
生
じ
、

各
々
其
の
養
を
得
て
成
る
。
其
の
事
を
見
さ
ず
し
て
其
の
功
を
過
す
、
曇
れ
是
を
神
と
謂
ふ
。
皆
其
の
成
る
所
以
を
知
る
も
、
其
の
無
形

を
知
る
書
し
、
夫
れ
是
を
天
功
と
謂
ふ
。
唯
聖
人
の
み
天
を
知
る
を
求
め
ず
と
為
す
」
（
天
論
）
と
。
人
間
は
「
天
職
」
は
天
の
こ
と
と
し
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て
関
与
せ
ず
、
積
極
的
に
天
に
「
参
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
参
天
」
と
い
う
思
想
も
「
天
人
二
分
」
の
体
系
の
中
か
ら
み
ち

び
き
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
、
「
天
論
篇
」
が
積
極
的
に
言
お
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
為
さ
ず
し
て
成
り
求
め
ず
し
て
得
」
の
は
す
な
わ
ち
「
天
職
」
と
い
う
考
え
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
。
■
「
天
職
」
と
は

實
際
は
、
萬
物
が
い
か
に
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
か
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ
る
。
「
成
」
と
「
得
」
と
は
「
生
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
「
為
さ
ず
し
て
成
り
、
求
め
ず
し
て
得
」
と
は
、
す
べ
て
人
の
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
自
然
」
の
「
天
職
」
は
、
必
ず
精
密
博

大
的
、
目
に
も
見
え
ず
、
触
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
其
の
事
を
見
さ
ず
」
の
「
事
」
、
「
其
の
無
形
を
知
る
黒
し
」
の
「
無

形
」
も
、
ま
た
「
天
職
」
と
い
う
考
え
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
「
天
職
」
が
既
に
精
深
博
大
的
、
目
に
も
見
え
ず
、

触
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
聖
人
は
こ
れ
に
貸
し
て
思
慮
を
加
え
ず
、
能
力
を
加
え
ず
、
洞
察
を
加
え
な
い
、
そ
も

そ
も
こ
う
い
う
の
を
、
天
に
封
し
て
仕
事
を
争
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
と
天
の
関
係
の
中
の
い
ち
ば
ん
明
確
な
部
分
で

あ
る
。
聖
人
は
天
に
蓋
し
て
仕
事
を
争
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
聖
人
に
は
積
極
的
任
務
が
あ
っ
た
。
こ
の
任
務
が
「
参
天
」
で
あ
る
。
こ
の

黙
に
関
し
て
、
「
王
制
篇
」
で
、
「
故
に
天
地
は
君
を
生
み
、
君
子
は
天
地
を
理
む
。
君
子
な
る
者
は
天
地
の
参
な
り
、
萬
物
の
総
な
り
。

（
中
略
）
君
子
無
け
れ
ば
則
ち
天
地
も
理
ま
ら
ず
」
（
王
制
）
と
言
う
。
「
君
子
は
天
地
を
理
む
」
と
い
う
意
味
は
、
天
地
そ
も
の
を
治
め
る
の

で
は
な
く
て
、
里
馬
は
「
天
時
・
地
財
」
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
が
天
と
参
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
、
そ
の
封
象
は
い
ろ

い
ろ
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
天
時
・
地
財
」
は
お
そ
ら
く
一
つ
の
概
括
的
な
言
い
方
で
あ
ろ
う
。
「
天
論
篇
」
の
説
に
よ
れ
ば
、
宇
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と
ど
ま

宙
の
萬
月
目
「
参
治
」
の
封
象
で
あ
る
。
「
天
に
与
る
所
の
者
は
其
の
当
量
の
以
て
期
す
蒼
き
者
に
漁
り
、
地
に
志
る
所
の
者
は
其
の
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
わ

宜
の
以
て
息
む
措
き
者
に
已
り
、
四
時
に
以
る
所
の
者
は
其
の
見
敷
の
以
て
黒
む
甘
き
者
に
已
り
、
陰
陽
に
黙
る
所
の
者
は
其
の
見
和
の

以
て
警
む
可
き
者
に
巳
る
」
（
天
論
）
と
。
「
其
の
見
象
の
以
て
期
す
賢
き
者
に
解
る
」
の
「
象
」
は
「
天
象
」
で
あ
り
、
「
地
に
志
る
所
の

者
は
其
の
尊
重
の
以
て
息
む
可
き
者
に
已
る
」
の
「
宜
」
は
「
地
宜
」
で
あ
り
、
「
四
時
に
直
る
所
は
者
は
其
の
置
数
の
以
て
事
む
恐
き

者
に
巳
る
」
の
「
敷
」
は
「
四
時
畳
敷
」
で
あ
り
、
「
陰
陽
に
志
る
所
の
者
は
其
の
見
和
の
以
て
治
む
可
き
者
に
已
る
」
の
「
陰
陽
」
は

「
陰
陽
仁
和
」
で
あ
る
。
以
上
列
遠
し
た
こ
と
は
、
皆
二
物
の
範
園
に
属
す
。
ま
た
「
天
を
大
と
し
て
之
を
思
ふ
は
、
物
の
蓄
へ
ら
れ
て

之
を
題
す
る
に
敦
ぞ
。
天
に
従
ひ
て
之
を
拝
す
る
は
、
天
命
を
制
し
て
之
を
用
い
る
に
敦
ぞ
。
時
を
望
み
て
之
を
待
つ
は
、
時
に
磨
じ
て

之
を
使
ふ
に
敦
ぞ
。
物
に
因
り
て
之
を
多
く
せ
ん
と
す
る
は
、
能
を
聰
せ
て
之
を
化
す
る
に
敦
ぞ
。
物
を
思
ひ
て
之
を
物
と
す
る
は
、
物

レヨ



を
理
め
て
之
を
失
ふ
勿
か
ら
ん
と
す
る
に
敦
ぞ
」
（
天
論
）
と
言
う
が
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
も
の
も
「
物
」
「
時
」
と
い
う
こ
と
に
ぴ
っ

た
り
と
封
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
「
天
命
を
制
し
て
之
を
用
い
る
」
と
い
う
文
を
、
楊
椋
は

　
　
制
裁
天
之
所
命
而
我
用
之
、
謂
若
曲
者
二
輪
、
直
鰯
雲
桶
、
任
材
特
用
也
。
（
軽
子
集
解
）

と
解
釈
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
す
な
わ
ち
「
天
之
所
命
」
も
「
物
」
と
い
う
考
え
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
「
望
時
」

「
磨
時
」
の
「
時
」
と
い
う
の
も
、
實
際
は
「
天
時
」
「
四
時
之
敷
」
と
同
様
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
皇
子
に
あ
っ
て
は
、
聖
人
が

治
冒
す
る
封
象
は
、
「
天
象
」
「
地
宜
」
「
陰
陽
」
な
ど
皆
自
然
の
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
治
冒
す
る
主
体
は
す
な
わ
ち
「
天
官
」

「
天
正
」
で
あ
る
。
「
天
官
」
と
は
五
官
で
あ
り
、
五
官
に
は
感
取
の
作
用
が
あ
り
、
外
在
的
事
物
と
接
触
し
、
そ
の
印
象
を
心
の
中
に
入

ら
せ
る
重
要
な
働
き
（
官
能
）
を
し
た
。
こ
の
官
能
の
効
用
は
自
然
に
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
天
官
と
い
わ
れ
て
い
た
。
「
天
君
」
と

は
心
で
あ
り
、
萄
子
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
天
君
の
心
は
専
ら
辮
知
の
心
或
は
虚
壼
に
し
て
静
な
る
心
（
又
認
識
心
・
知
道
心

と
い
う
）
と
い
う
考
え
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
心
」
は
、
近
代
的
こ
と
ば
で
い
う
と
「
知
性
主
体
」
に
当

た
ろ
う
。
「
知
性
主
体
」
（
6
）
と
は
外
在
の
事
物
を
分
奏
し
、
理
解
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
外
在
の
事
物
の
作
用
を
條
理
化
し
、
系
統
化
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
つ
の
こ
の
「
知
性
主
体
」
は
も
と
も
と
純
知
識
の
學
問
（
科
學
を
含
む
）
の
主
体
を
構
成
し
、
そ
の
主
体

と
そ
の
作
用
は
ま
た
人
間
に
お
い
て
、
天
与
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
「
天
界
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
聖
人
は
其
の
天
君
を
清
く
し
、

其
の
天
官
を
正
し
」
（
天
論
）
と
言
う
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
聖
人
の
一
種
の
修
養
の
工
夫
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
知
性
が
自
ら
の

大
清
明
及
び
お
の
お
の
感
官
の
機
能
の
正
常
性
を
保
っ
て
い
た
。
た
だ
感
官
の
機
能
が
正
常
の
状
況
で
、
自
然
の
現
象
や
宇
宙
の
獲
物
と

接
触
す
る
と
き
に
、
正
確
に
感
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
心
の
中
に
正
確
な
印
象
を
形
成
し
、
そ
れ
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
感
性
的
経

験
」
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
「
感
性
的
経
験
」
を
累
積
し
た
擁
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
感
性
的
材
料
」
が
構
成
さ
れ
た
。

こ
の
「
感
性
的
材
料
」
と
は
す
な
わ
ち
感
官
の
機
能
が
感
謝
し
た
纏
験
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
纒
験
は
極
め
て
主

観
的
で
ま
た
人
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
経
験
は
不
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
故
に
駅
子
は
、

　
　
形
艦
色
盲
は
目
を
以
て
異
し
、
聲
音
清
濁
調
節
奇
聲
は
耳
を
以
て
異
し
、
甘
苦
戯
淡
辛
酸
奇
味
は
口
を
以
て
異
し
、
香
臭
芽
欝
膠
躁

　
　
漏
唐
奇
臭
は
鼻
を
以
て
異
し
、
最
遠
槍
熱
滑
鍍
歴
戦
は
形
艦
を
以
て
異
し
、
事
故
喜
怒
哀
樂
愛
悪
欲
は
心
を
以
て
異
す
。
（
正
名
）

と
言
う
。
も
し
「
感
性
的
材
料
」
を
真
量
的
知
識
に
し
た
け
れ
ば
、
必
ず
心
の
「
早
知
」
（
7
）
（
正
名
）
の
作
用
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

卜
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い
。
心
の
「
黒
黒
」
を
通
す
と
は
す
な
わ
ち
大
清
明
の
心
で
辮
饗
し
、
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
辮
知
と
理
解
と
い
う
の
は
す
な
わ

ち
い
わ
ゆ
る
「
理
性
的
理
解
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
理
性
的
理
解
」
と
い
う
の
も
間
接
的
・
反
省
的
思
考
の
行
為
で
あ
っ
た
。
人
間

の
知
性
主
体
が
真
實
に
そ
の
「
大
清
明
」
（
解
蔽
）
的
状
態
を
保
持
し
、
外
在
の
自
然
現
象
と
宇
宙
囲
物
の
徴
知
に
碧
し
て
人
々
が
皆
同

じ
で
、
あ
る
と
き
こ
そ
こ
の
徴
知
は
極
め
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
外
在
の
自
然
現
象
或
は
宇
宙
戴
物
は
感
官
の
機
能
の
接
触

を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
感
性
的
材
料
」
を
成
し
た
。
こ
の
「
感
性
的
材
料
」
と
は
「
理
性
的
理
解
」
の
領
域
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
か
ら
真
円
的
・
客
観
的
知
識
を
構
成
し
、
最
後
に
は
科
學
の
知
識
に
な
っ
た
。
以
上
、
概
言
す
れ
ば
、
自
然
現
象
或
は
宇
宙

萬
物
は
客
体
で
あ
り
、
感
官
の
機
能
と
認
識
心
自
身
は
主
体
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
は
封
謝
す
る
状
態
に
あ
っ
て
、
主
体
の
客
体
に

封
ず
る
真
摯
的
理
解
を
構
成
す
る
。
こ
れ
が
真
實
的
理
解
の
形
態
で
あ
る
。
理
論
的
科
學
と
混
用
繋
馬
學
と
を
論
ず
る
な
く
、
實
際
上
意

こ
の
一
つ
の
形
態
の
中
で
構
成
さ
れ
る
。
以
上
の
論
か
ら
見
る
と
、
筍
子
の
「
聖
人
参
天
」
の
観
念
の
中
に
は
、
必
ず
科
學
的
理
路
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
彼
は
こ
の
貼
に
精
し
て
詳
細
に
説
明
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
荷
子
の
「
聖
人
参
天
」
と
い
う
意
味
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
疑
い
も
な
く
禮
治
世
界
の
思
想
の
系
統
に
属
し
て
い
る
。

「
参
天
」
の
思
想
は
科
學
の
思
想
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
纒
國
堂
守
」
（
王
制
）
の
過
程
の
中
の
一
つ
の
科
親
展
精
神
を
含
む
理
路
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
實
塁
上
は
、
萄
子
自
身
は
科
斗
思
想
を
含
ん
で
は
お
ら
ず
、
そ
の
思
想
上
の
重
嵩
は
、
ほ
と
ん
ど
禮
義
の
上
に
お

か
れ
て
い
た
。
彼
は
古
義
の
思
想
は
入
間
世
界
の
中
に
磨
げ
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。
「
天
地
も
以
て
合
し
、
日
月
も
以
て
明
ら
か
に
、

四
時
も
以
て
序
あ
り
、
星
辰
も
以
て
行
り
、
江
河
も
以
て
流
れ
、
煮
物
も
以
て
昌
に
、
好
悪
も
以
て
節
あ
り
、
喜
怒
も
以
て
當
る
。
以
て

下
と
為
れ
ば
則
ち
順
に
以
て
上
と
為
れ
ば
則
ち
明
ら
か
に
、
萬
謝
し
て
詣
れ
ず
、
之
に
貸
へ
ば
則
ち
喪
ぶ
。
禮
は
豊
至
ら
ざ
ら
ん
や
」

（
禮
論
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
う
で
あ
れ
ば
、
禮
義
の
効
能
は
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
黙
に
関
し
て
、
楊
掠
は
、

　
　
言
禮
能
上
調
天
時
・
下
節
人
情
。
芸
無
禮
以
分
別
之
・
則
天
時
・
人
事
皆
二
念
。
（
愚
子
集
解
）

と
述
べ
て
い
る
。
思
子
は
禮
は
上
は
天
時
を
、
下
は
人
情
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
の
意
味
が

現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
萄
子
の
思
想
の
中
で
性
と
天
は
皆
同
じ
層
の
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
禮
が
化
成
す
る
翠
蓋
な
の
で
あ
る
。
つ
き
つ

め
て
言
え
ば
、
萄
子
の
天
論
と
性
論
は
と
も
に
軍
曹
で
立
論
す
る
も
の
で
は
な
く
、
皆
禮
義
に
罪
す
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
禮
に
よ
っ

て
政
治
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
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四

　
筍
子
の
天
道
の
主
張
は
儒
家
的
事
誤
の
思
想
を
根
拠
と
し
て
併
せ
て
道
家
の
自
然
の
天
道
の
色
彩
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

最
後
に
は
同
じ
時
代
の
墨
子
の
「
天
志
」
、
荘
子
の
「
天
道
」
と
、
三
者
が
並
立
す
る
趨
勢
に
あ
っ
た
。
二
子
の
「
天
論
篇
」
も
相
當
傑

出
し
た
文
章
で
あ
る
。
黒
子
の
天
道
観
の
主
な
特
徴
は
す
な
わ
ち
人
が
天
を
制
裁
す
る
こ
と
と
、
人
事
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
妻
子

は
天
は
一
つ
の
「
自
然
体
」
で
あ
り
、
宇
宙
の
一
つ
の
部
分
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
故
に
「
天
論
篇
」
の
始
め
の
と
こ
ろ

で
「
愚
行
有
戸
」
と
言
い
、
先
ず
天
に
一
つ
の
「
正
名
」
を
与
え
て
い
た
。
「
正
名
」
と
い
う
の
は
、
名
分
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
孔
子
が
「
必
也
正
名
乎
」
（
論
語
・
子
等
）
と
い
う
意
味
と
同
様
で
あ
る
。
孔
・
孟
は
、
天
を
三
物
の
主
宰
で
あ
る
と
見
な
す
。
萄
子

は
こ
の
見
方
に
反
封
し
、
天
を
自
然
の
も
の
と
見
な
す
。
そ
し
て
天
を
業
物
の
主
宰
者
の
地
位
か
ら
、
自
然
の
地
位
ま
で
ひ
き
下
げ
允
。

天
が
宇
宙
を
主
宰
す
る
力
量
を
失
う
と
、
そ
れ
は
平
凡
で
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
意
志
も
な
く
、
道
徳
的
判
断
も
な
く
な
っ
た
。

故
に
筍
子
の
天
論
の
思
想
で
最
も
重
要
な
任
務
は
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
性
論
の
た
め
に
整
理
上
の
基
礎
を
設
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、

今
一
つ
は
、
人
間
が
自
分
自
身
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
能
力
を
重
視
す
る
よ
う
に
、
人
々
に
注
意
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上

の
二
つ
の
嵩
を
「
天
論
篇
」
の
中
で
人
々
に
容
易
に
且
つ
深
刻
に
体
会
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
「
性
悪
説
」
は
萄
子
の
學
説
の
中
で
極
め
て

重
要
な
部
分
で
あ
る
。
彼
は
人
の
性
の
悪
を
主
張
し
、
人
々
に
「
化
性
起
工
」
さ
せ
、
學
聾
す
る
こ
と
と
身
心
を
修
養
す
る
こ
と
を
勧
め

た
。
先
ず
人
々
の
内
隠
の
工
夫
を
實
現
し
、
そ
れ
か
ら
子
道
、
臣
道
、
君
道
、
富
國
、
強
國
な
ど
を
探
暑
し
、
最
後
に
外
王
の
道
を
完
成

さ
せ
る
の
だ
と
し
た
。
天
道
の
思
想
が
性
悪
の
主
張
と
関
係
が
あ
る
理
由
は
、
驚
異
が
人
々
の
本
性
と
い
う
の
は
自
然
な
生
ま
れ
つ
き
の

も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
（
8
）
「
性
な
る
者
は
、
天
の
就
せ
る
な
り
」
（
性
悪
）
そ
こ
か
ら
、
本
性
と
い
う
も
の
が
天
地
、

陰
陽
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
わ
か
る
。
人
間
の
本
性
は
天
地
陰
陽
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
、
人
情
と
い
う

の
は
本
性
の
歯
質
と
な
り
、
欲
望
と
い
う
の
は
そ
の
人
情
の
反
応
と
な
る
。
故
に
提
子
は
情
と
欲
と
い
う
の
は
人
聞
の
本
性
を
悪
に
か
た

む
け
る
根
源
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
甲
子
は
性
悪
説
を
主
張
し
た
。
厚
子
の
性
悪
説
は
孟
子
と
は
ち
ょ
う
ど
反
封
に
な
っ
て

い
る
。
孟
子
は
性
と
い
う
の
は
人
間
の
理
性
・
塞
性
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
理
性
・
露
性
と
は
す
べ
て
道
徳
性
に
属
し
、
お
の
ず
と
善
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性
が
あ
る
と
し
た
。
故
に
孟
子
は
性
善
説
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
舐
子
の
説
い
た
情
欲
の
性
は
動
物
の
性
に
属
し
、
道
徳
性
を
備

え
て
い
な
い
。
故
に
性
は
悪
な
の
で
あ
る
。
筍
・
孟
の
性
論
が
異
な
る
は
全
く
天
道
の
中
言
の
違
い
に
よ
る
。

　
筍
子
は
意
志
が
あ
る
天
を
抑
疑
し
、
人
事
を
重
視
す
る
。
「
人
事
」
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
禮
義
の
統
類
を
推
坐
す
る
こ
と
に
ぴ
っ
た

り
と
封
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
天
は
萬
物
を
生
み
萬
物
に
物
性
を
賦
与
す
る
け
れ
ど
も
、
「
化
性
樋
里
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
人
々

を
治
坐
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
故
に
落
子
は
「
天
地
は
生
の
始
な
り
、
禮
義
は
治
め
な
り
」
（
王
制
）
「
天
地
之
を
生
じ
、
聖
人
之

を
成
す
」
（
富
國
）
「
故
に
聖
人
は
性
を
化
し
て
偽
を
起
し
、
偽
の
起
り
て
禮
義
を
生
じ
、
禮
義
の
生
じ
て
法
度
を
制
す
」
（
性
悪
）
「
凡
そ
発

禺
君
子
を
貴
ぶ
所
の
者
は
、
能
く
性
を
化
し
て
能
く
偽
を
起
し
、
偽
起
り
て
禮
義
を
生
ず
れ
ば
な
り
」
（
性
悪
）
と
言
う
。
以
上
、
筍
子
が

人
の
す
る
こ
と
（
偽
）
を
重
視
し
、
天
を
抑
止
し
た
主
な
論
拠
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
天
は
た
だ
「
生
」
の
能
力
を
備
え
る
の
み
で
、
こ

れ
以
上
に
は
な
に
物
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　
愚
子
の
天
論
の
思
想
の
中
で
、
「
天
人
之
分
」
を
説
明
す
る
こ
と
も
ず
い
ぶ
ん
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
「
故
に
天
人
の
分
に
明
ら
か
な
れ

ば
、
則
ち
至
人
と
謂
ふ
可
し
」
（
天
論
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
楊
椋
の
注
釈
に
は

　
　
知
在
人
不
在
天
、
斯
為
至
人
（
筍
子
準
解
）

と
あ
る
。
故
に
丁
子
が
説
い
た
天
は
知
識
が
な
か
っ
た
こ
と
、
人
は
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
天
は
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
人
間
は
治
ま
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
と
馬
立
し
て
仕
事
を
争
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
天
の
其
の
時
有

り
、
地
に
其
の
財
有
り
、
人
に
其
の
治
有
り
」
（
天
論
）
と
言
う
。
こ
う
し
て
、
人
間
は
「
参
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
萄
子
の
天
道
思
想
が
性
論
の
た
め
に
背
理
上
の
基
礎
を
設
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
あ
と
で
は
、
そ
の
思
想
の
特
徴
が
ど
う
で
あ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
、
必
ず
男
爵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
為
に
ま
ず
他
の
思
想
家
の
天
道
や
、
天
命
な
ど
の
思
想
と
比
べ
て
み
よ
う
。

天
命
の
思
想
を
論
ず
る
こ
と
は
中
國
の
古
く
か
ら
の
文
化
の
傳
統
で
あ
り
、
天
命
に
関
し
て
は
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
例
え
ば
、
孔
子

は
「
知
命
」
を
説
き
、
老
子
は
「
復
命
」
を
説
き
、
墨
子
は
「
非
命
」
を
説
き
、
荘
子
は
「
安
命
」
「
運
命
」
を
説
き
、
孟
子
は
「
立
命
」

を
説
い
た
。
諸
家
の
説
い
た
命
の
思
想
は
、
そ
の
意
味
は
違
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
皆
宗
教
的
な
思
想
で
あ
り
、
天
を
自
然
の
物
と
は
見

な
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
孔
・
孟
・
墨
の
説
い
た
命
は
す
な
わ
ち
天
命
と
人
命
と
の
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
孔
子
は
、

卜
d



　
　
天
命
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
っ
て
君
子
と
為
す
無
き
也
。
（
尭
日
）

　
　
五
十
歳
に
し
て
天
命
を
知
る
。
（
為
政
）

と
言
う
。
孔
子
の
説
い
た
命
や
天
命
な
ど
は
す
べ
て
天
が
人
間
に
与
え
た
命
と
い
う
考
え
に
ぴ
っ
た
り
と
封
応
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
天

と
人
間
と
の
密
接
な
関
係
を
示
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
人
聞
の
す
べ
て
の
成
功
或
は
失
敗
は
沖
天
か
ら
安
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
孟
子
は
、

　
　
其
の
心
を
書
す
者
は
、
其
の
性
を
知
る
な
り
、
其
の
性
を
知
れ
ば
則
ち
天
を
知
る
。
其
の
心
を
存
し
、
其
の
性
を
養
ふ
は
、
天
に
事

　
　
ふ
る
所
以
な
り
。
妖
壷
飢
は
ず
、
身
を
修
め
て
以
て
之
を
侯
つ
は
、
命
を
立
つ
る
所
以
な
り
。
（
盤
吊
上
）

と
言
う
。
孟
子
の
説
い
た
「
立
命
」
は
す
な
わ
ち
「
今
立
之
命
」
で
あ
り
、
ま
た
「
立
己
之
命
」
で
あ
る
。
天
命
と
人
命
と
は
一
つ
の
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
孟
子
の
説
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
側
隠
・
世
局
・
僻
譲
・
是
非
の
主
峯
の
心
を
窮
め
書
く
す
者
は
、

人
の
本
性
が
本
来
善
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
人
の
性
の
善
な
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
そ
の
性
を
賦
与
し
た
と
こ
ろ
の
天
を
知
る
の

で
あ
る
。
そ
の
四
望
の
心
を
保
存
し
、
そ
の
善
な
る
性
を
養
う
の
が
、
つ
ま
り
天
に
仕
え
る
道
で
あ
る
。
人
間
に
は
短
命
も
長
命
も
あ
る

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
氣
に
か
け
な
い
で
、
ひ
た
す
ら
自
分
を
修
養
し
て
天
命
の
至
る
の
を
待
つ
こ
と
が
、
天
命
を
尊
重
す
る
道
で
あ
る
。

墨
子
の
説
い
た
「
非
命
」
は
、
人
間
が
天
命
を
信
じ
る
こ
と
に
賛
成
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
非
命
上
篇
」
の
冒
頭
に

　
　
今
は
王
公
、
大
人
、
政
を
患
家
に
為
す
者
、
皆
國
家
の
富
み
、
人
民
の
衆
く
、
刑
政
の
治
ま
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
然
り
而
う
し
て
富

　
　
を
得
ず
し
て
貧
を
得
、
衆
を
得
ず
し
て
寡
を
得
、
治
を
得
ず
し
て
齪
を
得
。
則
ち
是
れ
本
曇
の
欲
す
る
給
す
る
所
を
失
ひ
、
其
の
悪

　
　
む
所
を
得
る
な
り
。
是
の
故
何
ぞ
や
。
子
墨
子
言
っ
て
曰
く
、
有
学
を
執
る
者
、
以
て
民
間
に
重
る
者
衆
け
れ
ば
な
り
。
（
非
命
上
第

　
　
三
十
五
）

と
言
っ
て
い
る
。
墨
子
は
、
人
間
が
天
命
を
信
ず
る
だ
け
で
あ
る
と
な
に
も
し
な
く
な
る
の
だ
と
非
難
し
た
。
老
子
の
説
い
た
「
復
命
」

．
と
は
、
道
の
命
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
夫
れ
物
は
芸
芸
な
り
。
各
々
其
の
根
に
復
蹄
す
。
其
の
根
に
愛
す
る
を
静
と
日
ふ
。
是
を
命
に
復
る
と
謂
ふ
。
命
に
薫
る
は
、
常
な

　
　
り
。
常
を
知
る
は
、
明
な
り
。
（
第
土
ハ
章
）

と
言
う
。
老
子
は
道
を
萬
物
の
根
拠
と
見
な
し
、
人
間
は
静
で
あ
れ
ば
、
道
に
蹄
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
が
「
復
命
」
で
あ
る
。
荘
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子
も
道
を
侶
導
し
、
「
安
命
」
「
従
命
」
を
説
い
た
。
例
え
ば
、

　
　
死
生
は
、
命
な
り
（
大
宗
師
）

　
　
奈
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
、
之
に
安
ん
じ
て
命
に
若
ふ
。
（
徳
充
符
）

　
　
惟
々
命
に
之
れ
従
ふ
。
（
大
宗
師
）

と
言
っ
て
い
た
。
荘
子
の
説
い
た
命
は
、
道
命
或
は
人
間
の
運
命
と
い
う
考
え
に
ぴ
っ
た
り
と
饗
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
人
聞

の
命
を
天
に
蒼
し
た
。
以
上
列
慰
し
た
論
説
は
、
要
言
の
前
に
流
行
し
た
命
論
で
あ
っ
た
。
當
課
題
子
の
前
に
こ
の
他
に
い
ろ
い
ろ
な
命

論
が
あ
り
、
古
く
『
尚
書
』
『
詩
纒
』
『
國
語
』
の
中
に
も
「
天
命
」
の
説
に
封
ず
る
い
ろ
い
ろ
な
記
録
が
淺
っ
て
い
た
。
特
に
『
論
語
』

に
至
る
と
、
天
命
と
人
間
の
関
係
を
討
論
す
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
實
際
天
の
問
題
は
中
書
の
思
想
史
上
で
極
め
て
重
要
な
問

題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。
こ
う
し
た
天
命
の
観
念
と
い
う
の
は
甲
子
の
と
き
に
ま
た
新
し
い
発
展
が
あ
っ
た
。
筍
子
が
主
張
し
た
「
制

命
」
と
は
す
な
わ
ち
天
命
を
制
裁
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
制
命
」
と
は
天
人
の
分
の
思
想
か
ら
引
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
天

人
の
分
を
主
張
す
る
と
き
に
、
天
を
す
て
お
く
の
で
は
な
く
て
、
天
が
生
ん
だ
蓋
物
は
皆
人
が
治
豪
し
、
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

實
践
の
過
程
の
中
で
、
禮
義
は
一
切
の
行
事
の
最
も
主
な
大
法
で
あ
る
。
故
に
言
草
の
天
論
思
想
も
全
く
石
墨
の
統
類
と
い
う
こ
と
の
中

に
包
摂
さ
れ
て
い
た
。

［1
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〔
註
〕

ω
　
社
会
規
範
の
中
心
を
推
し
量
る
。
（
不
筍
篇
）
を
参
照
。

②
　
「
天
高
山
を
作
し
、
大
王
之
を
荒
い
に
す
、
面
作
し
、
覇
王
之
を
康
ん
ず
」
『
詩
経
』
「
周
頒
・
天
作
」
を
参
照
。

③
　
「
群
し
て
並
無
け
れ
ば
、
則
ち
争
い
、
争
へ
ば
則
ち
齪
れ
、
煎
る
れ
ば
則
ち
離
れ
、
離
る
れ
ば
則
ち
弱
く
、
弱
け
れ
ば
則
ち
物
に
勝
つ
こ
と
能

　
は
ず
」
（
王
制
篇
）
を
参
照
。

ω
　
「
天
に
其
の
時
有
り
、
地
に
其
の
財
有
り
、
人
に
其
の
治
有
り
、
当
れ
是
を
能
く
参
な
り
と
謂
ふ
」
（
天
長
篇
）
を
参
照
。

⑤
　
「
能
く
物
の
性
を
書
く
せ
ば
則
ち
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
ぐ
可
し
。
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
可
け
れ
ば
則
ち
以
て
天
地
と
参
す
座
し
」
（
中
庸
、

　
第
二
十
三
章
）
を
参
照
。



㈲
　
「
知
性
」
：
孟
子
曰
く
：
「
其
の
心
を
書
す
者
は
、
其
の
性
を
知
る
な
り
」
（
壁
心
）
「
主
体
」
意
識
・
思
考
・
行
為
な
ど
を
行
う
側
の
も
の
。

　
知
的
作
用
に
関
す
る
性
能
、
主
と
と
し
て
悟
性
・
理
性
等
に
関
す
る
性
能
を
い
う
。

㎝
　
「
徴
知
」
、
楊
椋
に
「
徴
は
召
な
り
、
心
よ
く
召
物
を
召
し
て
こ
れ
を
知
る
」
と
あ
る
が
、
「
徴
」
は
明
徴
の
「
徴
」
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
。

　
「
徴
知
」
は
は
っ
き
り
し
た
認
識
。

⑧
「
情
な
る
者
は
性
の
質
な
り
。
欲
な
る
者
は
情
の
応
な
り
」
（
正
名
篇
）
を
参
照
。
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