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講
義
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、『
大
学
』
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
て
佐
藤
直
方
の
一
生
を
辿
っ
て
み
た
が
、『
大
学
』
の
解
釈
は

直
方
に
と
っ
て
終
生
重
要
な
関
心
事
で
あ
り
続
け
た
と
言
え
る
。（

（
（

そ
こ
で
本
論
で
は
、
直
方
と
『
大
学
』
を
め
ぐ
る
問
題
を
中
心
に
し
て

考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

二
、
闇
斎
学
派
の
『
大
学
』
解
釈

闇
斎
は
『
近
思
録
』
を
講
義
し
た
際
、「
敬
以
直
内
、
義
以
方
外
」（
も
と
は
『
易
経
』
文
言
伝
）
の
内
外
に
つ
い
て
、
内
と
は
心
身

の
こ
と
を
言
い
、
外
と
は
身
よ
り
外
の
こ
と
を
言
う
と
提
示
し
た
。
こ
の
「
敬
内
義
外
」
に
対
す
る
闇
斎
の
見
解
は
、
す
ぐ
に
門
人
の
間

に
紛
紛
た
る
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
る
。
直
方
・
浅
見
絅
斎
ら
は
、
内
は
心
、
外
は
身
（
ま
た
は
事
）
を
指
す
と
す
る
程
朱
の
説
に
沿
っ

た
立
場
か
ら
師
説
を
批
判
し
た
。
こ
の
師
弟
間
の
見
解
の
相
違
が
、
直
方
・
絅
斎
が
破
門
さ
れ
る
事
態
に
至
る
一
因
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
既
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（

（
（

さ
て
、こ
の
闇
斎
に
よ
る
内
外
の
解
釈
は
、さ
ら
に
『
大
学
』
の
い
わ
ゆ
る
八
条
目
（
格
物
・
致
知
・

誠
意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）
と
の
関
連
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
く
。
闇
斎
は
「
外
は
天
下
国
家
、
内
は
身
心
意
知
と

あ
て
る
正
意
な
り
」〔『
大
学
垂
加
先
生
講
義
』（

（
（

〕
と
講
義
し
た
。
す
な
わ
ち
八
条
目
の
「
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
」
を
「
内
」

の
工
夫
に
当
て
、「
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」
を
「
外
」
の
工
夫
に
配
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
朱
書
抄
略
』
の
後
記
に
は

「『
大
学
』
修
身
以
上
は
内
を
直
く
す
る
の
説
目
、
斉
家
以
下
は
外
を
方
に
す
る
の
規
模
」（

4
（

と
見
え
、
敬
内
義
外
と
『
大
学
』
の
八
条
目
と

の
関
係
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
内
（
敬
内
）
と
外
（
義
外
）
と
の
関
係
を
『
大
学
』
の
中
で
如
何
に
位
置
づ
け
る
の
か
、換
言
す
れ
ば
『
大

学
』
の
な
か
で
心
身
を
ど
う
捉
え
て
い
く
か
と
い
う
点
が
、
彼
ら
が
『
大
学
』
を
読
む
際
の
関
心
事
で
あ
り
、
研
究
者
が
彼
ら
の
『
大
学
』

解
釈
を
考
察
す
る
際
の
重
要
な
関
鍵
詞
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
朱
熹
に
お
い
て
敬
内
義
外
は
、
内
―
心
・
外
―
身
の
構
図
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、
仮
に
『
大
学
』
八
条
目
と
対
応
さ
せ
る
の
で

あ
れ
ば
、
敬
内
の
工
夫
が
配
当
さ
れ
る
範
囲
は
広
く
見
積
も
っ
た
と
し
て
も
「
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
」
ま
で
が
そ
の
範
囲
と
な
ろ
う
。

一
方
、
闇
斎
の
『
大
学
』
解
釈
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
敬
以
直
内
」
に
八
条
目
の
「
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
」
ま
で
を

対
応
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
闇
斎
に
よ
る
解
釈
の
特
色
は
、
内
外
（
敬
内
義
外
）
を
積
極
的
に
八
条
目
と
対
応
さ
せ
、
心
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藤
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　幹

　雄

一
、
は
じ
め
に

佐
藤
直
方（
一
六
五
〇
―
一
七
一
九
）は
、十
六
歳
に
し
て
初
め
て『
大
学
』を
読
み
学
に
志
す
。
二
十
二
歳
に
し
て
山
崎
闇
斎（
一
六
一
八

―
一
六
八
二
）
の
門
に
入
り
、
後
に
は
「
崎
門
の
三
傑
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
高
弟
と
な
っ
た
。
二
十
四
・
五
歳
で
初
め
て
『
小
学
』
を

講
義
し
講
学
活
動
を
開
始
し
つ
つ
も
、
加
茂
に
引
き
こ
も
り
『
大
学
』
研
究
に
没
頭
し
、
い
よ
い
よ
そ
の
学
問
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
。

闇
斎
が
卒
し
た
の
は
、
直
方
が
三
十
三
歳
の
時
で
あ
る
。
闇
斎
の
晩
年
に
は
破
門
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
直
方
で
あ
っ
た
が
、
朱
子
学
に

対
す
る
師
闇
斎
の
功
績
を
尊
敬
す
る
姿
勢
に
変
わ
り
は
な
く
、
闇
斎
亡
き
後
に
道
学
を
担
う
者
と
し
て
の
自
覚
を
強
め
て
い
く
。
闇
斎
が

没
し
た
翌
年
に
は
『
講
学
鞭
策
録
』
を
編
纂
す
る
。
こ
の
書
は
『
朱
子
文
集
』・『
朱
子
語
類
』
等
の
朱
子
の
言
葉
を
抄
出
編
集
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
闇
斎
の
「
述
而
不
作
」
と
い
う
著
述
精
神
を
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
講
学
鞭
策
録
』
は
、
四
部
書
と
呼
ば
れ
る
四
種

の
刊
本
の
首
め
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
方
門
で
は
こ
の
書
を
用
い
た
講
義
が
数
多
く
行
わ
れ
た
。
こ
の
講
義
テ
キ
ス
ト
と
も
い
え

る
『
講
学
鞭
策
録
』
に
は
、『
大
学
』
に
関
す
る
朱
熹
の
言
葉
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
宋
明
の
学
者
に
よ
る
『
大
学
』
解

釈
に
対
す
る
直
方
の
考
究
が
已
む
こ
と
は
無
く
、『
朱
子
語
類
』
か
ら
四
書
読
解
に
有
益
な
も
の
を
抄
録
し
た
『
四
書
便
講
』
を
編
集
し
、

『
四
書
大
全
』・『
四
書
蒙
引
』
か
ら
の
抄
出
書
で
あ
る
『
大
学
全
蒙
択
言
』
を
相
次
い
で
刊
行
す
る
。
六
十
歳
を
過
ぎ
晩
年
に
差
し
掛
か
っ

て
も
な
お
、「
大
学
皆
自
明
説
」・「
大
学
作
新
民
説
」
と
い
っ
た
『
大
学
』
に
つ
い
て
の
論
文
を
著
し
、
ま
た
『
大
学
或
問
』
に
つ
い
て
の
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気
で
あ
り
な
が
ら
、
理
が
実
現
さ
れ
る
場
な
の
で
あ
る
。
直
方
は
こ
の
考
え
の
背
景
に
、
彼
が
真
実
態
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
「
理
気

妙
合
」
の
顕
現
を
重
ね
て
い
た
と
い
え
る
」（

（
（

、
ま
た
、「
直
方
が
人
の
現
実
的
性
と
し
て
の
気
質
の
性
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
疑

え
な
い
」（

（（
（

と
述
べ
て
い
る
が
、
人
の
現
実
態
と
し
て
の
気
（
身
）
の
場
を
離
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
直
方
は
留
意
し
て
お
り
、
決
し
て

心
身
を
裁
断
し
身
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
闇
斎
に
せ
よ
そ
の
門
人
に
せ
よ
、心
身
の
解
釈
と
そ
の
『
大
学
』

の
読
み
へ
の
反
映
が
『
大
学
』
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
核
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、『
大
学
』
解
釈
に
お
け
る
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
と
、
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
三
綱
領
の
「
明
明
徳
」
と

伝
二
章
の
「
作
新
民
」
と
の
理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
経
一
章
「
大
学
之
道
、
在
明
明
徳
…
」
に
対
す
る
朱
註
に
つ
い
て
挙
げ
て
お
く
。

　
明
徳
者
、人
之
所
得
乎
天
、而
虚
霊
不
昧
、以
具
衆
理
而
応
万
事
者
也
。
但
為
気
稟
所
拘
、人
欲
所
蔽
、則
有
時
而
昏
。
然
其
本
体
之
明
、

則
有
未
嘗
息
者
。〔『
大
学
章
句
』
経
一
章
、
朱
註
〕

　
天
よ
り
与
え
ら
れ
た
明
徳
は
、
完
全
な
る
本
体
・
大
い
な
る
作
用
を
発
揮
す
る
も
の
だ
が
、
気
質
や
人
欲
に
蔽
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
本
来
の
明
が
「
時
と
し
て
昏
」
ま
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
」
工
夫
に
よ
り
「
本
体
の
明
」
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
注
で
あ
る
。
こ
の
「
時
而
有
昏
」
に
つ
い
て
は
、
闇
斎
が
「
常
時
昏
昧
」
と
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（

（（
（

闇
斎
の
こ
の
説
明
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
徳
の
「
本
体
の
明
」
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
常
に
蔽
わ
れ
て
い
て
明
徳
を
発

揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
「
常
時
」
気
稟
・
人
欲
に
蔽
わ
れ
て
い
る
現
実
態
を
厳
し
く
意
識
し
て
い
た
闇

斎
の
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、朱
子
学
的
解
釈
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
だ
表
現
方
法
で
あ
る
。
こ
の「
常
時
昏
昧
」と
い
う
説
明
に
つ
い
て
は
、

直
方
も
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、「
黒
明
徳
」
と
い
う
明
徳
観
で
あ
る
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
闇
斎
説
を
非
難
す
る
。

　
問
、
山
崎
先
生
の
明
徳
の
こ
と
を
常
人
の
は
黒
明
徳
で
、
時
々
明
な
と
宣
ひ
し
を
さ
う
で
な
し
と
論
じ
玉
ふ
と
云
説
あ
り
、
何
。
答

曰
、
成
程
前
方
は
常
人
の
明
徳
は
昏
蔽
の
極
で
を
る
と
云
れ
し
。
吾
ら
是
を
論
じ
て
心
に
合
ず
。
さ
れ
ど
も
後
に
は
合
点
い
た
さ
れ
た

な
り
。〔「
跡
部
氏
手
篇
」（

（（
（

〕

　
直
方
は
、闇
斎
が
常
人
の
明
徳
を
昏
蔽
の
状
態
で
あ
る
「
黒
明
徳
」
と
解
釈
し
て
い
た
と
看
做
し
、到
底
「
心
に
合
」
う
も
の
で
は
無
か
っ
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上
の
工
夫
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
「
敬
内
」
の
範
囲
を
身
の
位
相
に
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
る
。
高
島
元
洋
氏
が
「「
心
」
と
「
身
」

を
あ
る
意
味
で
連
続
す
る
も
の
と
見
て
お
り
、
結
局
は
「
修
身
」
と
い
う
形
で
「
心
」
の
問
題
を
も
「
身
」
に
吸
収
し
て
ゆ
く
」（

5
（

と
表
現

す
る
よ
う
に
、
こ
の
修
身
・
身
の
重
視
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
身
と
い
う
場
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
決
し
て
「
心
」
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
田
尻
祐
一
郎
氏
が
「「
大

学
垂
加
先
生
講
義
」
の
中
心
の
テ
ー
マ
は
、
や
は
り
「
心
」
で
あ
る
。
根
本
は
、
人
間
が
他
者
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
人
間
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、他
者
と
の
繋
が
り
に
お
い
て「
心
」の
確
立
は
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
を
闇
斎
は
、

「
敬
内
義
外
」
論
と
い
う
形
で
言
お
う
と
し
て
い
る
」（

6
（

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
と
の
関
係
の
中
に
お
け
る
自
己
（
身
）
の
場
に
即

し
て
「
心
」
を
捉
え
て
い
く
姿
勢
を
重
ん
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
田
尻
氏
に
よ
り
、
絅
斎
及
び
そ
の
門
人
若
林
強
斎
の
『
大
学
』
解
釈
に
お
い
て
「
忠
孝
」
と
い
う
概
念
が
頻
発
に
持
ち
出
さ
れ
て

い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「「
孝
」
と
「
忠
」
と
い
う
結
合
を
、『
大
学
』
解
釈
と
し
て
整
合
的
に
導
き
出
す
こ
と
に
は
、
絅
斎
・
強

斎
と
も
実
は
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
だ
」
と
し
た
上
で
、「
絅
斎
・
強
斎
は
、「
孝
」
と
い
う
時
、
既
に
「
孝
」「
忠
」
の
二
重
性
の
う
ち

に
そ
れ
を
把
え
、
そ
の
上
に
立
っ
て
『
大
学
』
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」（

7
（

と
し
、
心
身
に
発
露
し
た
「
忠
孝
」
と
い
う
感
情
に
理
を
実

感
し
て
い
く
姿
勢
で
『
大
学
』
に
向
き
合
う
試
み
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
闇
斎
学
派
で
は
「
心
」
と
い
う
位
相
の
み
な
ら

ず
「
身
」
と
い
う
位
相
を
よ
り
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
・
実
感
的
に
『
大
学
』
を
読
む
と
い
う
特
色
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
心
身
即
応
・
身
の
次
元
の
重
視
を
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
す
た
め
に
、
そ
の
対
抗
軸
と
し
て
据
え
ら
れ
て
き
た
の
が
直
方

で
あ
る
。
直
方
の
思
想
を
説
明
す
る
際
に
は
、
や
は
り
身
に
対
す
る
心
の
主
宰
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
心
の
働
き
で
あ
る
知
が
重
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
本
人
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
直
方
の
学
問
傾
向
は
知
が
過
度
に
重
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
評
価
が
同
時
代
に
も
存
在
し
て
お
り
、（

（
（

主
知
主
義
的
な
思
想
性
格
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
心
（
内
）
の
場
で
の
工
夫
が
強
調

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
身
（
外
）
の
位
相
が
無
視
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
直
方
の
思
想
を
理
気
妙
合

と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
動
き
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
嚴
錫
仁
氏
が
「
吾
肉
・
身
は
、
そ
の
意
味
で
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気
で
あ
り
な
が
ら
、
理
が
実
現
さ
れ
る
場
な
の
で
あ
る
。
直
方
は
こ
の
考
え
の
背
景
に
、
彼
が
真
実
態
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
「
理
気

妙
合
」
の
顕
現
を
重
ね
て
い
た
と
い
え
る
」（

（
（

、
ま
た
、「
直
方
が
人
の
現
実
的
性
と
し
て
の
気
質
の
性
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
疑

え
な
い
」（

（（
（

と
述
べ
て
い
る
が
、
人
の
現
実
態
と
し
て
の
気
（
身
）
の
場
を
離
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
直
方
は
留
意
し
て
お
り
、
決
し
て

心
身
を
裁
断
し
身
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
闇
斎
に
せ
よ
そ
の
門
人
に
せ
よ
、心
身
の
解
釈
と
そ
の
『
大
学
』

の
読
み
へ
の
反
映
が
『
大
学
』
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
核
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、『
大
学
』
解
釈
に
お
け
る
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
と
、
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
三
綱
領
の
「
明
明
徳
」
と

伝
二
章
の
「
作
新
民
」
と
の
理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
経
一
章
「
大
学
之
道
、
在
明
明
徳
…
」
に
対
す
る
朱
註
に
つ
い
て
挙
げ
て
お
く
。

　
明
徳
者
、人
之
所
得
乎
天
、而
虚
霊
不
昧
、以
具
衆
理
而
応
万
事
者
也
。
但
為
気
稟
所
拘
、人
欲
所
蔽
、則
有
時
而
昏
。
然
其
本
体
之
明
、

則
有
未
嘗
息
者
。〔『
大
学
章
句
』
経
一
章
、
朱
註
〕

　
天
よ
り
与
え
ら
れ
た
明
徳
は
、
完
全
な
る
本
体
・
大
い
な
る
作
用
を
発
揮
す
る
も
の
だ
が
、
気
質
や
人
欲
に
蔽
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
本
来
の
明
が
「
時
と
し
て
昏
」
ま
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
」
工
夫
に
よ
り
「
本
体
の
明
」
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
注
で
あ
る
。
こ
の
「
時
而
有
昏
」
に
つ
い
て
は
、
闇
斎
が
「
常
時
昏
昧
」
と
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（

（（
（

闇
斎
の
こ
の
説
明
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
徳
の
「
本
体
の
明
」
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
常
に
蔽
わ
れ
て
い
て
明
徳
を
発

揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
「
常
時
」
気
稟
・
人
欲
に
蔽
わ
れ
て
い
る
現
実
態
を
厳
し
く
意
識
し
て
い
た
闇

斎
の
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、朱
子
学
的
解
釈
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
だ
表
現
方
法
で
あ
る
。
こ
の「
常
時
昏
昧
」と
い
う
説
明
に
つ
い
て
は
、

直
方
も
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、「
黒
明
徳
」
と
い
う
明
徳
観
で
あ
る
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
闇
斎
説
を
非
難
す
る
。

　
問
、
山
崎
先
生
の
明
徳
の
こ
と
を
常
人
の
は
黒
明
徳
で
、
時
々
明
な
と
宣
ひ
し
を
さ
う
で
な
し
と
論
じ
玉
ふ
と
云
説
あ
り
、
何
。
答

曰
、
成
程
前
方
は
常
人
の
明
徳
は
昏
蔽
の
極
で
を
る
と
云
れ
し
。
吾
ら
是
を
論
じ
て
心
に
合
ず
。
さ
れ
ど
も
後
に
は
合
点
い
た
さ
れ
た

な
り
。〔「
跡
部
氏
手
篇
」（

（（
（

〕

　
直
方
は
、闇
斎
が
常
人
の
明
徳
を
昏
蔽
の
状
態
で
あ
る
「
黒
明
徳
」
と
解
釈
し
て
い
た
と
看
做
し
、到
底
「
心
に
合
」
う
も
の
で
は
無
か
っ
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上
の
工
夫
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
「
敬
内
」
の
範
囲
を
身
の
位
相
に
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
る
。
高
島
元
洋
氏
が
「「
心
」
と
「
身
」

を
あ
る
意
味
で
連
続
す
る
も
の
と
見
て
お
り
、
結
局
は
「
修
身
」
と
い
う
形
で
「
心
」
の
問
題
を
も
「
身
」
に
吸
収
し
て
ゆ
く
」（

5
（

と
表
現

す
る
よ
う
に
、
こ
の
修
身
・
身
の
重
視
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
身
と
い
う
場
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
決
し
て
「
心
」
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
田
尻
祐
一
郎
氏
が
「「
大

学
垂
加
先
生
講
義
」
の
中
心
の
テ
ー
マ
は
、
や
は
り
「
心
」
で
あ
る
。
根
本
は
、
人
間
が
他
者
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
人
間
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、他
者
と
の
繋
が
り
に
お
い
て「
心
」の
確
立
は
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
を
闇
斎
は
、

「
敬
内
義
外
」
論
と
い
う
形
で
言
お
う
と
し
て
い
る
」（

6
（

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
と
の
関
係
の
中
に
お
け
る
自
己
（
身
）
の
場
に
即

し
て
「
心
」
を
捉
え
て
い
く
姿
勢
を
重
ん
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
田
尻
氏
に
よ
り
、
絅
斎
及
び
そ
の
門
人
若
林
強
斎
の
『
大
学
』
解
釈
に
お
い
て
「
忠
孝
」
と
い
う
概
念
が
頻
発
に
持
ち
出
さ
れ
て

い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「「
孝
」
と
「
忠
」
と
い
う
結
合
を
、『
大
学
』
解
釈
と
し
て
整
合
的
に
導
き
出
す
こ
と
に
は
、
絅
斎
・
強

斎
と
も
実
は
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
だ
」
と
し
た
上
で
、「
絅
斎
・
強
斎
は
、「
孝
」
と
い
う
時
、
既
に
「
孝
」「
忠
」
の
二
重
性
の
う
ち

に
そ
れ
を
把
え
、
そ
の
上
に
立
っ
て
『
大
学
』
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」（

7
（

と
し
、
心
身
に
発
露
し
た
「
忠
孝
」
と
い
う
感
情
に
理
を
実

感
し
て
い
く
姿
勢
で
『
大
学
』
に
向
き
合
う
試
み
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
闇
斎
学
派
で
は
「
心
」
と
い
う
位
相
の
み
な
ら

ず
「
身
」
と
い
う
位
相
を
よ
り
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
・
実
感
的
に
『
大
学
』
を
読
む
と
い
う
特
色
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
心
身
即
応
・
身
の
次
元
の
重
視
を
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
す
た
め
に
、
そ
の
対
抗
軸
と
し
て
据
え
ら
れ
て
き
た
の
が
直
方

で
あ
る
。
直
方
の
思
想
を
説
明
す
る
際
に
は
、
や
は
り
身
に
対
す
る
心
の
主
宰
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
心
の
働
き
で
あ
る
知
が
重
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
本
人
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
直
方
の
学
問
傾
向
は
知
が
過
度
に
重
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
評
価
が
同
時
代
に
も
存
在
し
て
お
り
、（

（
（

主
知
主
義
的
な
思
想
性
格
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
心
（
内
）
の
場
で
の
工
夫
が
強
調

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
身
（
外
）
の
位
相
が
無
視
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
直
方
の
思
想
を
理
気
妙
合

と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
動
き
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
嚴
錫
仁
氏
が
「
吾
肉
・
身
は
、
そ
の
意
味
で
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一
つ
こ
と
を
そ
の
ご
と
く
久
く
は
仕
悪
ひ
も
の
と
云
た
。〔「
永
井
行
達
平
日
語
」（

（（
（

〕

　
こ
の
言
葉
は
彼
の
大
学
研
究
の
様
子
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
直
方
は
加
茂
に
こ
も
っ
て『
大
学
』を
読
み
研
鑽
を
積
ん
だ
。
彼
の『
大

学
』
研
究
の
姿
勢
は
あ
く
ま
で
も
朱
熹
の
注
釈
に
従
い
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
朱
子
学
的
な
読
み
を
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
加
茂
時
代
の
成
果
と
さ
れ
て
い
る
『
上
総
姫
島
村
鈴
木
氏
所
蔵
大
学
章
句
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
朱
註
を
丹
念

に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
文
の
意
味
を
闡
明
し
て
い
く
に
過
ぎ
な
い
。（

（（
（

あ
く
ま
で
も
朱
子
の
解
釈
に
従
い
、『
四
書
大
全
』・『
四
書

蒙
引
』
と
い
う
末
疏
は
否
定
す
る
と
い
う
闇
斎
学
派
の
風
に
則
り
四
書
の
解
釈
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
直
方
は
、
闇
斎
の
死
を
境
に
本
格
的
な
著
述
活
動
を
開
始
す
る
。
師
を
亡
く
し
た
翌
年
に
は
『
講
学
鞭
策
録
』
を
編
集
し
、
自

身
の
学
問
の
方
向
性
と
道
学
の
学
問
論
の
規
模
を
示
し
た
。
こ
の
書
は
直
接
『
大
学
』
を
取
り
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
大
学
』

に
関
す
る
『
語
類
』・『
文
集
』、
ま
た
『
大
学
或
問
』
の
文
が
数
多
く
抄
出
さ
れ
て
お
り
、『
大
学
』
解
釈
と
切
り
離
せ
な
い
書
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
こ
の
書
の
後
半
部（
第
三
十
六
条
以
降
）で
は
、『
大
学
』と『
小
学
』と
の
関
係
と
、そ
れ
に
付
随
し
て「
聖
学
終
始
の
要〔『
大

学
或
問
』〕」
と
言
わ
れ
る
敬
の
重
要
性
、そ
し
て
敬
を
下
地
と
し
て
知
が
つ
ま
る
（
十
分
に
至
る
）
と
い
う
テ
ー
マ
が
、『
或
問
』・『
文
集
』・

『
語
類
』
を
繰
り
返
し
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
本
節
で
は
『
講
学
鞭
策
録
』
第
五
十
七
条
を
取

り
あ
げ
て
み
た
い
。

　
答
呉
晦
叔
書
曰
、
熹
伏
承
示
及
先
知
後
行
之
説
。
反
覆
詳
明
引
拠
精
密
警
発
多
矣
。
所
未
能
無
疑
者
、
方
欲
求
教
、
又
得
南
軒
寄

来
書
藳
読
之
、
則
凡
熹
之
所
欲
言
者
、
蓋
皆
已
先
得
之
矣
。
特
其
曲
折
之
間
、
小
有
未
備
。
請
、
得
而
細
論
之
。
夫
泛
論
知
行
之
理
、

而
就
一
事
之
中
以
観
之
、
則
知
之
為
先
行
之
為
後
、
無
可
疑
者
。
然
合
夫
知
之
浅
深
行
之
大
小
而
言
、
則
非
有
以
先
成
乎
其
小
、
亦
将

何
以
馴
致
乎
其
大
者
哉
。
…
〔『
講
学
鞭
策
録
』
第
五
十
三
条
、
答
呉
晦
叔
書
〕

　
泛
言
す
れ
ば
「
知
先
行
後
」
で
あ
る
が
、
知
の
浅
深
・
行
の
大
小
を
合
わ
せ
考
え
た
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
と
知
行
を

分
析
す
る
『
朱
子
文
集
』
の
中
の
一
条
を
直
方
は
抄
録
し
た
。
因
み
に
こ
の
「
答
呉
晦
叔
書
」
に
つ
い
て
闇
斎
は
、「
呉
晦
叔
に
答
ふ
る

知
行
の
書
は
則
ち
『
大
学
』
の
蘊
に
し
て
、伝
者
の
未
だ
発
せ
ざ
る
所
な
り
」〔
闇
斎
『
近
思
録
序
』（

（（
（

〕
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。（

（（
（

『
講

学
鞭
策
録
』
で
は
あ
く
ま
で
も
『
文
集
』
中
か
ら
こ
の
一
条
を
抄
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
次
に
こ
の
条
に
つ
い
て
の
直
方
の
講
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た
と
述
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
闇
斎
と
直
方
の
な
か
で
「
明
徳
」
解
釈
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

次
に
、
伝
二
章
「
作
新
民
」
の
読
み
と
、『
大
学
或
問
』
に
引
く
「
作
新
民
」
の
読
み
と
に
つ
い
て
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
該

当
部
分
を
ま
ず
挙
げ
て
お
く
。

　
康
誥
曰
、
作
新
民
〔『
大
学
章
句
』
伝
二
章
〕

　
曰
、康
誥
之
言
作
新
民
、何
也
。
曰
、…
…
欲
其
有
以
鼓
舞
而
作
興
之
、使
之
振
奮
踴
躍
以
去
其
悪
而
遷
於
善
、舎
其
旧
而
進
乎
新
也
。

然
此
豈
声
色
号
令
之
所
及
哉
。
亦
自
新
而
已
。〔『
大
学
或
問
』〕

　
闇
斎
は
『
大
学
章
句
』
を
和
刻
す
る
際
に
は
「
康
誥
曰
く
、
新
に
す
る
民
を
作
す
」（

（（
（

と
訓
み
、『
大
学
或
問
』
で
は
「
康
誥
曰
く
、
民

を
作
新
す
」（

（（
（

と
読
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
田
尻
氏
は
、

　
民
の
主
体
性
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
、
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
孕
み
な
が
ら
、
こ
の
二
通
り
の
読
み
が
闇
斎
の
な
か
に
混
在
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
…
…
闇
斎
の
門
人
の
な
か
で
は
、
明
ら
か
に
「
作
新
―
民
」
の
立
場
を
貫
ぬ
く
絅
斎
や
佐
藤
直
方
に
対
し
て
、
三
宅
尚

斎
が
「
作
―
新
民
」
で
読
ん
で
い
る
。（

（（
（

と
指
摘
す
る
。
二
種
類
の
読
み
が
可
能
な
こ
と
で
解
釈
の
幅
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
新
に
す
る
民
を
作
す
」
と
読
め
ば
、
民
が
自

ら
新
た
に
す
る
面
が
重
視
さ
れ
、「
民
を
作
新
す
」
と
読
め
ば
、
民
を
新
た
に
す
る
方
向
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
闇
斎
学
派
に
お
け
る
『
大
学
』
解
釈
を
め
ぐ
り
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
概
観
し
た
。「
敬
内
義
外
」
と
『
大
学
』
の
八
条
目

の
対
応
関
係
が
争
点
と
な
る
こ
と
で
、『
大
学
』
解
釈
に
お
い
て
「
心
」
と
「
身
」
に
対
す
る
視
点
が
俎
上
に
上
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、

「
明
徳
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
が
、こ
れ
も
現
実
態
に
ど
の
程
度
力
点
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
が
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
作
新
民
」

の
読
み
に
つ
い
て
は
、
よ
り
民
の
自
新
に
力
点
が
置
か
れ
る
か
、
君
主
の
作
新
に
力
点
を
置
い
て
捉
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
潜
在
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
次
節
よ
り
直
方
の
『
大
学
』
解
釈
を
中
心
に
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

三
、
直
方
の
『
大
学
』
解
釈

　
予
、
半
年
加
茂
に
引
込
て
『
大
学
』
ば
か
り
を
み
た
。
其
を
社
家
の
岡
本
式
部
と
云
も
の
が
、
直
方
学
問
は
い
か
さ
ま
よ
か
ろ
ふ
。
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一
つ
こ
と
を
そ
の
ご
と
く
久
く
は
仕
悪
ひ
も
の
と
云
た
。〔「
永
井
行
達
平
日
語
」（

（（
（

〕

　
こ
の
言
葉
は
彼
の
大
学
研
究
の
様
子
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
直
方
は
加
茂
に
こ
も
っ
て『
大
学
』を
読
み
研
鑽
を
積
ん
だ
。
彼
の『
大

学
』
研
究
の
姿
勢
は
あ
く
ま
で
も
朱
熹
の
注
釈
に
従
い
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
朱
子
学
的
な
読
み
を
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
加
茂
時
代
の
成
果
と
さ
れ
て
い
る
『
上
総
姫
島
村
鈴
木
氏
所
蔵
大
学
章
句
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
朱
註
を
丹
念

に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
文
の
意
味
を
闡
明
し
て
い
く
に
過
ぎ
な
い
。（

（（
（

あ
く
ま
で
も
朱
子
の
解
釈
に
従
い
、『
四
書
大
全
』・『
四
書

蒙
引
』
と
い
う
末
疏
は
否
定
す
る
と
い
う
闇
斎
学
派
の
風
に
則
り
四
書
の
解
釈
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
直
方
は
、
闇
斎
の
死
を
境
に
本
格
的
な
著
述
活
動
を
開
始
す
る
。
師
を
亡
く
し
た
翌
年
に
は
『
講
学
鞭
策
録
』
を
編
集
し
、
自

身
の
学
問
の
方
向
性
と
道
学
の
学
問
論
の
規
模
を
示
し
た
。
こ
の
書
は
直
接
『
大
学
』
を
取
り
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
大
学
』

に
関
す
る
『
語
類
』・『
文
集
』、
ま
た
『
大
学
或
問
』
の
文
が
数
多
く
抄
出
さ
れ
て
お
り
、『
大
学
』
解
釈
と
切
り
離
せ
な
い
書
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
こ
の
書
の
後
半
部（
第
三
十
六
条
以
降
）で
は
、『
大
学
』と『
小
学
』と
の
関
係
と
、そ
れ
に
付
随
し
て「
聖
学
終
始
の
要〔『
大

学
或
問
』〕」
と
言
わ
れ
る
敬
の
重
要
性
、そ
し
て
敬
を
下
地
と
し
て
知
が
つ
ま
る
（
十
分
に
至
る
）
と
い
う
テ
ー
マ
が
、『
或
問
』・『
文
集
』・

『
語
類
』
を
繰
り
返
し
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
本
節
で
は
『
講
学
鞭
策
録
』
第
五
十
七
条
を
取

り
あ
げ
て
み
た
い
。

　
答
呉
晦
叔
書
曰
、
熹
伏
承
示
及
先
知
後
行
之
説
。
反
覆
詳
明
引
拠
精
密
警
発
多
矣
。
所
未
能
無
疑
者
、
方
欲
求
教
、
又
得
南
軒
寄

来
書
藳
読
之
、
則
凡
熹
之
所
欲
言
者
、
蓋
皆
已
先
得
之
矣
。
特
其
曲
折
之
間
、
小
有
未
備
。
請
、
得
而
細
論
之
。
夫
泛
論
知
行
之
理
、

而
就
一
事
之
中
以
観
之
、
則
知
之
為
先
行
之
為
後
、
無
可
疑
者
。
然
合
夫
知
之
浅
深
行
之
大
小
而
言
、
則
非
有
以
先
成
乎
其
小
、
亦
将

何
以
馴
致
乎
其
大
者
哉
。
…
〔『
講
学
鞭
策
録
』
第
五
十
三
条
、
答
呉
晦
叔
書
〕

　
泛
言
す
れ
ば
「
知
先
行
後
」
で
あ
る
が
、
知
の
浅
深
・
行
の
大
小
を
合
わ
せ
考
え
た
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
と
知
行
を

分
析
す
る
『
朱
子
文
集
』
の
中
の
一
条
を
直
方
は
抄
録
し
た
。
因
み
に
こ
の
「
答
呉
晦
叔
書
」
に
つ
い
て
闇
斎
は
、「
呉
晦
叔
に
答
ふ
る

知
行
の
書
は
則
ち
『
大
学
』
の
蘊
に
し
て
、伝
者
の
未
だ
発
せ
ざ
る
所
な
り
」〔
闇
斎
『
近
思
録
序
』（

（（
（

〕
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。（

（（
（

『
講

学
鞭
策
録
』
で
は
あ
く
ま
で
も
『
文
集
』
中
か
ら
こ
の
一
条
を
抄
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
次
に
こ
の
条
に
つ
い
て
の
直
方
の
講

— 4（ —— 4（ —

た
と
述
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
闇
斎
と
直
方
の
な
か
で
「
明
徳
」
解
釈
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

次
に
、
伝
二
章
「
作
新
民
」
の
読
み
と
、『
大
学
或
問
』
に
引
く
「
作
新
民
」
の
読
み
と
に
つ
い
て
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
該

当
部
分
を
ま
ず
挙
げ
て
お
く
。

　
康
誥
曰
、
作
新
民
〔『
大
学
章
句
』
伝
二
章
〕

　
曰
、康
誥
之
言
作
新
民
、何
也
。
曰
、…
…
欲
其
有
以
鼓
舞
而
作
興
之
、使
之
振
奮
踴
躍
以
去
其
悪
而
遷
於
善
、舎
其
旧
而
進
乎
新
也
。

然
此
豈
声
色
号
令
之
所
及
哉
。
亦
自
新
而
已
。〔『
大
学
或
問
』〕

　
闇
斎
は
『
大
学
章
句
』
を
和
刻
す
る
際
に
は
「
康
誥
曰
く
、
新
に
す
る
民
を
作
す
」（

（（
（

と
訓
み
、『
大
学
或
問
』
で
は
「
康
誥
曰
く
、
民

を
作
新
す
」（

（（
（

と
読
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
田
尻
氏
は
、

　
民
の
主
体
性
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
、
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
孕
み
な
が
ら
、
こ
の
二
通
り
の
読
み
が
闇
斎
の
な
か
に
混
在
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
…
…
闇
斎
の
門
人
の
な
か
で
は
、
明
ら
か
に
「
作
新
―
民
」
の
立
場
を
貫
ぬ
く
絅
斎
や
佐
藤
直
方
に
対
し
て
、
三
宅
尚

斎
が
「
作
―
新
民
」
で
読
ん
で
い
る
。（

（（
（

と
指
摘
す
る
。
二
種
類
の
読
み
が
可
能
な
こ
と
で
解
釈
の
幅
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
新
に
す
る
民
を
作
す
」
と
読
め
ば
、
民
が
自

ら
新
た
に
す
る
面
が
重
視
さ
れ
、「
民
を
作
新
す
」
と
読
め
ば
、
民
を
新
た
に
す
る
方
向
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
闇
斎
学
派
に
お
け
る
『
大
学
』
解
釈
を
め
ぐ
り
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
概
観
し
た
。「
敬
内
義
外
」
と
『
大
学
』
の
八
条
目

の
対
応
関
係
が
争
点
と
な
る
こ
と
で
、『
大
学
』
解
釈
に
お
い
て
「
心
」
と
「
身
」
に
対
す
る
視
点
が
俎
上
に
上
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、

「
明
徳
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
が
、こ
れ
も
現
実
態
に
ど
の
程
度
力
点
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
が
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
作
新
民
」

の
読
み
に
つ
い
て
は
、
よ
り
民
の
自
新
に
力
点
が
置
か
れ
る
か
、
君
主
の
作
新
に
力
点
を
置
い
て
捉
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
潜
在
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
次
節
よ
り
直
方
の
『
大
学
』
解
釈
を
中
心
に
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

三
、
直
方
の
『
大
学
』
解
釈

　
予
、
半
年
加
茂
に
引
込
て
『
大
学
』
ば
か
り
を
み
た
。
其
を
社
家
の
岡
本
式
部
と
云
も
の
が
、
直
方
学
問
は
い
か
さ
ま
よ
か
ろ
ふ
。
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四
、『
大
学
』
と
心
身

次
に
、『
大
学
』
八
条
目
、
そ
の
う
ち
「
格
・
致
・
誠
・
正
・
修
」
に
関
す
る
直
方
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
今
大
要
を
挙
て
云
、
格
物
は
物
理
に
窮
め
至
る
こ
と
、
致
知
は
心
の
神
明
を
き
は
め
尽
す
こ
と
な
り
。『
或
問
』
に
云
、「
人
之
所
以

為
学
、
心
与
理
而
已
矣
」
な
り
。
致
知
は
心
、
格
物
は
事
な
り
。
此
工
夫
な
り
。
世
学
者
、
格
物
致
知
は
事
物
の
上
と
計
り
思
ふ
て
、

心
知
明
な
る
と
云
こ
と
を
知
ら
ぬ
故
に
、
知
る
を
き
は
め
て
も
心
の
磨
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
て
、
心
を
行
と
心
得
る
か
ら
王

学
の
様
な
る
妄
言
を
云
な
り
。
…
…
格
物
致
知
を
心
と
事
と
に
配
し
て
、
心
は
内
な
り
、
事
は
外
な
り
。
敬
内
義
外
に
も
合
ふ
な
り
。

扨
物
格
知
至
は
格
物
致
知
の
効
な
り
。
天
下
事
物
の
理
に
悉
く
到
て
、
我
心
知
明
に
な
つ
た
を
云
。〔「
大
学
補
伝
箚
記
」（

（（
（

〕

事
理
に
窮
め
至
る
「
格
物
」
と
心
の
神
明
（
心
知
）
を
極
め
致
す
「
致
知
」、
こ
れ
は
『
或
問
』
に
言
う
「
人
の
学
を
為
む
る
所
以
は

心
と
理
と
の
み
」
と
い
う
学
問
の
工
夫
に
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。「
格
物
致
知
」
が
事
上
の
み
で
行
う
工
夫
で
あ
れ
ば
、
窮
理
が
外
馳

だ
と
い
う
批
判
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
相
対
す
る
に
は
、
窮
理
の
実
質
的
工
夫
内
容
で
あ
る
格
物
致
知
を
、
事
理
と
心
知
と
い
う

面
か
ら
説
明
す
る
、
つ
ま
り
事
の
理
に
格い

た

る
と
す
な
わ
ち
心
知
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、「
格
物
致
知
」
に
は
心
知
の
工
夫
の

要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
『
語
類
』
に
も
「
致
知
格
物
只
是
一
事
…
…
格
物
以
理
言
、
致
知
以

心
言
」（
巻
百
二
十
）
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
子
学
的
な
読
み
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
で
直
方
は
、
格
物
致
知
に
敬
内
義
外

の
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
こ
れ
は
、
闇
斎
が
敬
内
の
範
囲
を
格
～
修
、
義
外
の
範
囲
を
斉
～
平
と
す
る
こ
と
と
は
無
論
異
な
る
も
の
で

あ
る
。
朱
熹
が
『
語
類
』
で
「
格
物
致
知
は
是
れ
義
以
て
外
を
方
に
す
。」（

（（
（

（
巻
六
十
九
）
と
、
格
物
致
知
を
義
外
に
あ
て
て
説
明
す
る
箇

所
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
格
物
と
致
知
と
を
敬
内
と
義
外
と
に
配
し
て
解
釈
を
加
え
る
の
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
格
物
・
致
知
と
敬
・
義
と
が
ど
こ
ま
で
整
合
性
を
持
っ
て
連
関
し
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、格
物
致
知
が
内
（
心
知
）
と
外
（
事

理
）
と
の
位
相
で
行
わ
れ
る
工
夫
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
闇
斎
の
想
定
し
て
い
た
敬
内
義
外
と
八
条
目
の
つ
な
が

り
と
は
決
し
て
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
格
物
致
知
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
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義
を
引
用
し
て
お
く
。

　
し
ば
ら
く
行
が
先
に
な
る
こ
と
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
ろ
う
云
た
と
き
の
こ
と
で
は
な
い
。
も
の
を
二
つ
つ
き
合
せ
て
見
る
と
、
し
ば
ら

く
の
間
、
行
が
先
に
な
つ
て
お
る
こ
と
あ
る
。
そ
の
二
つ
合
す
る
と
云
は
、
…
…
『
小
学
』
で
も
知
が
先
、『
大
学
』
で
も
知
が
先
ぞ
。

さ
れ
ど
も
『
小
学
』
か
ら
『
大
学
』
へ
の
う
つ
り
ざ
ま
が
、
行
が
先
ぞ
。
此
問
が
大
事
ぞ
。
行
を
敬
と
云
こ
と
、
よ
き
も
な
い
こ
と
な

れ
ど
も
、
一
ず
に
敬
は
行
の
こ
と
と
云
は
わ
る
い
。
徳
性
を
尊
、
居
敬
が
敬
に
あ
た
る
ゆ
へ
、
敬
は
行
の
こ
と
と
云
は
よ
く
合
点
し
た

上
か
ら
は
よ
け
れ
ど
も
、
た
ヾ
敬
を
行
と
云
と
、『
小
学
』
に
ば
か
り
敬
あ
つ
て
『
大
学
』
は
知
ば
か
り
に
な
る
ゆ
へ
に
わ
る
い
。
知

に
は
敬
な
ふ
て
行
に
ば
か
り
敬
あ
る
や
ふ
な
が
そ
う
で
な
い
。
朱
説
に
敬
で
し
り
、敬
で
行
と
云
。
一
心
の
主
宰
と
云
て
、敬
は
心
と
云
。

尤
ぞ
。
敬
は
知
行
を
か
ぬ
る
ぞ
。
天
下
の
道
理
を
ふ
ん
で
、知
行
深
大
な
と
云
。『
小
学
』の
知
行
浅
小
が
な
ふ
て
は
至
る
こ
と
な
ら
ぬ
。

〔『
講
学
鞭
策
録
講
義
』〕

　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
然
る
に
夫
の
知
の
浅
深
・
行
の
大
小
を
合
し
て
言
へ
ば
」、
直
方
の
講
義
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
小
学
か

ら
大
学
へ
の
う
つ
り
ざ
ま
」
に
着
目
す
れ
ば
、『
小
学
』
の
洒
掃
応
対
と
い
っ
た
行
を
身
に
つ
け
た
上
で
『
大
学
』
の
格
物
致
知
と
い
っ

た
知
の
工
夫
へ
と
移
る
、
行
→
知
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
『
小
学
』
に
お
い
て
も
知
（
浅
）
→
行
（
小
）、『
大
学
』
に
お
い
て

も
知
（
深
）
→
行
（
大
）
で
あ
っ
て
「
知
先
行
後
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

し
て
そ
の
知
行
を
敬
が
貫
通
す
る
と
整
理
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
条
の
み
を
挙
げ
た
が
、『
講
学
鞭
策
録
』
で
は
『
小
学
』
と
『
大
学
』

と
の
関
係
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
し
た
知
―
行
の
関
係
を
『
文
集
』『
語
類
』
等
の
言
葉
を
借
り
て
丹
念
に
開
示
し
、
そ
の
上
で
居
敬
―
窮

理
の
関
係
、
格
物
致
知
に
つ
い
て
の
説
明
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
。

直
方
は
加
茂
で
『
大
学
』
を
熟
読
し
、『
講
学
鞭
策
録
』
に
お
い
て
学
問
に
向
き
合
う
志
を
固
め
た
。
そ
こ
で
力
説
さ
れ
る
の
は
、『
小
学
』

の
下
地
の
上
に
『
大
学
』
の
工
夫
が
あ
り
、両
者
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、ま
た
『
小
学
』『
大
学
』
は
敬
に
よ
っ
て
貫
通
さ
れ
、『
小
学
』

の
知
行
・『
大
学
』
の
知
行
は
敬
の
工
夫
の
土
台
が
あ
っ
て
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
学
問
論
の
構
図
で
あ
り
、そ
の
後
も
終
生
『
大

学
』
の
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
く
。
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四
、『
大
学
』
と
心
身

次
に
、『
大
学
』
八
条
目
、
そ
の
う
ち
「
格
・
致
・
誠
・
正
・
修
」
に
関
す
る
直
方
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
今
大
要
を
挙
て
云
、
格
物
は
物
理
に
窮
め
至
る
こ
と
、
致
知
は
心
の
神
明
を
き
は
め
尽
す
こ
と
な
り
。『
或
問
』
に
云
、「
人
之
所
以

為
学
、
心
与
理
而
已
矣
」
な
り
。
致
知
は
心
、
格
物
は
事
な
り
。
此
工
夫
な
り
。
世
学
者
、
格
物
致
知
は
事
物
の
上
と
計
り
思
ふ
て
、

心
知
明
な
る
と
云
こ
と
を
知
ら
ぬ
故
に
、
知
る
を
き
は
め
て
も
心
の
磨
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
て
、
心
を
行
と
心
得
る
か
ら
王

学
の
様
な
る
妄
言
を
云
な
り
。
…
…
格
物
致
知
を
心
と
事
と
に
配
し
て
、
心
は
内
な
り
、
事
は
外
な
り
。
敬
内
義
外
に
も
合
ふ
な
り
。

扨
物
格
知
至
は
格
物
致
知
の
効
な
り
。
天
下
事
物
の
理
に
悉
く
到
て
、
我
心
知
明
に
な
つ
た
を
云
。〔「
大
学
補
伝
箚
記
」（

（（
（

〕

事
理
に
窮
め
至
る
「
格
物
」
と
心
の
神
明
（
心
知
）
を
極
め
致
す
「
致
知
」、
こ
れ
は
『
或
問
』
に
言
う
「
人
の
学
を
為
む
る
所
以
は

心
と
理
と
の
み
」
と
い
う
学
問
の
工
夫
に
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。「
格
物
致
知
」
が
事
上
の
み
で
行
う
工
夫
で
あ
れ
ば
、
窮
理
が
外
馳

だ
と
い
う
批
判
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
相
対
す
る
に
は
、
窮
理
の
実
質
的
工
夫
内
容
で
あ
る
格
物
致
知
を
、
事
理
と
心
知
と
い
う

面
か
ら
説
明
す
る
、
つ
ま
り
事
の
理
に
格い

た

る
と
す
な
わ
ち
心
知
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、「
格
物
致
知
」
に
は
心
知
の
工
夫
の

要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
『
語
類
』
に
も
「
致
知
格
物
只
是
一
事
…
…
格
物
以
理
言
、
致
知
以

心
言
」（
巻
百
二
十
）
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
子
学
的
な
読
み
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
で
直
方
は
、
格
物
致
知
に
敬
内
義
外

の
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
こ
れ
は
、
闇
斎
が
敬
内
の
範
囲
を
格
～
修
、
義
外
の
範
囲
を
斉
～
平
と
す
る
こ
と
と
は
無
論
異
な
る
も
の
で

あ
る
。
朱
熹
が
『
語
類
』
で
「
格
物
致
知
は
是
れ
義
以
て
外
を
方
に
す
。」（

（（
（

（
巻
六
十
九
）
と
、
格
物
致
知
を
義
外
に
あ
て
て
説
明
す
る
箇

所
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
格
物
と
致
知
と
を
敬
内
と
義
外
と
に
配
し
て
解
釈
を
加
え
る
の
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
格
物
・
致
知
と
敬
・
義
と
が
ど
こ
ま
で
整
合
性
を
持
っ
て
連
関
し
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、格
物
致
知
が
内
（
心
知
）
と
外
（
事

理
）
と
の
位
相
で
行
わ
れ
る
工
夫
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
闇
斎
の
想
定
し
て
い
た
敬
内
義
外
と
八
条
目
の
つ
な
が

り
と
は
決
し
て
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
格
物
致
知
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
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義
を
引
用
し
て
お
く
。

　
し
ば
ら
く
行
が
先
に
な
る
こ
と
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
ろ
う
云
た
と
き
の
こ
と
で
は
な
い
。
も
の
を
二
つ
つ
き
合
せ
て
見
る
と
、
し
ば
ら

く
の
間
、
行
が
先
に
な
つ
て
お
る
こ
と
あ
る
。
そ
の
二
つ
合
す
る
と
云
は
、
…
…
『
小
学
』
で
も
知
が
先
、『
大
学
』
で
も
知
が
先
ぞ
。

さ
れ
ど
も
『
小
学
』
か
ら
『
大
学
』
へ
の
う
つ
り
ざ
ま
が
、
行
が
先
ぞ
。
此
問
が
大
事
ぞ
。
行
を
敬
と
云
こ
と
、
よ
き
も
な
い
こ
と
な

れ
ど
も
、
一
ず
に
敬
は
行
の
こ
と
と
云
は
わ
る
い
。
徳
性
を
尊
、
居
敬
が
敬
に
あ
た
る
ゆ
へ
、
敬
は
行
の
こ
と
と
云
は
よ
く
合
点
し
た

上
か
ら
は
よ
け
れ
ど
も
、
た
ヾ
敬
を
行
と
云
と
、『
小
学
』
に
ば
か
り
敬
あ
つ
て
『
大
学
』
は
知
ば
か
り
に
な
る
ゆ
へ
に
わ
る
い
。
知

に
は
敬
な
ふ
て
行
に
ば
か
り
敬
あ
る
や
ふ
な
が
そ
う
で
な
い
。
朱
説
に
敬
で
し
り
、敬
で
行
と
云
。
一
心
の
主
宰
と
云
て
、敬
は
心
と
云
。

尤
ぞ
。
敬
は
知
行
を
か
ぬ
る
ぞ
。
天
下
の
道
理
を
ふ
ん
で
、知
行
深
大
な
と
云
。『
小
学
』の
知
行
浅
小
が
な
ふ
て
は
至
る
こ
と
な
ら
ぬ
。

〔『
講
学
鞭
策
録
講
義
』〕

　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
然
る
に
夫
の
知
の
浅
深
・
行
の
大
小
を
合
し
て
言
へ
ば
」、
直
方
の
講
義
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
小
学
か

ら
大
学
へ
の
う
つ
り
ざ
ま
」
に
着
目
す
れ
ば
、『
小
学
』
の
洒
掃
応
対
と
い
っ
た
行
を
身
に
つ
け
た
上
で
『
大
学
』
の
格
物
致
知
と
い
っ

た
知
の
工
夫
へ
と
移
る
、
行
→
知
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
『
小
学
』
に
お
い
て
も
知
（
浅
）
→
行
（
小
）、『
大
学
』
に
お
い
て

も
知
（
深
）
→
行
（
大
）
で
あ
っ
て
「
知
先
行
後
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

し
て
そ
の
知
行
を
敬
が
貫
通
す
る
と
整
理
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
条
の
み
を
挙
げ
た
が
、『
講
学
鞭
策
録
』
で
は
『
小
学
』
と
『
大
学
』

と
の
関
係
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
し
た
知
―
行
の
関
係
を
『
文
集
』『
語
類
』
等
の
言
葉
を
借
り
て
丹
念
に
開
示
し
、
そ
の
上
で
居
敬
―
窮

理
の
関
係
、
格
物
致
知
に
つ
い
て
の
説
明
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
。

直
方
は
加
茂
で
『
大
学
』
を
熟
読
し
、『
講
学
鞭
策
録
』
に
お
い
て
学
問
に
向
き
合
う
志
を
固
め
た
。
そ
こ
で
力
説
さ
れ
る
の
は
、『
小
学
』

の
下
地
の
上
に
『
大
学
』
の
工
夫
が
あ
り
、両
者
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、ま
た
『
小
学
』『
大
学
』
は
敬
に
よ
っ
て
貫
通
さ
れ
、『
小
学
』

の
知
行
・『
大
学
』
の
知
行
は
敬
の
工
夫
の
土
台
が
あ
っ
て
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
学
問
論
の
構
図
で
あ
り
、そ
の
後
も
終
生
『
大

学
』
の
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
く
。
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格
物
致
知
の
工
夫
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
善
悪
を
弁
別
す
る
「
知
」
の
作
用
は
、
心
の
発
出
に
際
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
を
悪
臭

を
悪
み
好
色
を
好
む
が
如
き
状
態
に
ま
で
十
分
に
詰
め
る
工
夫
が
誠
意
の
工
夫
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
誠
意
の
工
夫
は
普
通
「
行
の

始
（『
語
類
』）」「
善
悪
の
関
（
同
上
）」
な
ど
と
定
義
さ
れ
る
が
、「
誠
意
が
力
行
の
始
と
い
う
こ
と
で
な
し
」、
ま
た
「
誠
意
で
善
悪
の

戦
と
思
う
は
俗
学
の
あ
や
ま
り
、
誠
意
は
善
ば
か
り
で
悪
は
な
し
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
多
少
趣
の
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
誠
意
は
格
物
致
知
に
よ
っ
て
善
悪
の
弁
別
が
済
ま
さ
れ
「
止
ま
る
所
を
知
」
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
心
の
発
出
の
場
に
お
い
て
詰
め
る

工
夫
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
誠
意
の
前
提
段
階
で
あ
る
（
格
物
）
致
知
に
お
い
て
善
は
好
み
悪
は
悪
む
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
善

を
好
み
悪
を
悪
む
と
い
う
行
に
な
っ
て
現
れ
る
。
こ
こ
で
、「
水
火
の
人
を
殺
す
こ
と
を
知
た
る
が
格
物
、
則
心
智
が
こ
の
方
に
ひ
ら
け

て
水
火
を
ふ
む
こ
と
を
せ
ぬ
が
致
知
ぞ
。
舟
は
陸
を
や
ら
れ
ぬ
を
知
る
は
格
物
ぞ
。
そ
ふ
せ
ぬ
は
致
知
ぞ
。
俗
儒
が
知
て
行
は
ぬ
と
云
。

よ
く
し
れ
ば
よ
く
行
は
ぬ
こ
と
な
い
こ
と
也
」〔「
永
井
行
達
平
日
語
」（

（（
（

〕
と
い
う
例
示
を
借
り
る
と
、
水
火
は
危
険
な
性
質
を
有
し
舟
が

陸
上
を
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
「
格
物
」、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
対
す
る
知
が
明
ら
か
に
な
り
、
水
火
に
注
意
を

払
い
舟
を
陸
上
に
て
走
ら
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
致
知
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
誠
意
が
「
行
の
始
」

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
格
物
致
知
の
段
階
に
お
い
て
、「
知
」
と
そ
れ
に
従
い
「
そ
ふ
せ
ぬ
」
と
い
う
「
行
」
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
誠
意
で
「
善
悪
の
戦
（
善
悪
の
峻
別
）」
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
誠
意
の
段
階
で
は
既
に
善
の
み
で
悪
は
な
い

と
説
明
し
て
お
り
、
実
質
的
な
工
夫
は
よ
り
格
物
致
知
の
段
階
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

格
物
致
知
、
そ
し
て
誠
意
の
工
夫
に
よ
っ
て
心
の
発
出
の
場
に
お
い
て
工
夫
が
徹
底
的
に
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
物
に
接ま

じ

わ
る
段
階

に
至
っ
て
は
「
有
所
」
に
誘
引
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
正
す
工
夫
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
が
正
心
で
あ
る
。

　
正
心
に
な
つ
て
は
ゆ
る
み
た
る
み
の
蟻
穴
の
様
な
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
、
此
心
の
物
に
応
ず
る
所
に
微
塵
で
も
心
の
ど
ふ
な
り
と
つ

く
所
、
期
待
・
留
在
・
偏
重
あ
る
な
り
。
そ
れ
を
「
有
所
」
の
二
字
で
云
た
も
の
な
り
。
正
心
章
は
猶
以
て
悪
は
無
し
。
誠
意
の
工
夫

は
心
の
発
出
の
あ
た
ま
、
正
心
の
工
夫
は
心
の
物
に
応
ず
る
所
、
修
身
は
身
の
物
に
交
わ
る
所
、「
身
亦
心
主
之
」
な
れ
ば
格
物
致
知

よ
り
修
身
ま
で
、
皆
心
を
離
る
ヽ
こ
と
は
な
し
。〔「
大
学
補
伝
箚
記
」（

（（
（

〕

　
こ
こ
で
は
、
誠
意
―
心
の
発
出
の
あ
た
ま
、
正
心
―
心
の
物
に
応
じ
る
所
、
修
身
―
身
の
物
に
交
わ
る
所
（
た
だ
し
「
身
亦
心
主
之
」）
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と
か
く
事
理
を
明
白
に
す
る
方
に
か
い
な
く
、
自
家
の
存
念
を
本
に
立
て
、
事
に
接
り
候
故
、
し
ゃ
く
し
ぜ
ふ
ぎ
に
成
申
候
。
理
は

自
然
の
物
な
れ
ば
、
事
理
に
ゆ
が
み
た
る
こ
と
は
無
レ
之
候
。
自
家
の
権
度
が
た
が
ひ
偽
か
ら
、
色
々
の
ま
ど
ひ
、
憂
喜
怒
も
出
申
候
。

「
朝
聞
道
而
夕
死
」
の
章
の
「
皆
実
理
也
―
」
が
そ
れ
を
か
た
る
も
の
に
候
。
あ
ち
は
実
理
な
れ
ば
、
こ
ち
の
心
を
正
ふ
し
て
か
ヽ
れ

と
云
こ
と
に
候
。
格
物
は
事
理
な
り
、
致
知
は
心
知
な
り
。
内
外
一
致
な
り
と
心
得
候
へ
ば
埒
明
申
候
。
格
物
致
知
の
工
夫
に
は
而
后

の
間
は
無
レ
之
候
。
物
格
知
至
の
效
の
所
で
は
、
少
斗
の
而
后
の
あ
や
有
レ
之
候
。『
文
会
筆
録
』
に
も
、
こ
ヽ
の
あ
や
が
す
ま
ぬ
と
見

申
候
。
…
〔「
与
長
谷
川
克
明
手
帖
」（

（（
（

〕

　『
大
学
章
句
』
経
一
章
の
「
致
知
在
格
物
」
と
「
物
格
而
后
知
至
」
が
話
題
と
な
る
箇
所
を
挙
げ
た
。
格
物
致
知
の
工
夫
を
示
す
「
致

知
在
格
物
」
に
お
い
て
は
、事
理
に
格
る
こ
と
と
そ
れ
に
伴
い
心
知
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
は
一
体
の
関
係
で
あ
り
、内
（
心
）
と
外
（
事

理
）
の
一
致
を
目
指
す
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
物
格
→
致
知
と
い
う
「
效
」
の
視
点
か
ら
表
現
す
る
と
な
る
と
、
間
に
「
而
后
」
と
い
う

わ
ず
か
な
緩
衝
が
入
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
言
葉
か
ら
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
自
家
の
存
念
」「
し
や
く
し
じ
ょ
う
ぎ
」「
自
家
の
権
度
」

に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゆ
が
み
な
い
実
理
に
格
っ
た
「
物
格
」
の
状
態
と
、
心
知
き
わ
ま
り
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
「
知
至
」

の
状
態
と
が
直
結
し
な
い
と
い
う
事
態
が
危
惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
こ
ち
の
心
を
正
し
ふ
し
て
か
ヽ
れ
」
と
い
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
、汎
言
す
れ
ば
「
知
」
を
支
え
る
「
敬
」
の
工
夫
が
要
請
さ
れ
る
。「
敬
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
知
」
は
「
真
知
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
心
の
様
態
の
う
え
で
行
わ
れ
る
工
夫
で
あ
っ
て
こ
そ
「
物
格
」
と
「
知
至
」
が
滞
り
な
く
つ
な
が
り
、
ゆ
が
み
な
き
実
理
と

己
の
心
知
と
の
一
致
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
八
条
目
の
次
序
に
従
い
、
格
物
致
知
か
ら
誠
意
の
工
夫
へ
と
移
り
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
知
さ
へ
開
け
れ
ば
克
己
は
入
ぬ
。
格
致
し
た
人
の
誠
意
ぞ
。
誠
意
が
力
行
の
始
と
云
こ
と
で
な
し
。
誠
意
は
十
分
に
な
い
の
を
詰
る
。

悪
レ
悪
好
レ
善
は
よ
け
れ
ど
も
、
悪
臭
好
色
ほ
ど
に
無
故
に
そ
れ
を
詰
る
。
平
世
の
人
な
れ
ば
悪
レ
悪
好
レ
善
で
よ
け
れ
ど
も
、
是
は
格

致
し
た
人
で
有
故
、
少
も
欠
が
有
て
は
免
ぬ
ぞ
。〔「
鳥
山
氏
所
録
」（

（（
（

〕

　
物
の
理
は
明
に
知
て
も
、
此
心
の
発
す
る
処
の
実
否
に
な
つ
て
は
届
か
ぬ
処
あ
る
な
り
。
誠
意
で
善
悪
の
戦
と
思
ふ
は
俗
学
の
あ
や

ま
り
。
誠
意
は
善
ば
か
り
に
て
悪
は
無
し
。
善
の
十
分
に
つ
ま
ら
ぬ
所
の
工
夫
な
り
。〔「
大
学
補
伝
箚
記
」（

（（
（

〕
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格
物
致
知
の
工
夫
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
善
悪
を
弁
別
す
る
「
知
」
の
作
用
は
、
心
の
発
出
に
際
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
を
悪
臭

を
悪
み
好
色
を
好
む
が
如
き
状
態
に
ま
で
十
分
に
詰
め
る
工
夫
が
誠
意
の
工
夫
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
誠
意
の
工
夫
は
普
通
「
行
の

始
（『
語
類
』）」「
善
悪
の
関
（
同
上
）」
な
ど
と
定
義
さ
れ
る
が
、「
誠
意
が
力
行
の
始
と
い
う
こ
と
で
な
し
」、
ま
た
「
誠
意
で
善
悪
の

戦
と
思
う
は
俗
学
の
あ
や
ま
り
、
誠
意
は
善
ば
か
り
で
悪
は
な
し
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
多
少
趣
の
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
誠
意
は
格
物
致
知
に
よ
っ
て
善
悪
の
弁
別
が
済
ま
さ
れ
「
止
ま
る
所
を
知
」
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
心
の
発
出
の
場
に
お
い
て
詰
め
る

工
夫
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
誠
意
の
前
提
段
階
で
あ
る
（
格
物
）
致
知
に
お
い
て
善
は
好
み
悪
は
悪
む
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
善

を
好
み
悪
を
悪
む
と
い
う
行
に
な
っ
て
現
れ
る
。
こ
こ
で
、「
水
火
の
人
を
殺
す
こ
と
を
知
た
る
が
格
物
、
則
心
智
が
こ
の
方
に
ひ
ら
け

て
水
火
を
ふ
む
こ
と
を
せ
ぬ
が
致
知
ぞ
。
舟
は
陸
を
や
ら
れ
ぬ
を
知
る
は
格
物
ぞ
。
そ
ふ
せ
ぬ
は
致
知
ぞ
。
俗
儒
が
知
て
行
は
ぬ
と
云
。

よ
く
し
れ
ば
よ
く
行
は
ぬ
こ
と
な
い
こ
と
也
」〔「
永
井
行
達
平
日
語
」（

（（
（

〕
と
い
う
例
示
を
借
り
る
と
、
水
火
は
危
険
な
性
質
を
有
し
舟
が

陸
上
を
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
「
格
物
」、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
対
す
る
知
が
明
ら
か
に
な
り
、
水
火
に
注
意
を

払
い
舟
を
陸
上
に
て
走
ら
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
致
知
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
誠
意
が
「
行
の
始
」

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
格
物
致
知
の
段
階
に
お
い
て
、「
知
」
と
そ
れ
に
従
い
「
そ
ふ
せ
ぬ
」
と
い
う
「
行
」
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
誠
意
で
「
善
悪
の
戦
（
善
悪
の
峻
別
）」
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
誠
意
の
段
階
で
は
既
に
善
の
み
で
悪
は
な
い

と
説
明
し
て
お
り
、
実
質
的
な
工
夫
は
よ
り
格
物
致
知
の
段
階
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

格
物
致
知
、
そ
し
て
誠
意
の
工
夫
に
よ
っ
て
心
の
発
出
の
場
に
お
い
て
工
夫
が
徹
底
的
に
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
物
に
接ま

じ

わ
る
段
階

に
至
っ
て
は
「
有
所
」
に
誘
引
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
正
す
工
夫
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
が
正
心
で
あ
る
。

　
正
心
に
な
つ
て
は
ゆ
る
み
た
る
み
の
蟻
穴
の
様
な
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
、
此
心
の
物
に
応
ず
る
所
に
微
塵
で
も
心
の
ど
ふ
な
り
と
つ

く
所
、
期
待
・
留
在
・
偏
重
あ
る
な
り
。
そ
れ
を
「
有
所
」
の
二
字
で
云
た
も
の
な
り
。
正
心
章
は
猶
以
て
悪
は
無
し
。
誠
意
の
工
夫

は
心
の
発
出
の
あ
た
ま
、
正
心
の
工
夫
は
心
の
物
に
応
ず
る
所
、
修
身
は
身
の
物
に
交
わ
る
所
、「
身
亦
心
主
之
」
な
れ
ば
格
物
致
知

よ
り
修
身
ま
で
、
皆
心
を
離
る
ヽ
こ
と
は
な
し
。〔「
大
学
補
伝
箚
記
」（

（（
（

〕

　
こ
こ
で
は
、
誠
意
―
心
の
発
出
の
あ
た
ま
、
正
心
―
心
の
物
に
応
じ
る
所
、
修
身
―
身
の
物
に
交
わ
る
所
（
た
だ
し
「
身
亦
心
主
之
」）
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と
か
く
事
理
を
明
白
に
す
る
方
に
か
い
な
く
、
自
家
の
存
念
を
本
に
立
て
、
事
に
接
り
候
故
、
し
ゃ
く
し
ぜ
ふ
ぎ
に
成
申
候
。
理
は

自
然
の
物
な
れ
ば
、
事
理
に
ゆ
が
み
た
る
こ
と
は
無
レ
之
候
。
自
家
の
権
度
が
た
が
ひ
偽
か
ら
、
色
々
の
ま
ど
ひ
、
憂
喜
怒
も
出
申
候
。

「
朝
聞
道
而
夕
死
」
の
章
の
「
皆
実
理
也
―
」
が
そ
れ
を
か
た
る
も
の
に
候
。
あ
ち
は
実
理
な
れ
ば
、
こ
ち
の
心
を
正
ふ
し
て
か
ヽ
れ

と
云
こ
と
に
候
。
格
物
は
事
理
な
り
、
致
知
は
心
知
な
り
。
内
外
一
致
な
り
と
心
得
候
へ
ば
埒
明
申
候
。
格
物
致
知
の
工
夫
に
は
而
后

の
間
は
無
レ
之
候
。
物
格
知
至
の
效
の
所
で
は
、
少
斗
の
而
后
の
あ
や
有
レ
之
候
。『
文
会
筆
録
』
に
も
、
こ
ヽ
の
あ
や
が
す
ま
ぬ
と
見

申
候
。
…
〔「
与
長
谷
川
克
明
手
帖
」（

（（
（

〕

　『
大
学
章
句
』
経
一
章
の
「
致
知
在
格
物
」
と
「
物
格
而
后
知
至
」
が
話
題
と
な
る
箇
所
を
挙
げ
た
。
格
物
致
知
の
工
夫
を
示
す
「
致

知
在
格
物
」
に
お
い
て
は
、事
理
に
格
る
こ
と
と
そ
れ
に
伴
い
心
知
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
は
一
体
の
関
係
で
あ
り
、内
（
心
）
と
外
（
事

理
）
の
一
致
を
目
指
す
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
物
格
→
致
知
と
い
う
「
效
」
の
視
点
か
ら
表
現
す
る
と
な
る
と
、
間
に
「
而
后
」
と
い
う

わ
ず
か
な
緩
衝
が
入
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
言
葉
か
ら
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
自
家
の
存
念
」「
し
や
く
し
じ
ょ
う
ぎ
」「
自
家
の
権
度
」

に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゆ
が
み
な
い
実
理
に
格
っ
た
「
物
格
」
の
状
態
と
、
心
知
き
わ
ま
り
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
「
知
至
」

の
状
態
と
が
直
結
し
な
い
と
い
う
事
態
が
危
惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
こ
ち
の
心
を
正
し
ふ
し
て
か
ヽ
れ
」
と
い
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
、汎
言
す
れ
ば
「
知
」
を
支
え
る
「
敬
」
の
工
夫
が
要
請
さ
れ
る
。「
敬
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
知
」
は
「
真
知
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
心
の
様
態
の
う
え
で
行
わ
れ
る
工
夫
で
あ
っ
て
こ
そ
「
物
格
」
と
「
知
至
」
が
滞
り
な
く
つ
な
が
り
、
ゆ
が
み
な
き
実
理
と

己
の
心
知
と
の
一
致
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
八
条
目
の
次
序
に
従
い
、
格
物
致
知
か
ら
誠
意
の
工
夫
へ
と
移
り
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
知
さ
へ
開
け
れ
ば
克
己
は
入
ぬ
。
格
致
し
た
人
の
誠
意
ぞ
。
誠
意
が
力
行
の
始
と
云
こ
と
で
な
し
。
誠
意
は
十
分
に
な
い
の
を
詰
る
。

悪
レ
悪
好
レ
善
は
よ
け
れ
ど
も
、
悪
臭
好
色
ほ
ど
に
無
故
に
そ
れ
を
詰
る
。
平
世
の
人
な
れ
ば
悪
レ
悪
好
レ
善
で
よ
け
れ
ど
も
、
是
は
格

致
し
た
人
で
有
故
、
少
も
欠
が
有
て
は
免
ぬ
ぞ
。〔「
鳥
山
氏
所
録
」（

（（
（

〕

　
物
の
理
は
明
に
知
て
も
、
此
心
の
発
す
る
処
の
実
否
に
な
つ
て
は
届
か
ぬ
処
あ
る
な
り
。
誠
意
で
善
悪
の
戦
と
思
ふ
は
俗
学
の
あ
や

ま
り
。
誠
意
は
善
ば
か
り
に
て
悪
は
無
し
。
善
の
十
分
に
つ
ま
ら
ぬ
所
の
工
夫
な
り
。〔「
大
学
補
伝
箚
記
」（

（（
（

〕
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こ
ヽ
よ
り
取
た
る
も
の
な
り
。
誠
意
の
章
の
両
箇
の
「
自
」
切
実
の
義
、『
語
類
』
に
説
あ
り
。
凡
「
自
」
の
字
、目
を
着
く
べ
し
。「
自
」

の
字
に
眼
を
着
け
て
す
れ
ば
、何
事
を
す
る
も
皆
真
実
親
切
な
り
。
扨
、「
自
」
の
字
の
意
は
少
に
て
も
外
へ
向
ふ
心
な
く
我
が
心
な
り
。

吾
心
中
へ
引
き
わ
け
て
如
何
と
看
る
を
云
な
り
。〔「
大
学
皆
自
明
説
」（

（（
（

〕

　
心
を
磨
く
と
い
う
心
の
位
相
の
工
夫
を
真
実
親
切
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
「
自
の
意
」
が
重
要
で
あ
り
、『
大
学
』
解
釈
に
お
い
て

は
「
自
」
の
字
に
着
目
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。『
大
学
』
経
の
朱
註
に
「
既
に
自
ら
其
の
明
徳
を
明
ら
か
に
し
て
…
」、
明
徳
に
つ
い

て
の
伝
一
章
「
皆
、
自
ら
明
ら
か
に
す
る
な
り
」、
新
民
に
つ
い
て
の
伝
二
章
「
康
誥
曰
、
作
新
民
」
の
朱
註
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
其
の
自

ら
新
た
に
す
る
民
を
振
ひ
起
こ
す
な
り
」、
誠
意
に
つ
い
て
の
伝
六
章
「
所
謂
其
の
意
を
誠
に
す
と
は
、
自
ら
欺
く
こ
と
毋
き
な
り
。
悪

臭
を
悪
む
が
如
く
、
好
色
を
好
む
が
如
し
。
此
れ
を
之
れ
自
ら
謙
く
す
と
謂
ふ
。
故
に
君
子
は
必
ず
其
の
独
を
慎
む
な
り
」
に
あ
ら
わ
れ

る
「
自
」
の
字
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
先
に
述
べ
た
「
作
新
民
」
の
読
み
の
問
題
も
「
新
た
に
す
る
民

を
作
す
」
と
読
む
こ
と
に
な
る
。

　
扨
、
新
民
上
で
も
、
民
が
自
新
に
す
る
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
。
何
程
上
か
ら
下
知
し
て
も
、
民
ど
も
が
我
と
自
か
ら
勉
め
進
む
に
あ

ら
ざ
れ
ば
、
蓮
の
葉
に
水
を
か
け
る
如
く
湿
ひ
染
み
つ
く
こ
と
な
け
れ
ば
用
に
立
ず
。
俗
に
云
、
つ
け
や
き
ば
な
り
。〔「
大
学
皆
自
明

説
」（

（（
（

〕

　
ま
た
、
次
の
言
葉
を
見
て
も
「
自
」
字
が
注
目
さ
れ
、
民
の
「
自
新
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
民
を
新
に
す
る
こ
と
は
あ
り
。人
に
新
に
し
て
も
ら
ふ
こ
と
は
聖
賢
の
書
に
な
し
。「
新
民
」の「
使
」の
字
見
る
べ
し
。「
自
新
」の「
自
」

の
字
は
民
の
力
な
り
。〔「
学
談
雑
録
」（

（（
（

〕

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
作
新
民
説
」
に
お
い
て
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
学
友
『
大
学
』
新
民
の
伝
、「
作
新
」
の
二
字
連
綿
の
説
、『
書
経
』
と
『
大
学
』
を
一
意
に
看
た
き
と
思
ふ
か
ら
の
論
説
な
り
。「
作
新
」

の
二
字
、
な
る
程
連
綿
し
た
文
字
な
れ
ば
、『
書
経
』
の
様
に
取
て
文
字
の
正
当
な
り
。
夫
を
『
大
学
』
伝
者
、
活
し
て
「
作
」
と
ひ

き
分
け
て
云
た
も
の
な
り
。
…
…
敬
義
先
生
の
『
或
問
』
別
発
一
意
の
説
、『
蒙
引
』
未
定
の
説
皆
非
な
り
。『
大
学
章
句
』・『
或
問
』

な
れ
ば
章
句
の
様
に
云
筈
な
り
。『
書
経
』の
吟
味
は
入
る
こ
と
に
非
ず
。「
舎
其
旧
而
進
乎
新
也〔『
或
問
』〕」の
字
と「
又
自
新
而
已〔『
或
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と
、
八
条
目
の
修
身
ま
で
の
工
夫
が
「
心
」
に
焦
点
を
当
て
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
直
方
は
「
修
身
」
に
つ
い
て
も
、
た
だ
肉
身
を
修
め

る
こ
と
で
は
な
い
と
強
調
す
る
。

　『
大
学
』
八
章
目
の
註
に
「
其
所
向
而
不
加
察
焉
、
則
必
陥
於
一
偏
而
身
不
修
矣
」
と
、
心
へ
来
た
ぞ
。
修
身
と
て
肉
を
お
さ
む
る

こ
と
で
な
い
ぞ
。〔「
鳥
山
氏
所
蔵
先
生
談
」（

（（
（

〕

　
伝
八
章
の
朱
註
「（
常
人
の
情
は
唯
だ
）
其
の
向
ふ
所
の
ま
ま
に
し
て
察
を
加
へ
ざ
れ
ば
、
則
ち
必
ず
一
偏
に
陷
り
て
身
修
ま
ら
ず
」

を
引
用
し
、
修
身
の
工
夫
で
あ
っ
て
も
心
の
位
相
が
中
心
で
あ
っ
た
と
看
做
し
て
い
る
。
こ
こ
に
着
目
す
れ
ば
、
直
方
に
と
っ
て
「
修
身
」

の
工
夫
の
場
は
「
肉
身
」
よ
り
「
心
（
性
情
の
統
体
と
し
て
の
心
）」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で『
大
学
』八
条
目
の
格
物
～
修
身
を
直
方
の
講
義
を
引
用
し
つ
つ
振
り
返
っ
て
き
た
。
闇
斎
に
よ
っ
て
内（
敬
内
）外（
義
外
）

と
『
大
学
』
八
条
目
と
の
対
応
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
直
方
の
立
場
に
立
ち
こ
の
関
係
を
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
―
格
物
・
内
―
致
知

と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
闇
斎
の
考
え
て
い
た
構
図
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、ま
た
闇
斎
ほ
ど
内
外
（
敬
内
義
外
）

と
八
条
目
と
を
関
連
付
け
る
主
張
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
八
条
目
の
内
容
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
工
夫
の
重
心
は
格

物
致
知
に
置
か
れ
、
闇
斎
ほ
ど
修
身
に
向
け
ら
れ
る
熱
量
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
誠
意
・
正
心
だ
け
で
な
く
修
身
ま
で
も

が
心
を
中
心
と
し
た
視
点
か
ら
整
理
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
本
節
で
は
確
認
し
た
。
そ
の
点
で
は
『
大
学
』
を
「
心
」
を
中
心
に
解

釈
す
る
と
い
う
立
場
が
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
直
方
の
「
自
」
の
視
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
通

し
て
更
に
考
察
し
た
い
。

五
、「
自
」
の
重
視

直
方
の『
大
学
』解
釈
に
お
い
て
は
、「
自
」の
字
を
重
視
し
た
読
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
六
十
四
歳
時
に『
大
学
』に
つ
い
て
論
じ
た「
大

学
皆
自
明
説
」「
大
学
作
新
民
説
」を
見
る
と
、そ
こ
で
は「
自
」字
を
中
心
と
す
る『
大
学
』解
釈
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て「
大

学
皆
自
明
説
」
を
挙
げ
て
、
そ
の
理
解
を
辿
っ
て
み
た
い
。

　
人
々
我
心
を
磨
く
に
「
自
」
の
意
な
け
れ
ば
何
を
す
る
も
皆
虚
偽
な
り
。
三
綱
領
の
章
句
、「
既
自
明
其
明
徳
」
の
「
自
」
の
字
も
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。
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。
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さ
む
る

こ
と
で
な
い
ぞ
。〔「
鳥
山
氏
所
蔵
先
生
談
」（

（（
（

〕

　
伝
八
章
の
朱
註
「（
常
人
の
情
は
唯
だ
）
其
の
向
ふ
所
の
ま
ま
に
し
て
察
を
加
へ
ざ
れ
ば
、
則
ち
必
ず
一
偏
に
陷
り
て
身
修
ま
ら
ず
」

を
引
用
し
、
修
身
の
工
夫
で
あ
っ
て
も
心
の
位
相
が
中
心
で
あ
っ
た
と
看
做
し
て
い
る
。
こ
こ
に
着
目
す
れ
ば
、
直
方
に
と
っ
て
「
修
身
」

の
工
夫
の
場
は
「
肉
身
」
よ
り
「
心
（
性
情
の
統
体
と
し
て
の
心
）」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で『
大
学
』八
条
目
の
格
物
～
修
身
を
直
方
の
講
義
を
引
用
し
つ
つ
振
り
返
っ
て
き
た
。
闇
斎
に
よ
っ
て
内（
敬
内
）外（
義
外
）

と
『
大
学
』
八
条
目
と
の
対
応
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
直
方
の
立
場
に
立
ち
こ
の
関
係
を
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
―
格
物
・
内
―
致
知

と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
闇
斎
の
考
え
て
い
た
構
図
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、ま
た
闇
斎
ほ
ど
内
外
（
敬
内
義
外
）

と
八
条
目
と
を
関
連
付
け
る
主
張
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
八
条
目
の
内
容
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
工
夫
の
重
心
は
格

物
致
知
に
置
か
れ
、
闇
斎
ほ
ど
修
身
に
向
け
ら
れ
る
熱
量
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
誠
意
・
正
心
だ
け
で
な
く
修
身
ま
で
も

が
心
を
中
心
と
し
た
視
点
か
ら
整
理
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
本
節
で
は
確
認
し
た
。
そ
の
点
で
は
『
大
学
』
を
「
心
」
を
中
心
に
解

釈
す
る
と
い
う
立
場
が
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
直
方
の
「
自
」
の
視
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
通

し
て
更
に
考
察
し
た
い
。

五
、「
自
」
の
重
視

直
方
の『
大
学
』解
釈
に
お
い
て
は
、「
自
」の
字
を
重
視
し
た
読
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
六
十
四
歳
時
に『
大
学
』に
つ
い
て
論
じ
た「
大

学
皆
自
明
説
」「
大
学
作
新
民
説
」を
見
る
と
、そ
こ
で
は「
自
」字
を
中
心
と
す
る『
大
学
』解
釈
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て「
大

学
皆
自
明
説
」
を
挙
げ
て
、
そ
の
理
解
を
辿
っ
て
み
た
い
。

　
人
々
我
心
を
磨
く
に
「
自
」
の
意
な
け
れ
ば
何
を
す
る
も
皆
虚
偽
な
り
。
三
綱
領
の
章
句
、「
既
自
明
其
明
徳
」
の
「
自
」
の
字
も
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誠
意
の
章
、
自
字
よ
り
み
よ
。
在
外
の
字
、
夢
に
も
出
ぬ
。

　
正
心
は
内
か
ら
つ
き
出
ぬ
。
誠
意
そ
と
か
ら
内
へ
つ
き
こ
む
。〔
以
上
「
稲
葉
正
義
録
第
一
」（

（（
（

〕

と
表
現
さ
れ
、
ま
た
、

　
自
の
字
に
眼
を
着
け
て
す
れ
ば
、
何
事
を
す
る
も
皆
真
実
親
切
な
り
。
扨
、
自
の
字
の
意
は
少
に
て
も
外
へ
向
ふ
心
な
く
、
我
が
心

な
り
。
吾
心
中
へ
引
き
わ
け
て
如
何
と
看
る
を
云
な
り
。〔「
大
学
皆
自
明
説
」（

（（
（

〕

と
い
う
表
現
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
誠
意
の
工
夫
と
は
「
内
へ
く
る
」・「
外
か
ら
内
へ
つ
き
こ
む
」、
す
な
わ
ち
内
（
自
己
の
心
）
に
徹

底
的
に
適
応
す
る
外
→
内
（
心
）
方
向
の
工
夫
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
「
自
」
字
に
目
を
付
け
る
『
大
学
』
の
読
み
に
つ
い
て
概
括
す
れ
ば
、
三
綱
領
の
「
自
ら
明
ら
か
に
す
」・「
自
ら
新
た
に
す
」、

そ
し
て
八
条
目
中
の
誠
意
「
自
欺
」「
自
謙
」
に
重
心
を
置
き
『
大
学
』
を
読
む
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
自
」
の
工
夫
と
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
例
を
引
用
し
て
お
く
。

　
但
、
腰
ぬ
け
で
は
な
く
、
死
す
る
場
を
死
な
ざ
る
場
と
取
ち
が
へ
て
を
く
れ
た
る
様
に
見
ゆ
る
こ
と
あ
り
。
夫
は
其
人
の
知
の
足
ら

ぬ
と
云
も
の
な
り
。
然
れ
ば
士
が
道
理
を
知
ら
ざ
る
は
残
多
き
こ
と
な
り
。
死
な
ざ
る
場
を
死
す
る
筈
と
心
得
る
は
、
犬
死
を
す
る
な

り
。
死
す
る
場
を
死
な
ざ
る
場
と
取
ち
が
ゆ
る
は
、
腰
抜
け
の
札
を
付
ら
る
ヽ
な
り
。
此
所
を
能
々
分
別
す
べ
き
こ
と
な
り
。
扨
又
死

な
ざ
る
場
と
思
に
、
道
理
を
知
た
る
人
が
、
死
す
る
場
な
る
と
云
聞
せ
、
と
く
と
合
点
し
て
死
す
れ
ば
、
人
に
云
れ
て
仕
た
様
な
れ
ど

も
、
と
く
と
合
点
し
て
進
ん
で
死
す
れ
ば
、
人
に
教
へ
ら
れ
て
も
自
ら
死
だ
と
云
も
の
な
り
。
こ
ヽ
で
は
又
、
朋
友
の
た
す
け
な
く
て
は

不
レ
叶
こ
と
な
り
。
扨
、
進
士
の
君
父
に
事
る
も
、
自
の
合
点
な
け
れ
ば
一
日
雇
い
の
人
夫
同
前
な
り
。
君
父
か
ら
懇
意
な
れ
ば
忠
孝

を
す
れ
ば
、
商
売
に
な
る
な
り
。
向
に
構
は
ず
、
我
一
分
の
当
然
を
尽
す
に
て
な
け
れ
ば
、
自
ら
に
て
は
な
し
。
君
父
の
前
に
居
る
と

き
ば
か
り
忠
孝
を
し
て
、
退
て
我
独
の
場
に
て
忠
孝
を
忘
る
ヽ
な
れ
ば
、
自
の
意
に
て
な
し
。〔「
大
学
皆
自
明
説
」（

（（
（

〕

と
、「
大
学
皆
自
明
説
」
で
は
具
体
的
な
場
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
。
死
に
際
を
「
と
く
と
合
点
し
進
ん
で
」
行
動
に
移
す
こ
と
が
要

請
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
「
自
ら
」
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
、「
自
ら
」
新
た
に
す
る
民
と
い
う
自
力
主
義
の
意
識
が
強
く
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
君
・
父
か
ら
の
見
返
り
に
関
わ
ら
ず
、
如
何
な
る
場
で
も
忠
・
孝
の
意
識
を
持
ち
続
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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問
』〕」
の
「
新
」
の
字
と
同
こ
と
で
、民
の
方
を
云
。
君
の
方
か
ら
新
に
し
て
や
う
は
「
作
」
の
字
な
り
。「
鼓
舞
而
作
興
之
〔『
或
問
』〕」

が
経
文
「
新
民
」
の
「
新
」
の
字
に
当
る
。「
振
奮
踴
躍
以
云
々
乎
新
也
〔『
或
問
』〕」
が
伝
文
「
作
新
民
」
の
「
新
」
の
字
に
あ
た
る
。

夫
故
に
『
章
句
』
に
「
振
起
其
自
新
之
民
」
と
し
た
も
の
な
り
。〔「
大
学
作
新
民
説
」（

（（
（

〕

『
大
学
』伝
文
と
そ
の
引
用
元
で
あ
る『
書
経
』の
読
み
の
差
、ま
た
敬
義
先
生（
闇
斎
）に
よ
る『
章
句
』（
新
に
す
る
民
を
作
す
）と『
或

問
』（
民
を
作
新
す
）
と
の
読
み
の
差
が
存
在
し
て
い
た
な
か
で
、
直
方
の
読
み
は
「
新
た
に
す
る
民
を
作
す
」、
つ
ま
り
「
自
ら
新
た
に

す
る
民
」
を
「
振
ひ
起
こ
す
」
と
い
う
民
の
自
力
主
義
に
一
層
熱
量
が
向
け
ら
れ
た
読
み
に
定
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
伝
文
の
「
作
新
民
」

の
み
な
ら
ず
経
文
の
「
新
民
」
に
つ
い
て
も
そ
の
民
の
「
自
新
」
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
伝
文
「
作
新
民
」
の
「
作
」
は
君
上
・

「
新
」
は
下
民
、経
文
「
新
民
」
の
「
新
」
は
君
上
が
そ
の
主
体
で
あ
り
、経
と
伝
の
「
新
」
字
上
の
主
体
が
異
な
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
「
新
民
」
と
汎
言
し
た
際
は
、
明
明
徳
が
成
就
し
た
者
（
具
体
的
に
は
君
上
・
選
良
）
よ
り
も
、
民
の
自
新
に
重
き
が
置
か

れ
る
の
で
あ
る
。「
自
」
字
に
注
目
す
る
『
大
学
』
の
読
み
で
は
、
明
徳
・
新
民
と
も
に
そ
の
中
心
が
「
自
ら
」
明
ら
か
に
し
新
た
に
す

る
こ
と
に
集
約
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
自
」
字
に
留
意
し
て
再
度
八
条
目
を
読
む
と
誠
意
章
が
重
視
さ
れ
る
。『
大
学
章
句
』
伝
六
章
で
は
誠
意
に
つ
い
て
、「
所
謂

其
の
意
を
誠
に
す
と
は
、
自
ら
欺
く
こ
と
毋
き
な
り
。
悪
臭
を
悪
む
が
如
く
、
好
色
を
好
む
が
如
し
。
此
れ
を
之
れ
自
ら
謙
く
す
と
謂
ふ
。

故
に
君
子
は
必
ず
其
の
独
を
慎
む
な
り
。（
所
謂
誠
其
意
者
、
毋
自
欺
也
。
如
悪
悪
臭
、
如
好
好
色
、
此
之
謂
自
謙
。
故
君
子
必
慎
其
独

也
。）」
と
説
明
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
直
方
の
「
大
学
皆
自
明
説
」
に
「
誠
意
の
章
の
両
箇
の
「
自
」、
切
実
の
義
、『
語
類
』
に
説
あ
り
。

凡
「
自
」
の
字
目
を
着
く
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、誠
意
章
の
「
自
」
字
に
着
目
す
る
こ
と
自
体
は
直
方
の
創
見
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

自
身
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、『
語
類
』に
は「
誠
意
章
皆
在
両
箇『
自
』字
上
用
功
。（
巻
十
六
、大
学
三
）」と
あ
り
、「
自
欺
」と「
自
謙
」

と
の
両
箇
の
「
自
」
の
字
が
重
要
と
な
る
。
さ
ら
に
直
方
は
「『
大
学
』
誠
意
の
章
、
自
の
意
を
至
極
に
云
ぬ
き
た
る
も
の
な
り
。
自
の

成
就
し
た
る
が
誠
意
な
り
。
其
反
が
欺
な
り
」
と
続
け
、
こ
の
誠
意
章
が
「
自
の
成
就
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
誠
意

章
に
つ
い
て
の
解
釈
は
直
方
の
他
の
語
録
に
も
散
見
し
、
そ
こ
で
は
、

　
格
物
は
四
方
八
面
み
は
る
。
誠
意
は
内
へ
く
る
。
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誠
意
の
章
、
自
字
よ
り
み
よ
。
在
外
の
字
、
夢
に
も
出
ぬ
。

　
正
心
は
内
か
ら
つ
き
出
ぬ
。
誠
意
そ
と
か
ら
内
へ
つ
き
こ
む
。〔
以
上
「
稲
葉
正
義
録
第
一
」（

（（
（

〕

と
表
現
さ
れ
、
ま
た
、

　
自
の
字
に
眼
を
着
け
て
す
れ
ば
、
何
事
を
す
る
も
皆
真
実
親
切
な
り
。
扨
、
自
の
字
の
意
は
少
に
て
も
外
へ
向
ふ
心
な
く
、
我
が
心

な
り
。
吾
心
中
へ
引
き
わ
け
て
如
何
と
看
る
を
云
な
り
。〔「
大
学
皆
自
明
説
」（

（（
（

〕

と
い
う
表
現
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
誠
意
の
工
夫
と
は
「
内
へ
く
る
」・「
外
か
ら
内
へ
つ
き
こ
む
」、
す
な
わ
ち
内
（
自
己
の
心
）
に
徹

底
的
に
適
応
す
る
外
→
内
（
心
）
方
向
の
工
夫
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
「
自
」
字
に
目
を
付
け
る
『
大
学
』
の
読
み
に
つ
い
て
概
括
す
れ
ば
、
三
綱
領
の
「
自
ら
明
ら
か
に
す
」・「
自
ら
新
た
に
す
」、

そ
し
て
八
条
目
中
の
誠
意
「
自
欺
」「
自
謙
」
に
重
心
を
置
き
『
大
学
』
を
読
む
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
自
」
の
工
夫
と
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
例
を
引
用
し
て
お
く
。

　
但
、
腰
ぬ
け
で
は
な
く
、
死
す
る
場
を
死
な
ざ
る
場
と
取
ち
が
へ
て
を
く
れ
た
る
様
に
見
ゆ
る
こ
と
あ
り
。
夫
は
其
人
の
知
の
足
ら

ぬ
と
云
も
の
な
り
。
然
れ
ば
士
が
道
理
を
知
ら
ざ
る
は
残
多
き
こ
と
な
り
。
死
な
ざ
る
場
を
死
す
る
筈
と
心
得
る
は
、
犬
死
を
す
る
な

り
。
死
す
る
場
を
死
な
ざ
る
場
と
取
ち
が
ゆ
る
は
、
腰
抜
け
の
札
を
付
ら
る
ヽ
な
り
。
此
所
を
能
々
分
別
す
べ
き
こ
と
な
り
。
扨
又
死

な
ざ
る
場
と
思
に
、
道
理
を
知
た
る
人
が
、
死
す
る
場
な
る
と
云
聞
せ
、
と
く
と
合
点
し
て
死
す
れ
ば
、
人
に
云
れ
て
仕
た
様
な
れ
ど

も
、
と
く
と
合
点
し
て
進
ん
で
死
す
れ
ば
、
人
に
教
へ
ら
れ
て
も
自
ら
死
だ
と
云
も
の
な
り
。
こ
ヽ
で
は
又
、
朋
友
の
た
す
け
な
く
て
は

不
レ
叶
こ
と
な
り
。
扨
、
進
士
の
君
父
に
事
る
も
、
自
の
合
点
な
け
れ
ば
一
日
雇
い
の
人
夫
同
前
な
り
。
君
父
か
ら
懇
意
な
れ
ば
忠
孝

を
す
れ
ば
、
商
売
に
な
る
な
り
。
向
に
構
は
ず
、
我
一
分
の
当
然
を
尽
す
に
て
な
け
れ
ば
、
自
ら
に
て
は
な
し
。
君
父
の
前
に
居
る
と

き
ば
か
り
忠
孝
を
し
て
、
退
て
我
独
の
場
に
て
忠
孝
を
忘
る
ヽ
な
れ
ば
、
自
の
意
に
て
な
し
。〔「
大
学
皆
自
明
説
」（

（（
（

〕

と
、「
大
学
皆
自
明
説
」
で
は
具
体
的
な
場
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
。
死
に
際
を
「
と
く
と
合
点
し
進
ん
で
」
行
動
に
移
す
こ
と
が
要

請
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
「
自
ら
」
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
、「
自
ら
」
新
た
に
す
る
民
と
い
う
自
力
主
義
の
意
識
が
強
く
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
君
・
父
か
ら
の
見
返
り
に
関
わ
ら
ず
、
如
何
な
る
場
で
も
忠
・
孝
の
意
識
を
持
ち
続
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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問
』〕」
の
「
新
」
の
字
と
同
こ
と
で
、民
の
方
を
云
。
君
の
方
か
ら
新
に
し
て
や
う
は
「
作
」
の
字
な
り
。「
鼓
舞
而
作
興
之
〔『
或
問
』〕」

が
経
文
「
新
民
」
の
「
新
」
の
字
に
当
る
。「
振
奮
踴
躍
以
云
々
乎
新
也
〔『
或
問
』〕」
が
伝
文
「
作
新
民
」
の
「
新
」
の
字
に
あ
た
る
。

夫
故
に
『
章
句
』
に
「
振
起
其
自
新
之
民
」
と
し
た
も
の
な
り
。〔「
大
学
作
新
民
説
」（

（（
（

〕

『
大
学
』伝
文
と
そ
の
引
用
元
で
あ
る『
書
経
』の
読
み
の
差
、ま
た
敬
義
先
生（
闇
斎
）に
よ
る『
章
句
』（
新
に
す
る
民
を
作
す
）と『
或

問
』（
民
を
作
新
す
）
と
の
読
み
の
差
が
存
在
し
て
い
た
な
か
で
、
直
方
の
読
み
は
「
新
た
に
す
る
民
を
作
す
」、
つ
ま
り
「
自
ら
新
た
に

す
る
民
」
を
「
振
ひ
起
こ
す
」
と
い
う
民
の
自
力
主
義
に
一
層
熱
量
が
向
け
ら
れ
た
読
み
に
定
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
伝
文
の
「
作
新
民
」

の
み
な
ら
ず
経
文
の
「
新
民
」
に
つ
い
て
も
そ
の
民
の
「
自
新
」
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
伝
文
「
作
新
民
」
の
「
作
」
は
君
上
・

「
新
」
は
下
民
、経
文
「
新
民
」
の
「
新
」
は
君
上
が
そ
の
主
体
で
あ
り
、経
と
伝
の
「
新
」
字
上
の
主
体
が
異
な
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
「
新
民
」
と
汎
言
し
た
際
は
、
明
明
徳
が
成
就
し
た
者
（
具
体
的
に
は
君
上
・
選
良
）
よ
り
も
、
民
の
自
新
に
重
き
が
置
か

れ
る
の
で
あ
る
。「
自
」
字
に
注
目
す
る
『
大
学
』
の
読
み
で
は
、
明
徳
・
新
民
と
も
に
そ
の
中
心
が
「
自
ら
」
明
ら
か
に
し
新
た
に
す

る
こ
と
に
集
約
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
自
」
字
に
留
意
し
て
再
度
八
条
目
を
読
む
と
誠
意
章
が
重
視
さ
れ
る
。『
大
学
章
句
』
伝
六
章
で
は
誠
意
に
つ
い
て
、「
所
謂

其
の
意
を
誠
に
す
と
は
、
自
ら
欺
く
こ
と
毋
き
な
り
。
悪
臭
を
悪
む
が
如
く
、
好
色
を
好
む
が
如
し
。
此
れ
を
之
れ
自
ら
謙
く
す
と
謂
ふ
。

故
に
君
子
は
必
ず
其
の
独
を
慎
む
な
り
。（
所
謂
誠
其
意
者
、
毋
自
欺
也
。
如
悪
悪
臭
、
如
好
好
色
、
此
之
謂
自
謙
。
故
君
子
必
慎
其
独

也
。）」
と
説
明
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
直
方
の
「
大
学
皆
自
明
説
」
に
「
誠
意
の
章
の
両
箇
の
「
自
」、
切
実
の
義
、『
語
類
』
に
説
あ
り
。

凡
「
自
」
の
字
目
を
着
く
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、誠
意
章
の
「
自
」
字
に
着
目
す
る
こ
と
自
体
は
直
方
の
創
見
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

自
身
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、『
語
類
』に
は「
誠
意
章
皆
在
両
箇『
自
』字
上
用
功
。（
巻
十
六
、大
学
三
）」と
あ
り
、「
自
欺
」と「
自
謙
」

と
の
両
箇
の
「
自
」
の
字
が
重
要
と
な
る
。
さ
ら
に
直
方
は
「『
大
学
』
誠
意
の
章
、
自
の
意
を
至
極
に
云
ぬ
き
た
る
も
の
な
り
。
自
の

成
就
し
た
る
が
誠
意
な
り
。
其
反
が
欺
な
り
」
と
続
け
、
こ
の
誠
意
章
が
「
自
の
成
就
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
誠
意

章
に
つ
い
て
の
解
釈
は
直
方
の
他
の
語
録
に
も
散
見
し
、
そ
こ
で
は
、

　
格
物
は
四
方
八
面
み
は
る
。
誠
意
は
内
へ
く
る
。
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六
、
小
結

以
上
、
闇
斎
学
派
、
特
に
佐
藤
直
方
に
お
け
る
『
大
学
』
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
闇
斎
に
よ
り
『
大
学
』
の
世
界
観
と
内
外
（
敬

内
義
外
）
の
観
念
と
が
積
極
的
に
対
比
さ
れ
、
八
条
目
が
「
内
（
心
身
）」
―
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
、「
外
」
―
斉
家
・
治
国
・

平
天
下
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
内
」
が
単
に
心
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
心
身
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
り
、

や
や
「
身
」
に
重
心
を
置
い
た
『
大
学
』
の
読
み
と
な
り
、
三
綱
領
の
「
明
明
徳
」
に
対
し
て
も
よ
り
現
実
態
を
意
識
し
た
説
明
が
下
さ

れ
て
い
た
。
門
人
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
闇
斎
の
解
釈
に
触
れ
、『
大
学
』
と
心
身
と
の
関
係
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
直
方
は
闇
斎
の
『
大
学
』
の
読
み
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
先
ず
内
外
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、あ
く
ま
で
も
「
内
」
は
心
・「
外
」

は
身
よ
り
外
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
自
身
の
信
じ
た
朱
子
学
的
立
場
を
貫
い
て
い
た
と
言
え
る
。「
敬
内
義
外
」
と
八
条
目
の

連
関
に
つ
い
て
積
極
的
に
自
説
を
披
露
す
る
こ
と
は
無
い
が
、
そ
れ
で
も
「
内
」
―
致
知
、「
外
」
―
格
物
と
言
及
し
、
闇
斎
説
と
は
相

容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
致
知
以
降
の
工
夫
を
、
誠
意
―
「
心
の
発
出
の
あ
た
ま
」・
正
心
―
「
心
の
物
に
応
ず
る
所
」・

修
身
―
「
身
の
物
に
交
わ
る
所
、
身
も
亦
た
心
、
之
を
主
る
」
と
整
理
し
、
ま
た
「
修
身
と
て
肉
を
お
さ
む
る
こ
と
で
は
な
い
ぞ
」
と
い

う
表
現
等
か
ら
考
え
て
も
、『
大
学
』解
釈
に
お
い
て
心
の
位
相
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
六
十
四
歳
時
の
論
文
で
は
、

「
自
」
字
に
着
目
し
た
『
大
学
解
釈
』
が
構
築
さ
れ
た
。
三
綱
領
に
関
し
て
は
「
自
明
」・「
自
新
」
と
い
う
自
力
主
義
に
熱
量
を
注
ぐ
「
明

明
徳
」・「
新
民
」
の
読
み
が
展
開
さ
れ
る
。
ま
た
八
条
目
で
は
「
誠
意
」
が
「
自
の
成
就
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
そ
の
「
毋
自
欺
」・「
毋

自
謙
」
の
工
夫
を
「
自
」
の
場
に
お
い
て
徹
底
的
に
適
用
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
自
」
の
工
夫
は
、
決
し
て
排

他
的
な
姿
勢
で
は
な
く
、
道
理
を
知
る
者
・
朱
子
・
先
聖
賢
の
言
葉
を
よ
す
が
に
し
て
進
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は
「
自
己
の
理
」
を
信
じ

る
に
至
る
と
い
う
学
問
論
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
注
〕（

１
） 『
大
学
』
に
関
連
す
る
直
方
の
事
蹟
を
ま
と
め
て
お
く
。
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こ
れ
は
、
誠
意
章
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
自
ら
欺
く
こ
と
」
も
「
自
ら
謙
く
す
」
る
こ
と
も
な
く
、
わ
れ
独
り
の
場
に
お
い
て
（
究

極
的
に
は
自
身
の
心
と
い
う
場
に
お
い
て
）「
我
一
分
の
当
然
」
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
が
「
自
の
意
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
自
」
の
場

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
他
者
と
の
関
わ
り
か
ら
完
全
に
隔
絶
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
朋
友
の
助
け
に
よ
っ
て
自
身
で
「
と
く
と
合
点
」
し
て
行
え
ば
、
そ
れ
は
「
自
」
ら
行
っ
た
こ
と
と
同
義
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
朋
友
の
助
け
無
し
で
は
叶
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
「
自
」
の
工
夫
に
は
朋
友
の
助
け
の
入
る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
そ
の
助
け
と
は
「
道
理
を
知
た
る
人
」
の
「
云

聞
せ
」
で
あ
り
、
突
き
詰
め
て
い
け
ば
聖
賢
の
教
え
・
聖
人
の
書
に
求
め
ら
れ
て
い
く
。

　
道
理
を
見
付
て
信
ず
る
は
大
き
な
こ
と
。
朱
子
の
説
が
斯
ふ
あ
る
と
そ
れ
を
力
に
し
て
今
日
の
持
守
に
す
る
も
余
程
の
こ
と
な
り
。

子
夏
篤
二-

信
聖
人
一
の
方
な
り
。
貧
は
士
之
常
と
云
語
を
一
つ
き
つ
と
守
て
も
大
き
な
こ
と
な
り
。
孔
孟
程
朱
の
語
を
杖
に
つ
い
て
た

ほ
れ
ぬ
ほ
ど
に
学
問
を
す
れ
ば
本
望
な
る
こ
と
な
り
。
今
時
学
者
は
盲
者
の
杖
な
き
や
う
な
る
も
の
な
り
。
無
レ
所
レ
不
レ
至
矣
。
延
平

の
艱
難
に
あ
た
つ
た
時
、
古
人
の
艱
難
に
あ
ふ
た
を
思
ひ
、
く
ら
べ
て
そ
れ
を
杖
に
す
る
の
言
可
レ
考
。〔「
学
談
雑
録
」（

（（
（

〕

　
そ
し
て
そ
の
聖
賢
の
言
を
よ
す
が
に
し
て
学
問
の
習
熟
を
図
り
、
最
終
的
に
は
自
己
の
理
を
信
じ
る
こ
と
か
な
う
状
態
に
達
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
る
。

　
学
者
は
自
己
の
理
を
信
ず
る
で
な
け
れ
ば
、
本
の
こ
と
で
は
な
い
。
聖
賢
を
信
ず
る
は
、
善
い
は
善
い
け
れ
ど
も
、
我
理
を
信
ず
る

に
は
及
ば
ぬ
。
曾
子
・
子
夏
に
て
見
る
べ
し
。
程
子
曰
、
信
レ
人
而
不
レ
信
レ
理
。
神
道
者
の
神
明
を
信
じ
て
、
あ
そ
こ
へ
と
り
つ
く
は
、

本
を
失
ふ
た
も
の
な
り
。
人
々
有
レ
尊
二
於
己
一
者
、
天
理
也
、
其
尊
無
レ
対
。
我
心
よ
り
外
に
頼
み
力
に
す
る
こ
と
は
な
い
。「
明
々
徳
」

の
三
字
、『
章
句
』
の
「
自
」
の
字
、
宜
レ
味
レ
之
。〔「
学
談
雑
録
」（

（（
（

〕

　
や
や
急
迫
し
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、「
篤
信
聖
人
（
聖
人
の
語
を
通
し
て
理
を
と
く
と
合
点
す
る
」
→
「
篤
信
我
理
（
我
心
知
と
篤
信

す
べ
き
天
理
と
一
致
す
る
に
到
る
こ
と
）」
と
い
う
工
夫
を
意
識
し
て
、「
自
」
の
字
を
吟
味
し
『
大
学
』
を
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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六
、
小
結

以
上
、
闇
斎
学
派
、
特
に
佐
藤
直
方
に
お
け
る
『
大
学
』
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
闇
斎
に
よ
り
『
大
学
』
の
世
界
観
と
内
外
（
敬

内
義
外
）
の
観
念
と
が
積
極
的
に
対
比
さ
れ
、
八
条
目
が
「
内
（
心
身
）」
―
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
、「
外
」
―
斉
家
・
治
国
・

平
天
下
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
内
」
が
単
に
心
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
心
身
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
り
、

や
や
「
身
」
に
重
心
を
置
い
た
『
大
学
』
の
読
み
と
な
り
、
三
綱
領
の
「
明
明
徳
」
に
対
し
て
も
よ
り
現
実
態
を
意
識
し
た
説
明
が
下
さ

れ
て
い
た
。
門
人
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
闇
斎
の
解
釈
に
触
れ
、『
大
学
』
と
心
身
と
の
関
係
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
直
方
は
闇
斎
の
『
大
学
』
の
読
み
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
先
ず
内
外
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、あ
く
ま
で
も
「
内
」
は
心
・「
外
」

は
身
よ
り
外
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
自
身
の
信
じ
た
朱
子
学
的
立
場
を
貫
い
て
い
た
と
言
え
る
。「
敬
内
義
外
」
と
八
条
目
の

連
関
に
つ
い
て
積
極
的
に
自
説
を
披
露
す
る
こ
と
は
無
い
が
、
そ
れ
で
も
「
内
」
―
致
知
、「
外
」
―
格
物
と
言
及
し
、
闇
斎
説
と
は
相

容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
致
知
以
降
の
工
夫
を
、
誠
意
―
「
心
の
発
出
の
あ
た
ま
」・
正
心
―
「
心
の
物
に
応
ず
る
所
」・

修
身
―
「
身
の
物
に
交
わ
る
所
、
身
も
亦
た
心
、
之
を
主
る
」
と
整
理
し
、
ま
た
「
修
身
と
て
肉
を
お
さ
む
る
こ
と
で
は
な
い
ぞ
」
と
い

う
表
現
等
か
ら
考
え
て
も
、『
大
学
』解
釈
に
お
い
て
心
の
位
相
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
六
十
四
歳
時
の
論
文
で
は
、

「
自
」
字
に
着
目
し
た
『
大
学
解
釈
』
が
構
築
さ
れ
た
。
三
綱
領
に
関
し
て
は
「
自
明
」・「
自
新
」
と
い
う
自
力
主
義
に
熱
量
を
注
ぐ
「
明

明
徳
」・「
新
民
」
の
読
み
が
展
開
さ
れ
る
。
ま
た
八
条
目
で
は
「
誠
意
」
が
「
自
の
成
就
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
そ
の
「
毋
自
欺
」・「
毋

自
謙
」
の
工
夫
を
「
自
」
の
場
に
お
い
て
徹
底
的
に
適
用
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
自
」
の
工
夫
は
、
決
し
て
排

他
的
な
姿
勢
で
は
な
く
、
道
理
を
知
る
者
・
朱
子
・
先
聖
賢
の
言
葉
を
よ
す
が
に
し
て
進
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は
「
自
己
の
理
」
を
信
じ

る
に
至
る
と
い
う
学
問
論
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
注
〕（

１
） 『
大
学
』
に
関
連
す
る
直
方
の
事
蹟
を
ま
と
め
て
お
く
。
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こ
れ
は
、
誠
意
章
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
自
ら
欺
く
こ
と
」
も
「
自
ら
謙
く
す
」
る
こ
と
も
な
く
、
わ
れ
独
り
の
場
に
お
い
て
（
究

極
的
に
は
自
身
の
心
と
い
う
場
に
お
い
て
）「
我
一
分
の
当
然
」
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
が
「
自
の
意
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
自
」
の
場

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
他
者
と
の
関
わ
り
か
ら
完
全
に
隔
絶
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
朋
友
の
助
け
に
よ
っ
て
自
身
で
「
と
く
と
合
点
」
し
て
行
え
ば
、
そ
れ
は
「
自
」
ら
行
っ
た
こ
と
と
同
義
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
朋
友
の
助
け
無
し
で
は
叶
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
「
自
」
の
工
夫
に
は
朋
友
の
助
け
の
入
る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
そ
の
助
け
と
は
「
道
理
を
知
た
る
人
」
の
「
云

聞
せ
」
で
あ
り
、
突
き
詰
め
て
い
け
ば
聖
賢
の
教
え
・
聖
人
の
書
に
求
め
ら
れ
て
い
く
。

　
道
理
を
見
付
て
信
ず
る
は
大
き
な
こ
と
。
朱
子
の
説
が
斯
ふ
あ
る
と
そ
れ
を
力
に
し
て
今
日
の
持
守
に
す
る
も
余
程
の
こ
と
な
り
。

子
夏
篤
二-

信
聖
人
一
の
方
な
り
。
貧
は
士
之
常
と
云
語
を
一
つ
き
つ
と
守
て
も
大
き
な
こ
と
な
り
。
孔
孟
程
朱
の
語
を
杖
に
つ
い
て
た

ほ
れ
ぬ
ほ
ど
に
学
問
を
す
れ
ば
本
望
な
る
こ
と
な
り
。
今
時
学
者
は
盲
者
の
杖
な
き
や
う
な
る
も
の
な
り
。
無
レ
所
レ
不
レ
至
矣
。
延
平

の
艱
難
に
あ
た
つ
た
時
、
古
人
の
艱
難
に
あ
ふ
た
を
思
ひ
、
く
ら
べ
て
そ
れ
を
杖
に
す
る
の
言
可
レ
考
。〔「
学
談
雑
録
」（

（（
（

〕

　
そ
し
て
そ
の
聖
賢
の
言
を
よ
す
が
に
し
て
学
問
の
習
熟
を
図
り
、
最
終
的
に
は
自
己
の
理
を
信
じ
る
こ
と
か
な
う
状
態
に
達
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
る
。

　
学
者
は
自
己
の
理
を
信
ず
る
で
な
け
れ
ば
、
本
の
こ
と
で
は
な
い
。
聖
賢
を
信
ず
る
は
、
善
い
は
善
い
け
れ
ど
も
、
我
理
を
信
ず
る

に
は
及
ば
ぬ
。
曾
子
・
子
夏
に
て
見
る
べ
し
。
程
子
曰
、
信
レ
人
而
不
レ
信
レ
理
。
神
道
者
の
神
明
を
信
じ
て
、
あ
そ
こ
へ
と
り
つ
く
は
、

本
を
失
ふ
た
も
の
な
り
。
人
々
有
レ
尊
二
於
己
一
者
、
天
理
也
、
其
尊
無
レ
対
。
我
心
よ
り
外
に
頼
み
力
に
す
る
こ
と
は
な
い
。「
明
々
徳
」

の
三
字
、『
章
句
』
の
「
自
」
の
字
、
宜
レ
味
レ
之
。〔「
学
談
雑
録
」（

（（
（

〕

　
や
や
急
迫
し
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、「
篤
信
聖
人
（
聖
人
の
語
を
通
し
て
理
を
と
く
と
合
点
す
る
」
→
「
篤
信
我
理
（
我
心
知
と
篤
信

す
べ
き
天
理
と
一
致
す
る
に
到
る
こ
と
）」
と
い
う
工
夫
を
意
識
し
て
、「
自
」
の
字
を
吟
味
し
『
大
学
』
を
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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抄
略
』
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
成
る
。
闇
斎
は
六
十
三
歳
、
直
方
は
三
十
一
歳
時
の
成
立
で
あ
る
。

（
５
） 

前
出
高
島
九
二
、三
八
四
頁
。

（
６
） 

前
出
田
尻
〇
六
、一
八
二
頁
。

（
７
） 

田
尻
祐
一
郎「
闇
斎
学
派
―
若
林
強
斎
を
中
心
に
」（
源
了
圓『
江
戸
の
儒
学
―『
大
学
』受
容
の
歴
史
』一
九
八
八
、思
文
閣
出
版
所
収
）一
二
三
頁
。

（
８
） 「
京
で
も
江
戸
で
も
吾
学
を
知
が
過
る
と
云
ふ
。
無
遠
慮
は
近
憂
あ
る
ぞ
、
遠
慮
は
知
が
な
く
て
は
な
る
ま
い
ぞ
。」〔「
永
井
行
達
平
日
語
」（『
韞

蔵
録
拾
遺
』
巻
三
、二
―
一
六
頁
下
）〕
以
降
、原
文
が
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
っ
て
も
、漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
に
統
一
し
て
引
用
す
る
。
ま
た
、

引
用
文
中
の
記
号
は
論
者
が
加
え
た
も
の
と
す
る
。

（
９
） 

嚴
錫
仁
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
朱
子
学
の
位
相
―
崎
門
学
派
の
理
気
心
性
論
』（
二
〇
一
五
、
勉
誠
出
版
）
一
九
七
頁
。
以
下
「
嚴
錫
仁

一
五
」
と
略
す
。

（
（0
） 

前
出
嚴
錫
仁
一
五
、二
〇
〇
頁
。

（
（（
） 

田
尻
氏
は
、「
一
方
で
「
常
時
昏
昧
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
脚
下
の
相
か
ら
眼
を
背
け
な
い
か
ら
こ
そ
、「
明
徳
」
の
発
現
を
見
逃
す
ま
い
と

す
る
の
で
あ
る
」〔
前
出
田
尻
〇
六
、二
一
三
頁
〕
と
す
る
。
ま
た
、
尾
藤
正
英
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』（
一
九
六
一
、
青
木
書
店
、
以
下
尾
藤

六
一
と
略
す
）
七
四
頁
～
、「「
有
時
而
昏
」
論
―
そ
の
学
問
の
性
格
―
」〔
荒
木
見
悟
・
井
上
忠
校
注
『
貝
原
益
軒
　
室
鳩
巣
』（
日
本
思
想
大
系
（4
、

一
九
七
〇
、
岩
波
書
店
）〕
五
二
五
頁
を
参
照
。
尾
藤
氏
は
、
闇
斎
が
後
に
考
え
を
改
め
た
と
い
う
こ
の
言
葉
を
、
直
方
の
好
意
的
解
釈
で
あ
る
と
疑

う
。
そ
し
て
こ
の
闇
斎
の
説
は
、
ひ
ろ
く
神
道
系
の
門
人
の
間
に
継
承
さ
れ
、「
晩
年
の
闇
斎
が
堅
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
闇
斎
が
学
問

の
あ
り
方
に
関
し
て
抱
い
て
い
た
考
え
の
、
い
わ
ば
理
論
的
帰
結
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。〔
前
出
尾
藤
六
一
、七
七
頁
〕

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
九
、一
―
四
五
九
頁
上
。

（
（（
） 

な
お
『
或
問
』
で
は
、
そ
の
後
の
条
に
お
い
て
、「
蓋
盤
銘
、
言
自
新
也
。
康
誥
、
言
新
民
也
。
文
王
之
詩
、
自
新
新
民
之
極
也
。」
と
し
、「
康
誥

曰
、
作
新
民
」
の
語
が
、「
新
民
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
「
新
民
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
「
民
を
作
新

す
」
と
の
訓
点
も
付
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（
（4
） 

岡
田
武
彦
・
荒
木
見
悟
主
編
『
大
学
或
問
』（
和
刻
影
印
近
世
漢
籍
叢
刊
思
想
三
編
５
、一
九
七
七
、
中
文
出
版
社
）
二
四
頁
を
参
照
。
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寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
（6
歳
　
十
一
月
二
十
六
日
、
初
め
て
『
大
学
』
を
読
み
、
十
七
歳
の
暮
れ
ま
で
に
読
み
終
わ
る
。〔「
野
田
勝
徳
録
学
談
」

二
―
三
九
〇
頁
・「
永
井
行
達
録
」
一
―
五
三
五
頁
〕

寛
文
十
三
年
／
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
） 

（4
歳
　
初
め
て
『
小
学
』
を
講
ず
る
。〔「
佐
藤
先
生
年
譜
略
」
一
―
一
〇
頁
／
「
野
田
勝
徳
録
学
談
」

二
―
三
九
一
頁
で
は
二
五
歳
時
と
す
る
〕

こ
の
間
、
半
年
加
茂
に
引
き
こ
も
り
『
大
学
』
を
読
む
。〔「
永
井
行
達
平
日
語
」
二
―
四
〇
頁
／
「
鳥
山
氏
所
蔵
」
二
―
九
一
頁
／
「
上
総
姫
島

村
鈴
木
氏
所
蔵
」
二
―
五
五
八
頁
〕

天
和
二
年
（
一
六
八
三
）
（（
歳
　
　
山
崎
闇
斎
没
。

天
和
三
年
（
一
六
八
四
）
（4
歳
　
　
冬
至
日
『
講
学
鞭
策
録
』
成
る
。〔
三
―
一
四
八
頁
〕

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
40
歳
　
　
一
月
九
日
、
四
書
に
つ
い
て
の
朱
子
の
語
を
抄
録
し
た
便
覧
『
四
書
便
講
』
成
立
。〔
三
―
二
四
八
頁
〕

　
一
月
十
一
日
、『
四
書
大
全
』『
四
書
蒙
引
』
か
ら
必
要
な
語
を
抄
録
し
た
『
大
学
全
蒙
択
言
』
成
立
。〔
三
―
三
八
一
頁
〕

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
6（
歳
　
　 
六
月
『
道
学
標
的
』
成
り
、『
大
学
章
句
』
経
一
章
・
三
綱
領
の
条
を
抄
録
す
る
。〔
三
―
二
一
四
頁
〕

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
64
歳
　
　
二
月
、「
大
学
皆
自
明
説
」
成
立
。〔
一
―
二
九
四
頁
〕　
三
月
、「
大
学
作
新
民
説
」
成
立
。〔
一
―
二
九
七
頁
〕

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
6（
歳
　
　
八
月
、『
大
学
或
問
』
の
講
釈
を
す
る
。〔「
菅
野
兼
山
所
録
」
一
―
四
九
七
頁
〕

＊
日
本
古
典
学
会
編
『
増
訂 

佐
藤
直
方
全
集
』（
一
九
七
九
、ぺ
り
か
ん
社
）
を
典
拠
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、巻
数
―
頁
数
の
体
裁
で
示
し
た
。

同
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
注
に
お
い
て
も
同
様
に
略
し
て
示
す
。

（
２
）  

崎
門
の
「
敬
内
義
外
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
岡
田
武
彦
『
山
崎
闇
斎
』（
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
⑥
、

一
九
八
五
、
明
徳
出
版
社
）
八
、
敬
義
説
・
高
島
元
洋
『
山
崎
闇
斎
＊
日
本
朱
子
学
と
垂
加
神
道
』（
一
九
九
二
、
ぺ
り
か
ん
社
）
第
二
部 

第
九
章
、

闇
斎
学
の
修
養
解
釈
・
田
尻
祐
一
郎
『
山
崎
闇
斎
の
世
界
』（
二
〇
〇
六
、ぺ
り
か
ん
社
）
第
二
部 

第
一
章 

第
２
節
「
敬
内
義
外
」
等
を
参
照
。
以
降
「
高

島
九
二
」・「
田
尻
〇
六
」
と
略
す
。

（
３
） 『
大
学
垂
加
先
生
講
義
』〔
西
順
蔵
・
阿
部
隆
一
・
丸
山
真
男
（
校
注
）『
山
崎
闇
斎
学
派
』（
日
本
思
想
大
系
（（
）
一
九
八
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
頁
〕

（
４
） 「
記
朱
書
抄
略
後
」〔『
垂
加
草
』
巻
十
一
、
跋
（
日
本
古
典
学
会
編
『
新
編
山
崎
闇
斎
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
七
八
、
九
〇
頁
）〕
を
参
照
。『
朱
書
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抄
略
』
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
成
る
。
闇
斎
は
六
十
三
歳
、
直
方
は
三
十
一
歳
時
の
成
立
で
あ
る
。

（
５
） 

前
出
高
島
九
二
、三
八
四
頁
。

（
６
） 
前
出
田
尻
〇
六
、一
八
二
頁
。

（
７
） 
田
尻
祐
一
郎「
闇
斎
学
派
―
若
林
強
斎
を
中
心
に
」（
源
了
圓『
江
戸
の
儒
学
―『
大
学
』受
容
の
歴
史
』一
九
八
八
、思
文
閣
出
版
所
収
）一
二
三
頁
。

（
８
） 「
京
で
も
江
戸
で
も
吾
学
を
知
が
過
る
と
云
ふ
。
無
遠
慮
は
近
憂
あ
る
ぞ
、
遠
慮
は
知
が
な
く
て
は
な
る
ま
い
ぞ
。」〔「
永
井
行
達
平
日
語
」（『
韞

蔵
録
拾
遺
』
巻
三
、二
―
一
六
頁
下
）〕
以
降
、原
文
が
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
っ
て
も
、漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
に
統
一
し
て
引
用
す
る
。
ま
た
、

引
用
文
中
の
記
号
は
論
者
が
加
え
た
も
の
と
す
る
。

（
９
） 

嚴
錫
仁
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
朱
子
学
の
位
相
―
崎
門
学
派
の
理
気
心
性
論
』（
二
〇
一
五
、
勉
誠
出
版
）
一
九
七
頁
。
以
下
「
嚴
錫
仁

一
五
」
と
略
す
。

（
（0
） 

前
出
嚴
錫
仁
一
五
、二
〇
〇
頁
。

（
（（
） 

田
尻
氏
は
、「
一
方
で
「
常
時
昏
昧
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
脚
下
の
相
か
ら
眼
を
背
け
な
い
か
ら
こ
そ
、「
明
徳
」
の
発
現
を
見
逃
す
ま
い
と

す
る
の
で
あ
る
」〔
前
出
田
尻
〇
六
、二
一
三
頁
〕
と
す
る
。
ま
た
、
尾
藤
正
英
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』（
一
九
六
一
、
青
木
書
店
、
以
下
尾
藤

六
一
と
略
す
）
七
四
頁
～
、「「
有
時
而
昏
」
論
―
そ
の
学
問
の
性
格
―
」〔
荒
木
見
悟
・
井
上
忠
校
注
『
貝
原
益
軒
　
室
鳩
巣
』（
日
本
思
想
大
系
（4
、

一
九
七
〇
、
岩
波
書
店
）〕
五
二
五
頁
を
参
照
。
尾
藤
氏
は
、
闇
斎
が
後
に
考
え
を
改
め
た
と
い
う
こ
の
言
葉
を
、
直
方
の
好
意
的
解
釈
で
あ
る
と
疑

う
。
そ
し
て
こ
の
闇
斎
の
説
は
、
ひ
ろ
く
神
道
系
の
門
人
の
間
に
継
承
さ
れ
、「
晩
年
の
闇
斎
が
堅
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
闇
斎
が
学
問

の
あ
り
方
に
関
し
て
抱
い
て
い
た
考
え
の
、
い
わ
ば
理
論
的
帰
結
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。〔
前
出
尾
藤
六
一
、七
七
頁
〕

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
九
、一
―
四
五
九
頁
上
。

（
（（
） 

な
お
『
或
問
』
で
は
、
そ
の
後
の
条
に
お
い
て
、「
蓋
盤
銘
、
言
自
新
也
。
康
誥
、
言
新
民
也
。
文
王
之
詩
、
自
新
新
民
之
極
也
。」
と
し
、「
康
誥

曰
、
作
新
民
」
の
語
が
、「
新
民
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
「
新
民
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
「
民
を
作
新

す
」
と
の
訓
点
も
付
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（
（4
） 

岡
田
武
彦
・
荒
木
見
悟
主
編
『
大
学
或
問
』（
和
刻
影
印
近
世
漢
籍
叢
刊
思
想
三
編
５
、一
九
七
七
、
中
文
出
版
社
）
二
四
頁
を
参
照
。
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寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
（6
歳
　
十
一
月
二
十
六
日
、
初
め
て
『
大
学
』
を
読
み
、
十
七
歳
の
暮
れ
ま
で
に
読
み
終
わ
る
。〔「
野
田
勝
徳
録
学
談
」

二
―
三
九
〇
頁
・「
永
井
行
達
録
」
一
―
五
三
五
頁
〕

寛
文
十
三
年
／
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
） 

（4
歳
　
初
め
て
『
小
学
』
を
講
ず
る
。〔「
佐
藤
先
生
年
譜
略
」
一
―
一
〇
頁
／
「
野
田
勝
徳
録
学
談
」

二
―
三
九
一
頁
で
は
二
五
歳
時
と
す
る
〕

こ
の
間
、
半
年
加
茂
に
引
き
こ
も
り
『
大
学
』
を
読
む
。〔「
永
井
行
達
平
日
語
」
二
―
四
〇
頁
／
「
鳥
山
氏
所
蔵
」
二
―
九
一
頁
／
「
上
総
姫
島

村
鈴
木
氏
所
蔵
」
二
―
五
五
八
頁
〕

天
和
二
年
（
一
六
八
三
）
（（
歳
　
　
山
崎
闇
斎
没
。

天
和
三
年
（
一
六
八
四
）
（4
歳
　
　
冬
至
日
『
講
学
鞭
策
録
』
成
る
。〔
三
―
一
四
八
頁
〕

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
40
歳
　
　
一
月
九
日
、
四
書
に
つ
い
て
の
朱
子
の
語
を
抄
録
し
た
便
覧
『
四
書
便
講
』
成
立
。〔
三
―
二
四
八
頁
〕

　
一
月
十
一
日
、『
四
書
大
全
』『
四
書
蒙
引
』
か
ら
必
要
な
語
を
抄
録
し
た
『
大
学
全
蒙
択
言
』
成
立
。〔
三
―
三
八
一
頁
〕

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
6（
歳
　
　 

六
月
『
道
学
標
的
』
成
り
、『
大
学
章
句
』
経
一
章
・
三
綱
領
の
条
を
抄
録
す
る
。〔
三
―
二
一
四
頁
〕

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
64
歳
　
　
二
月
、「
大
学
皆
自
明
説
」
成
立
。〔
一
―
二
九
四
頁
〕　
三
月
、「
大
学
作
新
民
説
」
成
立
。〔
一
―
二
九
七
頁
〕

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
6（
歳
　
　
八
月
、『
大
学
或
問
』
の
講
釈
を
す
る
。〔「
菅
野
兼
山
所
録
」
一
―
四
九
七
頁
〕

＊
日
本
古
典
学
会
編
『
増
訂 

佐
藤
直
方
全
集
』（
一
九
七
九
、ぺ
り
か
ん
社
）
を
典
拠
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、巻
数
―
頁
数
の
体
裁
で
示
し
た
。

同
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
注
に
お
い
て
も
同
様
に
略
し
て
示
す
。

（
２
）  

崎
門
の
「
敬
内
義
外
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
岡
田
武
彦
『
山
崎
闇
斎
』（
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
⑥
、

一
九
八
五
、
明
徳
出
版
社
）
八
、
敬
義
説
・
高
島
元
洋
『
山
崎
闇
斎
＊
日
本
朱
子
学
と
垂
加
神
道
』（
一
九
九
二
、
ぺ
り
か
ん
社
）
第
二
部 

第
九
章
、

闇
斎
学
の
修
養
解
釈
・
田
尻
祐
一
郎
『
山
崎
闇
斎
の
世
界
』（
二
〇
〇
六
、ぺ
り
か
ん
社
）
第
二
部 

第
一
章 

第
２
節
「
敬
内
義
外
」
等
を
参
照
。
以
降
「
高

島
九
二
」・「
田
尻
〇
六
」
と
略
す
。

（
３
） 『
大
学
垂
加
先
生
講
義
』〔
西
順
蔵
・
阿
部
隆
一
・
丸
山
真
男
（
校
注
）『
山
崎
闇
斎
学
派
』（
日
本
思
想
大
系
（（
）
一
九
八
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
頁
〕

（
４
） 「
記
朱
書
抄
略
後
」〔『
垂
加
草
』
巻
十
一
、
跋
（
日
本
古
典
学
会
編
『
新
編
山
崎
闇
斎
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
七
八
、
九
〇
頁
）〕
を
参
照
。『
朱
書
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（
（7
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
九
、九
一
頁
上
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
〇
頁
。

（
（（
） 

同
上
、
一
―
二
九
一
頁
。

（
（0
） 「
韞
蔵
録
」
巻
三
、一
―
九
十
六
頁
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
五
頁
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
十
三
、二
三
三
上
頁
。
　

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
〇
頁
。

（
（4
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
二
頁
。

（
（5
） 「
韞
蔵
録
」
巻
三
、一
―
一
二
一
頁
。

（
（6
） 「
韞
蔵
録
」
巻
三
、一
―
一
二
六
頁
。
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（
（5
） 

田
尻
祐
一
郎
「
懐
徳
堂
学
派
―
五
井
蘭
洲
と
中
井
履
軒
」（
源
了
圓
『
江
戸
の
儒
学
―
『
大
学
』
受
容
の
歴
史
』
一
九
八
八
、
思
文
閣
出
版
所
収
）

一
七
四
頁
。

（
（6
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
三
、二
―
四
〇
頁
下
。

（
（7
） 
こ
の
書
に
つ
い
て
、
直
方
門
の
稲
葉
黙
斎
は
「
信
（
黙
斎
）
按
に
、
…
…
自
書
ゆ
へ
活
論
な
し
骨
組
な
り
。
初
年
加
茂
の
時
な
る
べ
し
」〔「
上
総

姫
島
村
鈴
木
氏
所
蔵
大
学
章
句
」
の
識
語
（『
四
編
韞
蔵
録
』
巻
四
、三
―
五
五
八
頁
）〕
と
鑑
定
し
て
い
る
。

（
（（
） 『
垂
加
草
』
巻
十
、
序
（
前
出
『
新
編
山
崎
闇
斎
全
集
』
第
一
巻
）
七
七
頁
。

（
（（
） 「
闇
斎
先
生
著
書
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
存
疑
仮
託
書
と
し
て
「
朱
子
知
行
書
一
冊
、
無
刊
記
、
先
生
の
名
を
著
は
さ
ず
」
と
し
て
挙
げ
て
あ
る
。〔
前

出
『
新
編
山
崎
闇
斎
全
集
』
巻
五
、五
七
三
頁
〕
こ
れ
に
つ
い
て
、
直
方
門
の
稲
葉
黙
斎
に
よ
る
「
さ
て
こ
の
知
行
の
書
は
、
文
集
の
中
に
あ
れ
ど
も
、

こ
れ
を
見
だ
し
た
人 

山
崎
先
生
な
り
。
大
学
の
蘊
而
伝
者
処
未
発
な
り
と
銘
を
打
た
は
、
朱
子
後
一
人
の
眼
力
に
て
こ
れ
一
つ
で
も
先
づ
道
統
の
伝

な
り
。
…
…
程
子
の
礼
記
の
中
か
ら
『
大
学
』
を
見
出
た
と
、
柯
先
生
の
知
行
の
書
を
見
だ
し
た
が
同
格
に
な
る
。
今
あ
の
知
行
の
書
が
一
冊
も
の

に
な
り
て
あ
る
。
…
…
一
冊
に
な
つ
た
と
云
が
大
切
な
り
。」〔『
黙
斎
先
生
講
学
鞭
策
録
講
義
』
第
五
十
七
条
、
九
州
大
学
碩
水
文
庫
所
蔵
〕
と
の
評

価
は
、
闇
斎
が
『
文
集
』
か
ら
「
答
呉
晦
叔
書
」
を
表
章
（
刊
行
）
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
拠
り
所
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
刊
行
時
期

に
つ
い
て
は
、「
寛
文
十
年
刊
書
籍
目
録
」〔
斯
道
文
庫
編
『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
一
九
六
二
、
第
一
巻
、
八
十
一
頁
〕
に
「
知
行

書 

朱
子
」
と
採
録
さ
れ
て
お
り
、
遅
く
と
も
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
年
、
闇
斎
五
三
歳
）
に
は
版
行
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

（
（0
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
七
頁
。

（
（（
） 

闇
斎
は
『
文
会
筆
録
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
又
曰
…
」
を
引
用
し
、「
嘉 

謂
へ
ら
く
、
此
の
義
方
の
説
は
本
指
に
非
ざ
る
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
十
一
、二
―
一
七
八
頁
下
。
　

（
（（
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
二
十
九
、二
―
二
六
八
頁
下
。

（
（4
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
八
頁
。

（
（5
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
三
、二
―
十
九
頁
。

（
（6
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
三
、四
〇
頁
上
。
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（
（7
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
九
、九
一
頁
上
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
〇
頁
。

（
（（
） 
同
上
、
一
―
二
九
一
頁
。

（
（0
） 「
韞
蔵
録
」
巻
三
、一
―
九
十
六
頁
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
五
頁
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
十
三
、二
三
三
上
頁
。
　

（
（（
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
〇
頁
。

（
（4
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
二
頁
。

（
（5
） 「
韞
蔵
録
」
巻
三
、一
―
一
二
一
頁
。

（
（6
） 「
韞
蔵
録
」
巻
三
、一
―
一
二
六
頁
。
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（
（5
） 

田
尻
祐
一
郎
「
懐
徳
堂
学
派
―
五
井
蘭
洲
と
中
井
履
軒
」（
源
了
圓
『
江
戸
の
儒
学
―
『
大
学
』
受
容
の
歴
史
』
一
九
八
八
、
思
文
閣
出
版
所
収
）

一
七
四
頁
。

（
（6
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
三
、二
―
四
〇
頁
下
。

（
（7
） 

こ
の
書
に
つ
い
て
、
直
方
門
の
稲
葉
黙
斎
は
「
信
（
黙
斎
）
按
に
、
…
…
自
書
ゆ
へ
活
論
な
し
骨
組
な
り
。
初
年
加
茂
の
時
な
る
べ
し
」〔「
上
総

姫
島
村
鈴
木
氏
所
蔵
大
学
章
句
」
の
識
語
（『
四
編
韞
蔵
録
』
巻
四
、三
―
五
五
八
頁
）〕
と
鑑
定
し
て
い
る
。

（
（（
） 『
垂
加
草
』
巻
十
、
序
（
前
出
『
新
編
山
崎
闇
斎
全
集
』
第
一
巻
）
七
七
頁
。

（
（（
） 「
闇
斎
先
生
著
書
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
存
疑
仮
託
書
と
し
て
「
朱
子
知
行
書
一
冊
、
無
刊
記
、
先
生
の
名
を
著
は
さ
ず
」
と
し
て
挙
げ
て
あ
る
。〔
前

出
『
新
編
山
崎
闇
斎
全
集
』
巻
五
、五
七
三
頁
〕
こ
れ
に
つ
い
て
、
直
方
門
の
稲
葉
黙
斎
に
よ
る
「
さ
て
こ
の
知
行
の
書
は
、
文
集
の
中
に
あ
れ
ど
も
、

こ
れ
を
見
だ
し
た
人 

山
崎
先
生
な
り
。
大
学
の
蘊
而
伝
者
処
未
発
な
り
と
銘
を
打
た
は
、
朱
子
後
一
人
の
眼
力
に
て
こ
れ
一
つ
で
も
先
づ
道
統
の
伝

な
り
。
…
…
程
子
の
礼
記
の
中
か
ら
『
大
学
』
を
見
出
た
と
、
柯
先
生
の
知
行
の
書
を
見
だ
し
た
が
同
格
に
な
る
。
今
あ
の
知
行
の
書
が
一
冊
も
の

に
な
り
て
あ
る
。
…
…
一
冊
に
な
つ
た
と
云
が
大
切
な
り
。」〔『
黙
斎
先
生
講
学
鞭
策
録
講
義
』
第
五
十
七
条
、
九
州
大
学
碩
水
文
庫
所
蔵
〕
と
の
評

価
は
、
闇
斎
が
『
文
集
』
か
ら
「
答
呉
晦
叔
書
」
を
表
章
（
刊
行
）
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
拠
り
所
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
刊
行
時
期

に
つ
い
て
は
、「
寛
文
十
年
刊
書
籍
目
録
」〔
斯
道
文
庫
編
『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
一
九
六
二
、
第
一
巻
、
八
十
一
頁
〕
に
「
知
行

書 

朱
子
」
と
採
録
さ
れ
て
お
り
、
遅
く
と
も
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
年
、
闇
斎
五
三
歳
）
に
は
版
行
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

（
（0
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
七
頁
。

（
（（
） 

闇
斎
は
『
文
会
筆
録
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
又
曰
…
」
を
引
用
し
、「
嘉 

謂
へ
ら
く
、
此
の
義
方
の
説
は
本
指
に
非
ざ
る
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。

（
（（
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
十
一
、二
―
一
七
八
頁
下
。
　

（
（（
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
二
十
九
、二
―
二
六
八
頁
下
。

（
（4
） 「
韞
蔵
録
」
巻
五
、一
―
二
九
八
頁
。

（
（5
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
三
、二
―
十
九
頁
。

（
（6
） 「
韞
蔵
録
拾
遺
」
巻
三
、四
〇
頁
上
。
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