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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

郷
東
回
思
想
研
究
序
説

木
　
村
　
慶
　
　
二

は
じ
め
に

　
郷
守
益
（
一
四
九
一
～
一
五
六
二
）
、
字
は
謙
之
、
号
は
東
廓
、
詮
は
文
書
。
江
西
省
吉
藩
府
安
福
県
の
人
。
正
徳
六
年
（
2
1
歳
）
会

試
第
一
・
書
癖
第
三
と
な
り
、
翰
林
編
修
を
授
け
ら
れ
る
。
嘉
靖
改
元
（
3
2
歳
）
官
途
に
つ
く
。
正
徳
武
宗
帝
が
没
し
嘉
靖
世
運
帝
が
即

位
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
大
礼
問
題
が
巻
き
お
こ
る
。
世
宗
を
末
吉
の
養
嗣
と
し
、
孝
宗
を
皇
考
、
生
父
の
興
間
鴨
を
皇
叔
父
（
皇
考
の
弟
）

と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
楊
廷
和
ら
の
春
宮
と
、
百
事
王
を
皇
考
、
孝
宗
を
皇
伯
考
（
皇
考
の
兄
）
と
す
べ
き
と
し
た
世
宗
と
の
対

立
で
あ
る
。
　
『
中
国
の
歴
史
6
元
・
明
』
（
愛
宕
松
男
・
寺
田
隆
信
著
、
講
談
社
）
に
よ
れ
ば
、
「
議
論
は
、
礼
法
上
の
問
題
か
ら
政
治
問

題
へ
と
発
展
し
、
多
数
の
官
僚
が
犠
牲
と
な
り
、
世
宗
の
意
に
従
っ
た
も
の
は
異
例
の
抜
擢
を
受
け
る
な
ど
、
官
界
の
秩
序
を
乱
し
新
政

の
前
途
に
不
吉
な
影
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
な
っ
た
」
と
あ
る
。
東
廓
も
そ
の
例
に
も
れ
ず
、
上
疏
し
て
偉
功
の
怒
り
に
ふ
れ
安
徽
省
広

徳
州
に
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
後
、
南
京
主
客
郎
中
、
翰
林
司
鮭
鱒
洗
馬
、
太
玉
章
卿
兼
侍
読
学
士
を
経
て
南
京
国
子
祭
酒
に
の

ぼ
っ
た
。
嘉
靖
十
三
年
、
上
置
し
て
帝
の
怒
り
を
買
い
落
書
す
る
（
4
4
歳
）
。
そ
の
後
は
官
途
に
つ
か
ず
、
嘉
事
四
十
一
年
、
七
十
二
歳

で
没
す
る
。

　
東
琴
は
王
陽
明
の
直
弟
子
で
あ
り
、
王
文
成
公
全
書
中
に
も
東
廓
宛
の
七
通
の
書
簡
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
東
廓
が
陽
明
に
初
め
て
会
っ

た
の
は
、
『
明
儒
学
案
』
に
よ
れ
ば
父
の
墓
表
を
請
う
た
め
で
あ
り
、
と
く
に
学
問
的
関
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

「
子
思
は
学
を
曽
子
に
受
け
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
大
学
』
で
は
格
物
致
知
を
先
に
し
、
『
中
庸
』
で
は
慎
独
を
首
に
し
て
い
る
の
は

な
ぜ
な
の
か
」
と
い
う
積
年
の
疑
問
は
胸
中
に
渦
巻
い
て
い
た
。
そ
の
疑
問
に
対
し
て
陽
明
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
王
公
（
陽
明
）
曰
く
、
「
致
知
と
は
吾
が
心
の
良
知
を
事
事
物
物
に
致
す
な
り
。
吾
が
心
の
良
知
を
事
事
物
物
に
致
せ
ば
、
即
ち
事
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事
物
物
皆
そ
の
理
を
得
。
独
と
は
即
ち
所
謂
良
知
な
り
。
慎
独
と
は
そ
の
良
知
を
致
す
所
以
な
り
。
戒
謹
恐
催
と
は
そ
の
独
を
慎
む

　
　
所
以
な
り
。
大
学
・
中
庸
の
旨
は
一
な
り
」
と
。
（
取
天
台
先
生
文
集
巻
1
4
・
東
廓
郷
先
生
伝
）

　
致
良
知
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
大
学
も
中
庸
も
同
質
で
あ
る
と
陽
明
は
の
べ
る
。
「
致
知
」
「
慎
独
」
と
い
っ
た
哲
学
的
用
語
に
と

ら
わ
れ
ず
、
す
べ
て
の
現
象
を
根
源
的
統
体
た
る
良
知
の
活
動
と
し
て
渾
一
的
に
把
握
す
る
陽
明
学
の
論
理
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ

を
聞
い
た
東
岡
は
「
諮
然
と
し
て
悟
り
、
遂
に
粛
み
て
贅
し
焉
に
師
事
し
た
」
（
同
上
）
の
で
あ
っ
た
。
術
語
の
一
つ
一
つ
の
概
念
規
定

を
明
確
に
し
、
そ
の
土
台
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
朱
子
学
的
学
問
と
は
全
く
異
質
の
学
問
に
ふ
れ
た
驚
き
と
感
動
が
そ
こ
に
読
み
と
れ

①る
。　

次
に
そ
の
思
想
の
特
徴
及
び
思
想
史
的
位
置
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
に
あ
げ
る
二
つ
の
見
方
に
大
別
さ
れ
る
。

　
　
①
一
方
で
未
発
の
寂
体
の
予
養
を
強
調
し
て
格
物
無
用
を
説
く
帰
寂
説
を
批
判
し
、
ま
た
一
方
で
良
知
は
即
今
当
下
に
円
満
具
足
す

　
　
る
と
い
う
即
成
説
を
排
撃
す
る
た
め
に
、
工
夫
を
主
と
し
て
本
体
を
と
ら
え
る
東
廓
の
学
説
は
、
陽
明
思
想
の
根
本
的
立
場
を
正
統

　
　
的
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
。
（
楠
本
正
継
・
岡
田
武
彦
・
難
波
征
男
の
三
氏
）

　
　
②
現
成
に
流
れ
ず
寂
体
に
沈
ま
ず
体
用
已
未
を
一
体
不
可
分
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、
真
切
な
垂
垂
の
功
夫
に
は
努
め
た
が
、
既
成

　
　
の
定
法
準
則
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
思
惟
構
造
を
有
し
て
お
り
、
王
裳
着
の
思
想
か
ら
は
最
も
遠
い
位
置
に
あ
っ
た
と
す
る
説
。

　
　
（
吉
田
公
平
氏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
二
つ
の
見
解
は
、
東
廓
思
想
の
特
質
に
関
す
る
分
析
に
撃
て
は
お
お
む
ね
共
通
す
る
が
、
ω
は
基
本
的
に
陽
明
思
想
の
正
統
的
継

承
者
と
み
る
見
方
、
②
は
両
者
の
間
に
思
想
的
屈
折
を
み
る
見
方
で
あ
り
、
評
価
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
東
廓
と
ほ
ぼ
同
世
代

の
羅
念
庵
（
一
五
〇
四
～
一
五
六
四
）
、
王
面
影
（
一
四
九
八
～
一
五
八
三
）
は
、
彼
の
学
問
を
ど
う
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
庵

の
方
の
資
料
か
ら
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
陽
明
公
の
存
す
る
に
中
り
て
や
、
良
知
の
説
を
伝
う
る
者
、
各
々
そ
の
意
を
以
て
解
と
為
す
も
、
惟
だ
先
生
（
東
廓
）
の
み
、
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
す
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
め

　
　
独
り
公
の
言
を
下
れ
述
ぶ
。
陽
明
公
の
没
す
る
に
及
び
て
や
、
良
知
の
統
を
承
る
者
、
各
々
そ
の
資
を
以
て
的
と
為
す
も
、
惟
だ
先

　
　
生
の
み
、
即
ち
独
り
公
の
言
を
是
れ
守
る
。
（
念
書
先
生
集
巻
1
7
・
祭
郷
中
廓
公
文
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
げ
ん

　
多
種
多
様
な
良
知
説
伝
承
者
の
中
で
、
鼻
繋
の
み
が
、
陽
明
の
生
前
は
彼
の
意
に
沿
っ
て
発
言
を
し
、
没
後
は
陽
明
の
遺
言
を
確
実
に
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守
っ
た
と
念
庵
は
言
う
。
岡
田
武
彦
氏
は
陽
明
没
後
の
王
門
を
、
現
成
派
（
左
派
）
、
修
証
派
（
正
統
派
）
、
帰
寂
派
（
右
派
）
の
三
派
に

よ
っ
て
区
分
し
て
お
ら
れ
る
が
、
帰
寂
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
念
庵
は
、
こ
の
よ
う
に
東
廓
を
見
て
い
る
。
で
は
帰
寂
派
と
厳
し
く

対
立
す
る
と
さ
れ
る
現
成
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
王
龍
渓
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
（
東
廓
は
）
師
説
を
守
り
て
意
え
ず
。
世
に
随
い
て
沈
浮
せ
ず
。
（
龍
渓
王
先
生
全
集
巻
1
9
・
祭
郷
東
廓
文
）

　
東
廓
は
陽
明
の
教
え
を
し
っ
か
り
守
っ
て
変
え
な
か
っ
た
と
龍
渓
は
言
う
。
祭
文
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
龍
渓
も
念
庵
と

同
様
東
廓
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
両
者
共
に
、
東
灘
を
「
師
説
を
よ
く
守
っ
た
」
者
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ

れ
た
い
。
思
想
傾
向
を
一
八
○
度
異
に
す
る
二
人
が
、
等
し
く
よ
く
守
っ
た
と
の
べ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
事
実
の
信
愚
性
を
高
め
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
で
は
こ
の
「
守
る
」
と
は
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
こ
と
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
吉
田
公
平
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ

て
お
ら
れ
る
。

　
　
（
龍
渓
が
東
廓
を
「
師
説
を
守
り
て
楡
え
ず
」
と
評
す
る
の
は
）
本
体
作
用
・
未
発
已
発
を
分
析
し
て
帰
寂
説
を
説
い
た
箭
蟹
江
な

　
　
ど
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
を
一
体
不
落
と
把
握
し
て
戒
慎
筆
工
の
工
夫
に
努
め
た
郷
東
廓
を
評
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し

　
　
王
陽
明
の
良
知
説
は
、
元
来
こ
の
「
守
る
」
こ
と
を
拒
否
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
王
龍
渓
が
「
ひ
と
へ
に

　
　
た
だ
師
説
を
こ
れ
守
り
て
、
す
な
わ
ち
先
後
反
覆
す
る
も
、
未
だ
か
つ
て
少
し
も
変
へ
る
と
こ
ろ
あ
ら
ず
」
（
『
全
集
』
巻
1
2
墨
東

　
　
廓
先
生
続
摘
稿
序
、
な
お
巻
1
6
豆
桜
廓
達
師
門
手
書
参
照
）
と
郷
東
廓
を
讃
え
れ
ば
讃
え
る
ほ
ど
、
王
陽
明
と
そ
の
懸
隔
を
予
想
さ

　
　
せ
る
。
（
『
陽
明
門
下
』
（
上
）
「
郷
東
廓
」
解
説
）

　
陽
明
の
良
知
心
学
の
基
本
理
念
は
、
先
行
す
る
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
か
ら
の
脱
却
を
め
ざ
す
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
陽
明
学
に
と
っ

て
「
守
る
」
と
い
う
こ
と
が
逆
に
否
定
的
意
味
を
も
つ
と
い
う
指
摘
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
東
廓
思
想
の
中
に

は
良
知
心
学
と
し
て
確
か
に
不
徹
底
な
い
し
は
後
退
的
な
要
素
が
存
在
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
「
師
説
を
守
る
」
姿
勢
が
良
知
心
学
の

本
質
的
展
開
に
必
ず
し
も
つ
な
が
っ
て
い
か
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
東
廓
が
同
門
の
多
く
の
人
々
、
ま
た
後
学
の
人
達
に
よ
っ
て
高
く
評
価

さ
れ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
師
王
陽
明
か
ら
も
「
根
緒
力
量
、
吾
が
謙
之
（
東
廓
）
の
如
き
者
を
得
る
に
非
ず
ん
ば
、
能

く
挽
き
て
こ
れ
を
回
す
な
き
な
り
。
寂
る
に
謙
之
は
、
顧
っ
て
猶
お
翼
然
と
し
て
以
て
猛
省
し
て
過
ち
を
寡
く
せ
ん
と
欲
す
。
此
れ
正
に

吾
が
謙
之
の
及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
為
す
所
以
な
り
」
（
王
文
成
公
全
書
巻
4
・
書
影
謙
之
四
）
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
問
に
対
す
る

一
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真
摯
な
態
度
が
人
々
を
ひ
き
つ
け
た
こ
と
も
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
た
だ
東
廓
に
対
し
て
ほ
ぼ
一
様
に
高
い
評
価
が
下
さ
れ
て
は
い
る

が
、
吉
田
氏
が
あ
げ
て
い
る
取
天
台
・
李
野
営
・
黄
宗
義
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
評
者
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
立
場
に
は
相
当
の
開
き

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
絶
愛
の
様
々
な
郷
東
坐
論
評
者
の
中
で
、
王
門
に
於
る
即
製
の
位
置
を
決
定
化
す
る
よ
う
な
見
解
を
述
べ
た
の
は

黄
宗
義
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
郷
東
廓
の
戒
催
、
羅
旧
庵
の
主
静
は
、
此
れ
真
に
陽
明
の
的
伝
な
り
。
　
（
明
儒
学
単
巻
1
1
・
銭
緒
山
伝
）

　
宗
義
は
東
廓
を
陽
明
学
の
確
か
な
伝
承
者
だ
と
顕
彰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
吉
田
氏
は
、
　
「
王
陽
明
i
郷
東
男
に
は
良

知
説
の
一
屈
折
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
た
し
か
に
黄
宗
義
が
「
陽
明
の
的
伝
」
と
東
廓
を
評
価
し
た
の

は
、
彼
自
身
の
思
想
的
立
場
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
陽
明
先
生
の
学
は
、
泰
州
（
雨
宿
斎
）
・
龍
渓
（
王
量
見
）
有

り
て
天
下
に
風
行
し
、
亦
た
泰
州
・
龍
華
に
因
り
て
漸
く
そ
の
伝
を
失
う
」
（
明
儒
学
案
巻
3
2
・
泰
州
学
案
序
）
と
い
う
よ
う
に
、
王
春

渓
や
下
心
斎
ら
の
い
わ
ゆ
る
千
成
派
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
之
対
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
東
廓
を
こ
の
よ
う
に
王
門
の
正
統
だ
と
位

置
づ
け
る
の
に
は
彼
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
王
陽
明
や
王
龍
渓
思
想
か
ら
の
距
離
、
王
門
の
人
々

か
ら
の
評
価
、
そ
し
て
『
明
儒
学
案
』
の
位
置
づ
け
な
ど
、
後
世
墨
東
廓
思
想
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
様
々
な
視
点
が
存
在
し
た
と
い

え
る
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
東
下
自
身
に
立
ち
返
っ
て
、
そ
の
思
想
構
造
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
前
に

今
日
ま
で
の
郷
東
廓
研
究
の
足
跡
を
ふ
り
返
り
、
問
題
点
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
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従
来
の
研
究

①
　
日
本
の
部

　
日
本
に
回
る
郷
東
廓
思
想
研
究
の
専
論
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
④
楠
本
正
継
氏
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』
P
四
五
六
～
四
六
〇
（
広
池
学
園
出
版
部
・
昭
和
3
7
年
）

　
　
③
岡
田
武
彦
氏
『
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
』
P
一
六
六
～
一
八
二
（
明
徳
出
版
社
・
昭
和
4
5
年
）

　
　
◎
吉
田
公
平
氏
「
郷
東
廓
」
（
陽
明
学
大
系
第
五
巻
『
陽
明
門
下
（
上
）
』
所
収
・
昭
和
4
8
年
）



　
　
◎
難
波
征
男
「
良
知
修
証
派
の
人
間
観
1
そ
の
曲
弦
無
悪
と
至
善
と
の
一
体
に
即
し
て
一
」
（
『
陽
明
学
の
世
界
』
所
収
）
（
昭
和
6
1

　
　
　
年
）

　
　
⑤
中
純
夫
「
良
知
回
書
派
に
つ
い
て
一
王
門
三
派
説
へ
の
疑
問
1
」
（
富
山
大
学
教
養
部
紀
要
第
2
2
巻
1
号
・
人
文
社
会
科
中
篇
・

　
　
　
別
冊
）
（
平
成
元
年
）

　
以
下
、
こ
れ
ら
の
要
旨
を
箇
条
的
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
た
だ
し
内
容
上
A
B
D
に
つ
い
て
ま
ず
ふ
れ
、
そ
の
の
ち
C
E
に
言
及
す
る

こ
と
に
す
る
。

　
　
④
彼
の
学
問
は
本
体
に
即
し
て
工
夫
を
見
、
功
夫
に
即
し
て
本
体
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
成
説
排
撃
の
た
め
、

　
　
　
「
心
」
よ
り
も
「
性
」
を
あ
げ
る
傾
向
も
持
っ
て
い
た
。
総
括
す
れ
ば
良
知
の
根
本
的
立
場
を
失
わ
ぬ
よ
う
努
め
た
と
評
価
で
き

　
　
　
る
と
す
る
説
。

　
　
③
A
の
立
場
を
受
け
継
ぎ
、
彼
が
良
知
の
根
本
的
立
場
を
失
わ
ぬ
よ
う
努
め
た
こ
と
と
、
「
心
」
よ
り
も
か
え
っ
て
「
性
」
を
あ
げ

　
　
　
た
点
を
指
摘
し
、
「
修
門
派
の
本
体
工
夫
論
は
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
工
夫
に
重
点
を
お
い
て
、
本
体
工
夫
の
渾
一
を
説
く
と

　
　
　
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
っ
た
。
」
　
（
P
一
七
六
）
と
結
論
す
る
説
。

　
　
⑨
A
・
B
の
論
考
と
連
続
し
、
修
証
派
の
現
成
無
批
判
・
帰
寂
派
批
判
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
A
・
B
を
敷
衛
さ
せ
た
も
の
。

　
以
上
の
三
氏
の
立
場
は
ほ
ぼ
共
通
す
る
と
言
え
る
が
、
以
下
と
り
あ
げ
る
二
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
視
点
及
び
意
図
に
よ
っ
て
、
郷
東

廓
（
あ
る
い
は
修
証
派
）
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
◎
四
句
説
問
答
第
一
句
を
「
至
善
に
し
て
異
な
き
は
心
な
り
」
と
記
録
し
た
箇
所
に
着
目
し
、
王
龍
田
の
四
十
説
と
は
最
も
か
け
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
　
れ
た
説
だ
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
「
郷
東
廓
は
よ
く
師
説
を
守
っ
た
と
賞
讃
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
郷
東
廓
自
身
に
「
楡

　
　
　
え
る
」
要
素
は
内
包
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
「
守
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
師
説
が
持
っ
て
い
た
破
壊
力
は
減
殺
し
た
と
い

　
　
　
え
よ
う
。
こ
こ
に
良
知
説
の
一
屈
折
を
み
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で
は
あ
る
ま
い
。
」
　
（
P
四
二
）
と
結
論
す
る
説
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
③
岡
田
武
彦
氏
の
「
王
門
三
派
説
」
に
対
す
る
反
論
を
試
み
、
「
引
証
派
」
と
い
わ
れ
る
歓
陽
南
野
・
銭
早
上
・
郷
東
廓
は
、
「
そ
の

　
　
　
重
層
的
人
間
把
握
に
お
い
て
も
、
工
夫
論
に
見
ら
れ
る
「
現
在
」
性
に
お
い
て
も
、
多
分
に
龍
渓
思
想
と
の
近
似
性
を
有
す
る
も

　
　
　
の
で
あ
っ
た
。
」
　
（
P
三
〇
）
と
す
る
説
。
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吉
田
氏
が
東
廓
を
龍
渓
か
ら
最
も
遠
い
と
断
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
中
剃
は
東
廓
を
含
め
た
修
証
派
と
龍
渓
と
の
距
離
は
近
い
と
説
か

れ
た
。
共
に
岡
田
氏
へ
の
反
論
を
企
図
し
な
が
ら
、
東
岳
思
想
の
性
格
規
定
・
位
置
づ
け
が
逆
の
方
向
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
興
味
深
い

こ
と
で
あ
る
。

②
中
国
・
台
湾
の
部

　
　
　
部
分
的
論
述
は
多
数
あ
る
が
、
専
論
と
呼
べ
る
も
の
は
、
管
見
で
は
次
の
三
篇
の
論
文
で
あ
る
。

　
　
⑤
容
肇
祖
『
明
代
思
想
史
』
P
一
二
一
二
～
一
二
七
、
一
九
六
二
年
（
台
湾
開
明
書
店
）

　
　
◎
黄
公
偉
『
宋
明
清
理
学
体
系
心
墨
』
P
四
〇
五
～
四
一
〇
、
一
九
七
一
年
（
台
北
回
方
書
店
）

　
　
⑪
侯
外
盧
・
邸
漢
生
・
張
豊
之
主
編
『
宋
明
理
学
史
』
下
巻
e
P
二
八
四
～
三
〇
四
、
一
九
八
七
年
（
人
民
出
版
社
）
（
尚
、
引
用

　
　
　
文
中
の
簡
体
字
は
な
る
べ
く
繁
体
字
に
換
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
）

　
こ
こ
で
も
日
本
の
部
と
同
様
、
箇
条
的
に
ま
と
め
て
み
る
。

　
　
㊥
守
益
の
学
問
方
法
は
、
「
戒
慎
恐
催
」
の
功
夫
を
未
発
と
已
発
に
用
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
功
夫
は
前
人
の
言
う
敬
の
こ
と
で

　
　
　
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
厳
粛
に
自
ら
を
検
索
す
る
精
神
は
、
す
な
わ
ち
宋
元
以
来
の
理
学
家
の
宗
旨
で
あ
り
、
郷
守
益
一
派
は
、

　
　
　
王
守
仁
か
ら
程
朱
の
主
敬
の
路
線
へ
と
転
換
を
し
た
よ
う
だ
と
す
る
説
。

　
こ
こ
で
は
、
東
廓
思
想
を
程
朱
学
と
質
的
に
等
し
い
と
す
る
容
氏
の
見
方
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
つ
ぎ

　
　
◎
彼
の
学
問
は
程
朱
学
に
近
く
、
陽
明
の
真
意
の
発
明
が
非
常
に
少
な
い
。
そ
し
て
こ
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
彼
を
「
陽
明
の
宗
子
」

　
　
　
と
と
ら
え
る
黄
宗
義
の
見
解
は
疑
問
だ
と
す
る
説
。

　
黄
氏
の
こ
の
見
方
は
、
容
氏
の
見
解
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
⑪
『
明
儒
学
案
』
の
影
響
が
極
め
て
強
い
論
考
で
あ
り
、
江
右
王
学
を
他
の
王
門
よ
り
一
段
高
く
評
価
し
正
伝
と
み
な
す
黄
宗
義
の

　
　
　
見
解
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
。
そ
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
を
守
り
続
け
維
持
し
て
ゆ
く
「
守
成
」
が
東
廓
思
想
の
特
徴
だ
と
と
ら

　
　
　
え
、
彼
を
王
学
の
正
伝
と
見
な
し
て
い
る
。
（
た
だ
晶
直
江
・
存
念
庵
を
王
学
の
屈
折
と
み
る
点
は
宗
義
と
異
な
る
）
ま
た
著
者

　
　
　
は
彼
の
「
戒
篭
工
」
の
意
義
は
、
致
良
知
の
功
夫
方
面
へ
の
発
明
と
と
ら
え
、
論
考
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
た
。
　
「
競
輪
守
仁
的

　
　
　
”
致
良
知
”
説
受
難
多
方
的
法
難
和
曲
解
的
状
況
下
、
郷
守
益
公
然
奮
起
衛
護
、
井
以
発
明
”
致
良
知
”
宗
旨
為
職
志
、
正
表
明
其
対
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師
説
的
信
守
和
忠
誠
。
他
之
三
后
世
学
者
奉
為
王
学
正
伝
、
戸
当
之
土
塊
的
。
」
　
（
P
三
〇
三
）
守
益
が
後
世
の
学
者
か
ら
王
学

　
　
　
の
正
伝
と
見
な
さ
れ
る
の
は
妥
当
だ
と
す
る
説
。

　
以
上
の
論
考
を
ま
と
め
る
と
、
『
宋
明
理
学
史
』
の
見
解
は
東
廓
を
陽
明
の
正
伝
と
み
る
黄
宗
義
の
見
方
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、

容
皇
祖
氏
と
黄
公
偉
氏
は
そ
れ
に
対
し
て
反
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
に
な
る
。
日
本
の
場
合
と
同
様
、
陽
明
の
正
伝
と
見
な
す
か
ど

う
か
で
東
廓
評
価
は
二
つ
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
A
ピ
H
の
見
解
を
ふ
ま
え
、
今
後
の
東
廓
思
想
研
究
に
誤
る
課
題
を
整
理
し
て
み
た
い
。
日
中
を
問
わ
ず
東
廓
の
思
想
史

的
評
価
に
最
も
強
く
影
響
し
て
い
る
の
は
、
黄
宗
義
の
見
解
で
あ
る
。
東
廓
を
陽
明
の
正
伝
と
み
る
宗
義
の
見
方
を
採
用
す
る
か
ど
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
、
彼
の
思
想
的
位
置
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
の
考
え
る
べ
き
問
題
の
一
つ
は
、
こ
の
黄
宗
義
の
見
解
を

ど
う
受
け
と
め
そ
れ
を
ど
う
処
理
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
問
題
を
こ
こ
に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

し
た
が
っ
て
宗
義
が
東
灘
思
想
の
何
に
共
鳴
し
て
あ
れ
ほ
ど
高
い
評
価
を
下
し
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
ど
が
そ
の
第
一
歩
と
な
ろ
う
。
そ

の
作
業
の
の
ち
、
東
廓
自
身
の
功
夫
論
を
考
察
し
つ
つ
宗
義
の
見
方
の
是
非
を
問
う
こ
と
に
し
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
方
法
論
に
よ
っ
て
、

東
廓
の
思
想
的
位
置
を
解
明
し
よ
う
と
思
う
。

一
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二
　
東
廓
の
功
夫
論
を
め
ぐ
っ
て

　
黄
宗
義
は
東
廓
思
想
中
の
何
を
と
ら
え
て
陽
明
の
嫡
子
と
し
た
の
か
。
第
二
章
で
は
こ
の
問
題
の
検
討
か
ら
と
り
か
か
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
明
儒
学
案
』
郷
東
中
伝
の
中
で
、
宗
義
は
八
専
郷
先
生
文
集
（
以
下
東
廓
集
と
略
す
）
巻
二
「
青
原
贈
処
」
中
の
四
句
説
に
関
す
る

記
述
に
着
目
し
、
そ
れ
に
対
す
る
師
劉
念
台
の
言
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

　
　
蔑
山
先
師
（
濫
訴
）
、
嘗
て
疑
う
、
「
陽
明
の
天
泉
の
言
は
、
平
時
と
同
じ
か
ら
ず
。
平
時
は
毎
に
至
善
は
図
れ
心
の
本
体
と
言
う
」

　
　
と
。
又
た
曰
く
、
「
至
善
は
只
だ
是
れ
天
理
の
極
を
尽
し
て
、
＝
毫
の
人
欲
の
私
も
な
し
」
と
。
又
た
曰
く
、
「
良
知
は
即
ち
天
理
な

　
　
り
。
録
（
『
伝
習
録
』
）
中
に
天
理
の
二
字
を
言
う
こ
と
、
不
一
（
少
な
く
な
い
）
に
し
て
足
れ
り
。
時
有
り
て
『
無
善
無
悪
は
理
の
静
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
　
と
説
く
も
、
亦
た
未
だ
嘗
て
径
ち
に
『
無
善
事
悪
は
是
れ
心
の
体
』
と
説
か
ず
」
と
。
（
明
儒
学
案
巻
1
6
・
郷
東
割
干
）



　
こ
れ
は
四
句
々
の
第
一
句
を
「
無
煙
無
悪
は
是
れ
心
の
体
」
と
す
る
こ
と
へ
の
反
論
で
あ
り
、
心
体
は
「
警
部
無
悪
」
で
は
な
く
「
至

善
」
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
す
る
丁
台
の
見
解
が
よ
み
と
れ
る
。
そ
し
て
宗
義
は
自
己
の
意
見
を
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
今
、
先
生
（
東
廓
）
の
記
す
る
所
を
観
る
に
、
四
有
の
論
は
、
傍
お
勝
れ
至
善
無
悪
を
以
て
心
と
為
す
。
即
ち
四
有
の
四
句
も
亦
た

　
　
坐
れ
緒
山
の
言
に
し
て
、
陽
明
の
立
て
て
以
て
教
法
と
為
す
に
非
ざ
る
な
り
。
今
、
天
泉
の
記
す
る
所
に
拠
り
て
、
無
田
無
悪
を
以

　
　
て
陽
明
を
議
す
る
者
は
、
蓋
ぞ
亦
た
先
生
の
記
に
考
う
る
こ
と
有
ら
ざ
る
か
。
（
同
）

　
宗
義
は
銭
緒
山
の
発
言
に
も
批
判
的
で
あ
り
、
・
四
句
教
の
第
一
句
を
「
無
毒
に
し
て
無
悪
な
る
は
心
の
体
な
り
」
で
は
な
く
「
至
善
に

し
て
無
悪
な
る
は
心
の
体
な
り
」
と
す
る
こ
と
が
陽
明
の
真
意
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
自
己
の
見
解
に
等
し
い
東
廓
の
「
青
原
贈
処
」

の
記
述
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
石
台
の
言
の
引
用
は
自
己
の
主
張
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
、
自
己
と
同

意
見
で
あ
る
師
の
言
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
）
か
く
し
て
宗
義
は
東
廓
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
陽
明
の
没
し
て
そ
の
伝
を
失
わ
ざ
る
者
は
、
先
生
（
東
廓
）
を
以
て
宗
子
と
為
さ
ざ
る
を
得
ず
。
（
同
）
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
つ
ぎ

　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
宗
義
は
心
体
を
至
善
無
悪
と
と
ら
え
た
東
上
の
見
解
に
共
鳴
し
て
、
陽
明
の
宗
子
と
し
て
高
く
評
価
し

　
　
　
　
　

た
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
次
に
東
廓
の
心
性
理
解
及
び
功
夫
論
を
検
討
し
て
ゆ
く
中
で
、
東
廓
は
は
た
し
て
陽
明
の
宗
子
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
東
廓
の
心
性
論
に
下
る
特
徴
は
、
吉
田
氏
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
心
体
を
至
善
無
悪
と
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
そ
れ
は
、
「
無
」
の
立
場
の
拒
否
で
あ
り
、
心
は
元
来
無
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
へ
の
反
論
で
あ
っ
た
。
次
の
資
料
を
見
ら
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
　
　
　
て
だ
て

　
　
聖
を
学
ぶ
の
要
は
、
濾
渓
先
生
、
孔
孟
の
纏
を
発
く
所
以
な
り
。
一
な
る
者
は
、
良
知
の
真
純
に
し
て
無
雑
な
る
者
な
り
。
欲
有
り

　
　
て
以
て
こ
れ
に
雑
う
れ
ば
、
則
ち
二
一
二
た
る
。
無
欲
な
る
者
は
自
然
に
し
て
無
な
る
に
非
ざ
る
な
り
。
無
な
る
者
は
有
に
対
し
て
言

　
　
う
な
り
。
（
東
廓
集
巻
3
・
録
青
原
再
会
語
）

　
こ
の
資
料
は
周
簾
台
の
『
墨
書
』
聖
学
第
二
〇
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
演
渓
は
コ
を
要
と
為
す
。
一
と
は
無
欲
な
り
」

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
「
無
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
元
来
無
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
有
と
対
立
す
る
次
元
で
の
無
に

す
ぎ
な
い
と
東
廓
は
い
う
。
東
起
の
こ
の
「
無
」
の
拒
否
へ
の
こ
だ
わ
り
を
、
我
々
は
ど
う
受
け
と
め
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
し
て
そ
の
原

一
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因
は
何
な
の
か
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
、
楠
本
氏
が
す
で
に
現
勢
説
を
排
す
る
た
め
と
い
う
一
つ
の
解
答
を
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
あ
ま
り
に
一
般
的
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
た
め
、
東
廓
の
無
の
拒
否
の
姿
勢
が
十
分
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か

し
筆
者
も
現
在
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に
足
る
充
分
な
材
料
を
も
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
い
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
彼
の
功
夫
論
を
み
て

ゆ
く
中
で
、
そ
れ
が
心
性
論
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
上
述
の
問
題
解
決
の
第
一
歩
と
し
、
あ
わ
せ
て
東
中
を

陽
明
の
宗
子
と
と
ら
え
る
こ
と
の
可
否
を
論
じ
て
み
た
い
。

　
従
来
の
研
究
で
も
た
び
た
び
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
戒
催
－
敬
」
と
い
う
の
が
東
廓
の
功
夫
論
の
基
本
に
位
置
す
る
。
こ
こ
で

は
ま
ず
「
戒
催
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　
　
戒
慎
恐
催
し
て
常
精
常
明
な
ら
ば
、
則
ち
廓
然
大
公
は
良
知
の
体
。
物
来
り
て
順
応
す
る
は
良
知
の
用
。
（
東
廓
集
巻
5
・
答
余
汝

　
　
定
）

　
戒
催
の
功
夫
に
よ
っ
て
良
知
の
精
明
性
が
恒
常
的
に
…
機
能
し
た
と
き
、
　
「
廓
然
大
公
」
「
物
来
順
応
」
と
い
う
良
知
本
来
の
性
質
が
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
に
発
揮
さ
れ
る
と
東
廓
は
い
う
。
次
に
こ
の
戒
儂
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
お
い

　
　
慎
し
む
か
な
、
そ
れ
惟
だ
独
を
。
独
な
る
者
は
幾
な
り
。
焉
に
出
て
戒
慎
し
、
焉
に
干
て
恐
催
す
。
（
同
巻
2
・
青
原
贈
答
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

　
　
大
学
・
中
庸
は
、
皆
慎
独
の
功
を
提
出
す
。
此
は
是
れ
孔
門
相
伝
の
正
脈
な
り
。
…
…
惟
だ
良
知
の
み
独
り
覚
る
。
見
は
る
る
は
な

　
　
く
、
顕
ら
か
な
る
は
な
く
、
此
に
於
て
潔
浄
す
れ
ば
、
往
く
と
し
て
潔
浄
に
あ
ら
ざ
る
は
な
く
、
此
に
於
て
來
思
す
れ
ば
、
往
く
と

　
　
し
て
來
雑
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
…
…
慎
独
な
る
者
は
、
そ
の
爽
雑
を
去
り
て
、
以
て
そ
の
潔
浄
の
本
体
を
復
す
る
の
み
。
（
同
巻

　
　
5
・
再
簡
洪
峻
之
）

　
　
　
　
　
　
　
　

　
東
駅
は
独
な
る
幾
に
駆
る
戒
催
を
説
き
、
そ
れ
は
又
慎
独
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
。
独
な
る
幾
と
し
て
の
良
知
に
於
て
恐
れ
つ
つ
し
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　

良
知
が
良
知
自
身
を
書
写
な
る
も
の
に
精
錬
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
東
嶺
の
功
夫
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
功
夫
が
要
請
さ
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
現
在
活
動
し
て
い
る
良
知
は
全
幅
の
信
頼
を
置
く
に
足
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
東
廓
の
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
は
現

在
良
知
に
不
純
物
が
紛
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
形
態
が
い
わ
ゆ
る
現
成
説
と
厳
し
く
対
立

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
現
成
派
を
代
表
す
る
と
い
わ
れ
る
王
龍
渓
に
も
「
幾
」
に
関
す
る
発
言
が
あ
る
の
で
次

に
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
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周
子
云
う
、
誠
・
神
・
幾
を
聖
人
と
卜
う
、
と
。
良
知
は
自
然
の
覚
、
微
に
し
て
顕
、
隠
に
し
て
見
、
所
謂
幾
な
り
。
良
知
の
実
体

　
　
を
誠
と
為
し
、
良
知
の
妙
用
を
神
と
為
す
。
幾
は
則
ち
体
・
用
に
通
じ
て
、
寂
・
感
は
一
貫
す
。
故
に
曰
く
、
有
無
の
間
な
る
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

　
　
幾
な
り
、
と
。
…
…
大
学
の
所
謂
誠
意
、
中
庸
の
所
謂
復
性
は
、
皆
慎
独
を
以
て
要
と
為
す
。
独
は
即
ち
幾
な
り
。
（
龍
渓
王
先
生

　
　
全
集
巻
6
・
致
知
議
弁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い

　
　
双
江
子
曰
く
、
兄
（
龍
渓
）
謂
う
、
聖
学
は
只
だ
幾
上
に
在
て
功
を
用
う
る
の
み
。
有
無
の
間
は
、
干
れ
人
心
の
真
の
体
用
に
し
て
、

　
　
当
下
に
具
足
す
、
と
。
（
同
）

　
龍
渓
も
東
廓
と
同
様
「
独
は
幾
な
り
」
と
と
ら
え
、
そ
の
幾
が
他
な
ら
ぬ
良
知
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
両
者
の
動
的
志
向
性
を
示
す
も
の

　
　
　
　

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
測
地
は
幾
を
当
下
に
具
足
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
当
下
具
足
と
は
そ
の
場
で
た
だ
ち
に
完
全
具
備
し
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
在
に
於
て
成
就
し
て
い
る
こ
と
（
現
成
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
龍
渓
の
幾
上
の
功
夫
と
は
、
良
知
は
現
成
し

て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
、
そ
の
良
知
の
力
を
完
全
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
龍
渓
に
於
て
は
こ
の
良
知
現
成
へ
の
強
い

信
頼
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
蓋
し
当
下
具
足
を
信
じ
得
ず
ん
ば
、
到
底
未
だ
螢
ら
か
な
ら
ざ
る
処
有
る
を
免
れ
ず
。
学
ぶ
者
の
工
夫
を
用
い
ざ
る
の
病
を
懲
ら
さ

　
　
ん
と
欲
し
、
そ
の
本
体
を
井
せ
て
疑
う
。
或
は
亦
た
矯
柾
の
過
な
り
。
（
同
巻
1
0
・
与
羅
念
庵
O
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
良
知
の
里
下
具
足
へ
の
信
頼
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
柴
田
篤
氏
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
そ
れ
が
な
く
な

れ
ば
呉
天
に
陰
る
功
夫
の
前
提
が
足
も
と
か
ら
崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
現
勢
派
の
見
解
に
対
し
て
、

東
回
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
お
も

　
　
性
の
上
に
戒
催
を
添
う
べ
か
ら
ず
と
以
う
者
は
、
弄
れ
狙
狂
に
し
て
、
大
方
（
根
本
の
法
則
）
を
踏
む
の
説
、
こ
れ
を
誤
る
な
り
。

　
　
（
東
廓
三
三
6
・
復
高
仰
之
諸
友
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ノ
マ
マ
ニ
オ
コ
ル

　
　
近
来
の
講
学
は
、
多
く
早
れ
月
毎
に
し
て
、
戒
催
の
実
功
に
於
て
、
全
く
力
を
着
け
ず
、
便
ち
以
て
自
然
の
本
体
を
妨
擬
す
と
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
ふ

　
　
す
。
故
に
精
神
は
涯
浮
し
、
全
く
根
に
帰
り
命
を
立
つ
る
処
な
し
。
（
同
巻
6
・
重
着
柳
渓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
東
廓
に
と
っ
て
本
体
の
戒
催
の
主
張
は
断
じ
て
ゆ
ず
れ
ぬ
生
命
線
で
あ
っ
た
。
岡
田
氏
は
「
懲
窒
遷
喬
（
『
易
』
損
卦
の
「
急
を
懲
ら

し
慾
を
窒
ぐ
」
）
と
益
卦
の
「
善
に
遷
り
過
ち
を
改
む
」
）
を
致
良
知
の
条
目
と
し
て
こ
れ
を
第
二
義
と
す
る
を
非
と
し
た
」
（
前
掲
論
文
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P
一
七
一
）
と
の
べ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
碁
客
の
功
夫
は
明
ら
か
に
第
一
義
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
東
廓
よ
り
見
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ち
が
い
ざ
た

良
知
現
成
を
確
信
し
戒
催
の
功
夫
を
自
然
の
本
体
の
妨
擬
と
見
な
す
立
場
と
は
、
も
は
や
猫
車
と
し
か
い
え
な
い
代
物
で
あ
っ
た
。
し
か

し
一
方
い
わ
ゆ
る
現
成
派
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
露
玉
を
功
夫
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
、
本
来
無
善
無
悪
で
あ
り
現
在
そ
れ
自
体
で
円

満
に
充
足
し
て
い
る
良
知
を
一
定
の
枠
に
は
め
る
こ
と
で
あ
り
、
一
義
的
に
は
当
然
否
定
さ
れ
る
べ
き
見
解
で
あ
っ
た
。
龍
渓
、
唐
革
の

こ
の
思
想
的
立
場
の
相
違
を
端
的
に
表
し
た
も
の
が
、
さ
き
に
見
た
四
句
説
の
と
ら
え
方
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
銭
薄
絹
と
同
様
に
朱
子
学

に
み
ら
れ
る
性
の
別
格
的
権
威
打
破
の
た
め
心
を
無
善
無
悪
と
規
定
す
る
龍
渓
思
想
は
、
現
在
の
良
知
を
組
下
に
具
足
す
る
も
の
と
み
な

す
た
め
、
意
・
知
・
物
す
べ
て
を
無
母
港
悪
と
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
四
無
下
の
立
場
で
あ
る
。
他
方
東
回
は
い
わ
ゆ
る
修

証
派
の
銭
泰
山
と
も
異
な
り
、
心
を
「
至
善
無
悪
」
と
規
定
し
て
無
の
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
自
身
の
自
由
裁
量
を
制
限
す

る
こ
と
を
企
図
し
た
。
彼
は
性
に
別
格
的
権
威
を
認
め
心
に
定
向
性
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
朱
子
学
的
要
素
を
思
想
中
に
と
り
入
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
純
粋
物
・
不
純
物
の
入
り
ま
じ
る
現
在
の
心
に
、
一
種
の
よ
す
が
と
一
定
の
方
向
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
心
を
そ
の
現
在
の
無
定
向
な
性
格
の
ま
ま
に
円
満
成
就
す
る
と
み
な
す
軍
事
説
と
は
、
完
全
に
一
線
を
画
す
こ
と
に
な
る
。

「
無
」
の
立
場
を
拒
否
す
る
東
廓
の
心
性
論
は
、
彼
の
功
夫
論
全
体
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
敬
の
功
夫
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
吉
田
公
平
氏
の
前
掲
論
文
に
記
述
が
あ
る
。
そ
の
要
旨
は
、
王
陽
明
が
敬
を

不
要
と
し
た
の
に
対
し
て
東
廓
は
敬
を
力
説
し
た
、
そ
し
て
陽
明
と
共
に
心
学
を
唱
え
な
が
ら
も
朱
子
学
に
接
近
し
て
敬
の
工
夫
の
肝
要

な
こ
と
を
説
い
た
湛
甘
泉
を
高
く
評
価
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
筆
者
が
敬
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
資
料
は
、
残

念
な
が
ら
次
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。

　
　
聖
門
の
要
旨
は
、
只
だ
己
れ
を
修
め
て
以
て
敬
す
る
に
在
り
。
敬
な
る
者
は
、
良
知
の
精
明
に
し
て
、
雑
う
る
に
塵
俗
を
以
て
せ
ざ

　
　
る
な
り
。
（
東
廓
集
巻
5
・
簡
胡
鹿
崖
巨
卿
）

　
　
聖
門
の
己
れ
を
修
め
て
以
て
百
姓
を
安
ん
ず
る
の
功
は
、
只
だ
苦
れ
一
の
敬
の
字
の
み
。
果
し
て
能
く
実
に
敬
の
字
の
面
目
を
見
れ

　
　
ば
、
則
ち
是
れ
性
分
、
即
ち
是
れ
礼
文
な
ゆ
。
又
何
の
偏
内
偏
外
の
患
あ
ら
ん
や
。
（
同
等
5
・
簡
方
鑑
別
）

　
東
廓
が
敬
に
対
し
て
極
め
て
好
意
的
・
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
み
で
は
、
敬
に
つ

い
て
多
角
的
に
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
東
廓
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
た
湛
甘
泉
の
敬
を
取
り
あ
げ
て
み
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る
こ
と
に
す
る
。
東
廓
の
説
く
敬
と
同
一
で
な
い
に
せ
よ
、
十
分
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
良
知
を
学
問
の
規
矩
と
為
す
は
然
る
や
否
や
。
曰
く
、
規
矩
と
は
天
則
な
り
。
天
の
良
知
を
自
然
の
矩
と
為
す
と
謂
う
も
可
な
り
。

　
　
し
か
れ
ど

　
　
然
而
も
学
問
の
規
矩
は
そ
れ
敬
か
。
敬
立
ち
て
良
知
在
り
。
蓋
し
致
の
謂
な
り
。
敬
を
以
て
道
と
為
せ
ば
、
則
ち
道
を
求
む
べ
か
ら

　
　
ず
。
而
る
に
敬
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
以
て
こ
れ
を
得
る
に
足
ら
ず
。
　
（
甘
泉
文
集
巻
2
3
・
語
録
）

　
敬
と
い
う
の
は
学
問
の
規
律
で
あ
り
、
敬
が
確
立
し
て
は
じ
め
て
良
知
は
そ
の
本
来
性
を
発
揮
す
る
。
敬
は
学
問
の
目
的
で
は
な
い
が
、

手
段
と
し
て
は
不
可
欠
の
も
の
だ
と
甘
泉
は
言
う
。
ま
た
、
荒
木
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
陳
白
沙
の
詩
「
和
楊
亀
山
元
日
不
再
得
韻
」

の
解
説
と
し
て
、
次
の
一
文
を
著
し
て
い
る
。

　
　
蓋
し
敬
は
聖
人
の
御
法
な
り
。
聖
徳
は
敬
よ
り
大
な
る
な
け
れ
ば
、
則
ち
徳
に
入
る
は
主
敬
よ
り
要
な
る
は
な
し
。
（
白
沙
詩
教
解

　
　
巻
上
）

　
敬
は
聖
人
の
心
心
だ
と
甘
泉
は
言
い
、
敬
に
よ
り
心
の
中
正
が
え
ら
れ
た
状
態
を
心
の
本
来
と
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
湛
甘
泉
に
関
し
て
は
、
荒
木
見
悟
氏
に
「
湛
甘
泉
と
王
陽
明
一
な
ぜ
甘
泉
学
は
陽
明
学
ほ
ど
発
展
し
な
か
っ
た
か
一
」
（
『
明
代
思
想

研
究
』
所
収
）
、
柴
田
篤
氏
に
「
湛
甘
泉
の
陽
明
学
観
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
九
州
中
国
学
会
報
』
2
1
）
の
論
考
等
が
あ
る
が
、
荒
木
氏
は
甘

泉
の
敬
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
甘
泉
は
敬
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
を
、
特
に
く
わ
し
く
は
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
あ
の
「
執
事
敬
」
（
甘
泉
の
愛
用
す
る
論
語
の

　
　
一
句
）
と
「
随
処
体
認
天
理
」
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
敬
は
当
然
天
理
へ
の
畏
敬
を
基
本
性
格

　
　
と
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
か
甘
泉
学
は
朱
子
学
と
の
連
続
性
を
い
よ
い
よ
明
確
に
し
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
敬
不
要
を
唱
え
て
朱
子
学
と
の
間
に
あ
る
断
層
を
設
け
、
そ
れ
以
後
の
理
意
識
の
処
理
を
良
知
一
念
に
任
せ
き
っ
た
陽
明
学

　
　
に
比
し
て
、
理
の
先
験
的
権
威
の
承
認
に
大
き
く
傾
い
て
い
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
前
掲
論
文
P
七
〇
）

　
荒
木
氏
は
甘
泉
に
朱
子
学
と
の
連
続
性
を
認
め
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
心
を
「
至
善
無
悪
」
と
規
定
し
朱
子
学
的
要
素
を
自
己
の
思

想
中
に
と
り
入
れ
た
東
漸
に
は
、
甘
泉
の
「
敬
」
と
き
わ
め
て
類
似
す
る
傾
向
が
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
東
廓
の
敬
も
甘
泉
と
同
様
、

「
天
理
へ
の
畏
敬
」
を
基
本
性
格
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
「
戒
催
－
敬
」
の
功
夫
論
及
び
そ
の
基
盤
を
な
す
心
性
論
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
東
廓
思
想
に
は
朱
子
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学
的
要
素
の
混
入
が
認
め
ら
れ
る
。
　
「
性
“
理
」
に
心
を
指
導
す
る
権
威
を
与
え
（
性
H
善
）
、
事
物
に
即
し
た
理
の
究
明
を
実
践
論
の

中
心
に
す
え
る
朱
子
学
の
立
場
に
対
し
て
王
陽
明
が
根
本
的
疑
問
を
抱
き
、
「
心
1
1
理
」
と
規
定
し
て
（
心
1
1
善
）
心
の
心
以
外
へ
の
依

僑
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
朱
子
学
を
超
克
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
東
浜
を
陽
明
の
宗
子
と
す
る
黄
宗
義
の
と
ら
え
方
に

は
や
は
り
無
理
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
東
廓
を
陽
明
の
正
伝
と
み
る
黄
宗
義
の
見
解
は
彼
自
身
の
思
想
的
立
場
の
投
影
で
あ
り
、
思
想
史
的
に
見
れ
ば
客

観
的
事
実
と
は
い
い
難
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
結
論
と
し
て
は
吉
田
公
平
氏
の
分
析
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え

る
。
し
た
が
っ
て
以
下
筆
者
な
り
に
二
つ
の
新
視
座
を
今
後
の
課
題
と
い
う
形
で
と
り
あ
げ
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
明
代
心
学
の
先
駆
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
陳
白
沙
に
対
す
る
東
下
の
評
価
で
あ
る
。
注
⑪
で
ふ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
明
代
前
期
の
陳
白
沙
（
一
四
二
八
～
一
五
〇
〇
）
も
「
戒
櫻
」
を
極
め
て
肯
定
的
に
説
い
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
東
廓
が
認
識
し
て

い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
だ
が
、
王
陽
明
が
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
か
っ
た
白
沙
の
こ
と
を
、
「
江
門
（
白
沙
）
は
書
に
よ

　
　
　
　
こ

り
て
老
を
喩
え
、
深
造
自
得
す
」
（
東
廓
集
巻
1
・
寿
中
山
先
生
七
十
序
）
と
高
く
評
価
し
、
つ
い
で
白
沙
の
隠
棲
に
関
し
て
次
の
よ
う

に
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お

　
　
太
極
の
育
む
所
は
万
物
芸
芸
た
る
も
、
而
も
人
心
然
と
し
て
万
物
の
霊
と
為
る
。
嗜
欲
断
た
ざ
れ
ば
、
則
ち
天
機
徹
ら
ず
。
将
に
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
い

　
　
物
に
霊
た
ら
ん
と
す
る
者
も
、
而
し
て
隠
然
と
し
て
万
物
に
役
せ
ら
る
。
坐
れ
江
門
の
隠
る
る
所
な
り
。
（
同
）

　
白
沙
の
隠
棲
に
関
し
て
は
、
黒
化
五
年
の
会
試
に
下
蔑
し
た
時
、
同
十
七
年
修
復
さ
れ
た
白
鹿
洞
書
院
の
山
冠
就
任
要
請
を
断
っ
た
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
同
十
八
年
吏
部
考
試
を
辞
任
し
た
時
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
ろ
う
が
、
東
廓
は
こ
の
白
沙
の
進
退
に
関
し
て
嗜
欲
を
断
つ
た
め
の
も
の

と
し
て
非
常
に
好
意
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
両
者
は
王
陽
明
出
現
以
前
と
以
後
と
い
う
決
定
的
に
思
想
状
況
の
異
な
る
下
で
生
き
た
の
で

あ
る
が
、
共
に
戒
催
を
説
く
点
、
東
廓
が
白
沙
に
好
意
を
も
っ
て
い
る
点
な
ど
、
思
想
史
的
に
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
間
遮
が
そ
こ
に
見

い
だ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
の
研
究
に
於
惹
視
座
の
一
つ
と
し
て
、
東
廓
の
白
沙
観
及
び
両
者
の
思
想
的
立
場
の
比
較
と
い
っ
た
も
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の
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
次
に
東
廓
思
想
に
見
ら
れ
る
調
整
的
性
格
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
後
世
の
講
来
講
賛
し
て
、
往
往
墨
染
の
後
よ
り
こ
れ
を
言
い
、
病
症
と
正
学
の
許
多
の
妨
擬
を
環
視
す
。
故
に
退
然
と
し
て
聖
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

　
　
以
て
学
ぶ
べ
か
ら
ず
と
為
し
て
、
良
知
の
本
体
は
原
勢
多
と
異
な
る
な
き
を
察
ら
か
に
せ
ず
。
遍
来
良
知
の
説
を
習
聞
す
る
や
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か

　
　
た
意
見
測
度
を
以
て
自
ら
聖
人
と
体
を
同
じ
く
す
と
謂
う
。
故
に
遂
に
意
に
任
せ
る
を
以
て
性
に
率
う
と
為
し
て
、
許
多
の
病
症
を

　
　
察
ら
か
に
し
、
尭
舜
と
同
じ
か
ら
ざ
る
を
見
ず
。
斯
の
二
者
は
そ
の
道
を
害
う
は
均
し
。
　
（
東
廓
集
巻
7
・
貢
院
聚
講
語
）

　
「
斯
の
二
者
」
と
い
う
の
は
、
聖
人
を
到
達
不
可
能
と
み
な
す
者
と
、
安
易
に
聖
人
と
自
己
と
の
一
体
を
主
張
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。

東
廓
は
こ
れ
ら
双
方
の
思
想
的
欠
陥
を
強
く
認
識
し
、
そ
れ
ら
を
調
整
し
て
自
己
の
立
場
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
他
者
の
見

解
に
目
を
向
け
そ
れ
を
考
慮
す
る
の
は
思
想
形
成
の
常
道
で
あ
ろ
う
が
、
東
廓
に
は
そ
れ
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

が
自
己
存
在
の
核
心
で
あ
り
そ
れ
を
主
張
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
已
む
べ
か
ら
ざ
る
思
い
か
ら
出
発
し
た
思
想
で
は
な
く
、
と
も
す

れ
ば
陥
り
が
ち
な
思
想
的
陥
穽
を
十
分
認
識
し
、
そ
の
克
服
の
た
め
の
調
節
機
能
を
軸
と
し
て
造
ら
れ
た
思
想
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
覚
」
　
「
平
等
」
と
い
う
本
来
・
完
全
の
立
場
に
、
「
戒
催
」
と
い
う
現
実
・
反
省
の
立
場
を
や
や
強
引
に
結
び
つ
け
よ

う
と
し
た
次
の
資
料
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
そ
の
昏
昧
な
き
よ
り
、
こ
れ
を
覚
と
謂
い
、
そ
の
放
逸
な
き
ょ
り
、
こ
れ
を
戒
催
と
謂
い
、
そ
の
加
損
な
き
ょ
り
、
こ
れ
を
平
等
と

　
　
謂
う
。
そ
の
名
言
は
異
な
る
と
錐
も
、
そ
の
工
夫
は
則
ち
一
な
り
。
今
若
し
覚
と
平
等
と
を
以
て
簡
易
と
為
し
て
、
戒
催
を
以
て
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
　
を
起
こ
す
に
図
る
と
為
さ
ば
、
特
に
戒
催
を
誤
認
す
る
の
み
に
非
ず
、
亦
た
覚
と
平
等
と
を
も
誤
認
す
る
な
り
。
（
駅
亭
5
・
答
會

　
　
弘
之
）

　
「
覚
」
　
「
平
等
」
は
「
昏
乱
な
し
」
　
「
加
損
な
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
心
の
本
来
的
・
一
義
的
立
場
を
示
す
語
で
あ
り
、
　
「
薄
型
」

と
は
通
常
、
心
逸
脱
の
可
能
性
を
前
提
に
し
て
行
わ
れ
る
現
実
的
・
二
義
的
な
功
夫
で
あ
っ
た
。
東
廓
は
こ
の
「
戒
催
」
に
「
覚
」
「
平

等
」
と
同
レ
ベ
ル
の
一
義
性
を
与
え
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
現
成
派
の
弊
害
を
免
れ
う
る
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
東
廓
思
想

中
の
調
整
的
性
格
は
思
想
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
た
の
か
。
こ
う
い
つ
た
問
題
の
追
求
を
、
今
後
の
研
究
に
据
る
二
つ
め
の

視
座
と
し
た
い
。
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以
上
の
二
つ
の
視
座
を
軸
に
し
つ
つ
、
今
後
の
東
廓
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
所
存
で
あ
る
。

〔
注
〕

①
郷
東
廓
の
事
蹟
に
関
し
て
は
、
後
述
の
吉
田
公
平
氏
論
文
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

②
た
だ
中
氏
は
次
の
よ
う
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
王
門
三
通
説
」
も
、
所
詮
は
当
時
の
思
想
状
況
を
理
解
す
る
上
で
の
一
種
の
目
安
・
見
取
り
図
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ま
い
。

　
　
従
っ
て
、
「
三
派
説
」
に
対
し
て
一
石
を
投
じ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
と
自
体
に
さ
し
て
意
味
が
有
る
わ
け
で
は
な
い
。
敢
え
て
言

　
　
え
ば
、
　
「
三
派
説
」
に
一
石
を
投
ず
る
こ
と
に
形
を
借
り
て
、
龍
渓
及
び
南
野
ら
三
子
の
思
想
を
問
い
直
し
て
み
る
こ
と
に
、
本
稿
の
最

　
　
終
的
な
目
的
が
あ
る
。
（
P
二
）

　
氏
は
真
向
か
ら
「
三
派
説
」
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
種
の
目
安
と
し
て
の
「
三
派
説
」
の
価
値
は
一
応
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
氏
の
論
文
の
方
法
論
的
特
徴
は
上
述
の
よ
う
に
ま
と
め
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

③
中
置
は
南
野
・
東
廓
・
地
山
の
共
通
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
力
を
注
が
れ
た
が
馬
彼
ら
の
相
違
点
の
究
明
及
び
三
者
の
思
想
的
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
当
論
文
の
問
題
点
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

④
楠
本
・
岡
田
両
氏
は
む
ろ
ん
黄
宗
義
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
の
で
は
な
く
、
独
自
の
検
証
を
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
結
果
か

ら
見
れ
ば
上
述
の
よ
う
に
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

⑤
銭
鞍
置
の
四
句
教
の
第
一
句
自
体
が
「
至
善
無
悪
は
心
な
り
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
田
公
平
氏
も
前
掲
論
文
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
「
至
善
無
悪
は
心
な
り
」
と
い
う
東
廻
の
記
述
を
高
く
評
価
す
る
黄
宗
義
が
、
三
山
の

四
句
教
に
批
判
的
な
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

⑥
こ
こ
で
戒
耀
す
る
主
体
は
何
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

　
　
戒
慎
恐
櫻
の
功
は
、
命
名
は
同
じ
と
錐
も
、
而
も
血
脈
は
各
々
異
な
る
。
事
に
戒
催
す
れ
ば
、
事
を
迂
り
て
念
を
識
ら
ず
。
念
に
戒
櫻
す

　
　
れ
ば
、
念
を
奉
り
て
本
体
を
識
ら
ず
。
本
体
、
戒
催
す
れ
ば
、
観
ず
聞
か
ざ
る
の
帝
規
帝
矩
は
、
常
に
虚
、
常
に
霊
な
れ
ば
、
則
ち
沖
漠

　
　
無
朕
に
し
て
、
未
だ
応
ぜ
ざ
る
も
先
に
非
ず
、
万
象
森
然
と
し
て
、
已
に
応
ず
る
も
後
に
非
ず
。
念
慮
事
為
は
、
一
以
て
こ
れ
を
貫
く
。

　
　
（
東
廓
集
巻
7
．
録
二
諸
友
聚
講
語
一
答
二
両
城
郡
公
問
τ
学
）
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し
　
　
し

　
　
「
華
華
と
し
て
善
を
な
す
」
は
、
躍
れ
天
命
の
性
に
従
う
。
「
観
ず
聞
か
ず
」
は
、
真
体
、
戒
催
す
。
（
同
等
7
・
龍
華
会
語
）

　
朱
子
学
に
於
て
は
、
聖
人
と
凡
人
の
間
に
措
定
さ
れ
た
中
間
者
と
し
て
の
実
践
主
体
が
、
本
体
か
ら
の
乖
離
を
認
め
つ
つ
駆
催
す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
東
廓
の
そ
れ
は
本
体
そ
の
も
の
の
戒
催
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
於
て
実
践
主
体
と
本
体
と
は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
功
夫
は
、

本
体
が
自
ら
の
回
復
を
目
ざ
す
た
め
の
自
律
的
行
為
で
あ
り
、
本
体
以
外
の
も
の
が
そ
の
主
体
と
な
り
、
本
来
的
心
へ
の
接
近
を
図
る
性
格
の

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
楠
本
氏
が
す
で
に
「
良
知
の
根
本
的
立
場
を
失
わ
ぬ

よ
う
心
が
け
た
」
（
上
記
論
文
P
四
五
九
）
と
言
わ
れ
、
岡
田
氏
が
「
陽
明
の
本
体
工
夫
一
体
の
主
旨
か
ら
、
良
知
の
本
体
は
本
来
戒
催
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
…
…
」
（
上
記
論
文
P
一
七
一
）
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

⑦
こ
の
幾
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
宋
の
周
簾
渓
と
書
意
の
言
を
引
い
て
み
る
。

　
　
寂
然
と
し
て
動
か
ざ
る
者
は
誠
な
り
。
感
じ
て
遂
に
通
ず
る
者
は
神
な
り
。
動
い
て
未
だ
遣
わ
れ
ず
、
有
無
の
間
な
る
者
は
幾
な
り
。

　
　
（
通
書
・
聖
第
四
）

　
　
独
と
は
、
人
、
知
ら
ざ
る
所
に
し
て
、
己
、
独
り
知
る
所
の
地
な
り
。
（
中
庸
章
句
・
第
一
章
注
）

　
　
幽
暗
の
中
、
細
微
の
事
、
跡
は
未
だ
形
わ
れ
ず
と
難
も
、
而
も
幾
は
則
ち
已
に
動
く
。
（
同
）

　
　
幾
は
動
の
微
に
し
て
、
善
悪
の
由
り
て
分
る
る
所
な
り
。
蓋
し
人
心
の
微
に
動
く
と
き
は
、
則
ち
天
理
は
固
よ
り
当
に
発
見
す
べ
く
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ざ

　
　
人
欲
も
亦
た
已
に
そ
の
間
に
萌
す
。
（
通
書
解
・
誠
幾
徳
第
三
）

　
幽
暗
の
中
、
自
己
の
み
が
知
り
う
る
心
の
発
動
の
微
細
な
き
ざ
し
、
こ
れ
が
幾
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
黒
に
よ
れ
ば
、
こ
の
幾
は
善
悪
の
分
か

れ
目
（
あ
る
い
は
つ
な
ぎ
目
）
な
の
で
あ
っ
た
。
東
廓
の
言
う
幾
も
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
て
大
過
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

⑧
注
⑥
参
照
。

⑨
と
こ
ろ
で
こ
の
「
幾
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
荒
木
見
悟
氏
の
論
文
（
「
明
儒
張
陽
音
量
－
良
知
現
成
論
の
一
屈
折
1
」
、
『
明
代
思
想
研
究
』

所
収
）
に
於
て
、
智
慧
渓
に
従
っ
て
学
ん
だ
が
遂
に
立
場
を
異
に
し
反
上
善
無
悪
を
標
榜
し
た
と
み
な
さ
れ
る
張
陽
和
も
「
研
幾
の
功
」
を
説

い
て
い
る
。
そ
の
論
文
中
で
指
摘
さ
れ
た
陽
和
の
資
料
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

　
　
幾
は
一
の
み
。
聖
人
よ
り
言
え
ば
、
則
ち
神
化
の
幾
た
り
。
吾
人
よ
り
言
え
ば
、
則
ち
善
悪
の
幾
た
り
。
そ
の
実
二
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な

　
　
り
。
聖
と
作
る
の
功
は
、
則
ち
必
ず
粗
よ
り
以
て
精
に
入
り
、
知
る
べ
き
ょ
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
進
ん
で
、
幾
を
知
る
の
学
畢
る
。

　
　
（
不
二
斎
文
選
巻
2
・
寄
漏
緯
川
）
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下
学
立
志
の
始
よ
り
、
以
て
無
声
無
臭
の
妙
に
至
る
ま
で
、
そ
の
幾
は
一
な
り
。
研
幾
の
功
は
、
善
悪
を
察
す
る
よ
り
始
む
。
善
は
必
ず

　
　
製
し
、
悪
は
必
ず
克
つ
。
久
し
く
し
て
誇
る
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
幾
我
あ
る
に
あ
ら
ず
。
天
地
と
そ
の
徳
を
合
し
、
鬼
神
と
そ
の
吉
凶
を

　
　
合
す
。
（
同
）

　
幾
と
は
周
論
義
に
よ
っ
て
「
有
無
の
間
な
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
心
が
静
か
ら
動
へ
移
行
す
る
際
の
一
刹
那
を
と
ら
え
て
表
現

さ
れ
た
語
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
研
幾
の
功
夫
」
は
、
荒
木
氏
に
よ
っ
て
静
中
体
認
と
い
う
害
心
の
功
夫
に
対
し
て
立
て
ら
れ
た
動
的
事
行
に

即
す
る
功
夫
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
帰
寂
派
に
属
す
る
最
双
江
的
な
未
発
の
存
養
と

は
反
対
方
向
を
め
ざ
す
動
的
志
向
性
を
東
廓
・
龍
渓
は
共
に
も
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

⑩
王
龍
渓
思
想
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
柴
田
上
竪
「
良
知
現
成
の
思
想
一
王
難
渓
を
中
心
に
し
て
一
」
（
『
陽
明
学
の
世
界
』
所
収
）
、
及
び
拙

稿
「
王
龍
渓
思
想
に
関
す
る
一
考
面
一
贔
双
星
と
の
比
較
を
通
し
て
一
」
（
九
州
大
学
中
国
哲
学
論
集
1
4
）
参
照
。

⑪
こ
の
戒
慎
恐
催
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
初
の
陳
白
沙
も
注
目
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ

　
　
そ
れ
動
は
已
に
形
わ
る
る
者
に
し
て
、
形
わ
る
れ
ば
斯
ち
実
た
り
。
そ
の
未
だ
形
わ
れ
ざ
る
者
は
虚
な
る
の
み
。
虚
は
そ
の
本
な
り
。
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
れ
ど

　
　
を
致
す
は
、
こ
れ
本
を
立
つ
る
所
以
な
り
。
戒
慎
恐
儂
は
、
こ
れ
を
閑
ぐ
所
以
に
し
て
、
以
て
害
を
為
す
に
非
ざ
る
な
り
。
然
而
も
世
の

　
　
学
ぶ
者
は
そ
の
説
を
得
ず
し
て
、
心
を
用
い
る
を
以
て
こ
れ
を
失
う
者
多
し
。
（
白
沙
子
全
集
巻
2
・
五
感
東
白
内
患
）

　
戒
催
は
世
の
学
ぶ
者
に
作
為
的
に
心
を
働
か
す
も
の
だ
と
誤
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
本
来
、
虚
の
自
然
を
守
る
て
だ
て
で
あ
り
、
害
と
は
な
ら

な
い
と
白
沙
は
の
べ
る
。
次
に
あ
げ
る
資
料
は
、
こ
の
書
翰
の
内
容
を
要
約
し
た
詩
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
本
、
虚
な
る
も
、
形
わ
る
れ
ば
乃
ち
実
な
り
。

　
　
本
を
立
つ
る
は
、
自
然
を
貴
ぶ
な
り
。

　
　
戒
慎
と
恐
櫻
と
は
、
こ
の
言
、
未
だ
偏
な
り
と
言
わ
ず
。
（
同
巻
4
・
二
二
張
内
曇
廷
祥
一
書
、
括
而
成
レ
詩
、
呈
二
胡
総
轄
提
学
一
）

　
戒
催
は
功
夫
と
し
て
偏
向
す
る
も
の
で
は
な
い
と
白
沙
は
明
言
す
る
。
い
ず
れ
の
資
料
も
、
戒
催
に
対
し
て
極
め
て
好
意
的
・
肯
定
的
な
発

言
だ
と
い
え
る
。
明
認
自
身
の
白
沙
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
未
整
理
で
あ
る
が
、
注
目
し
て
よ
い
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

⑫
陳
白
沙
思
想
に
関
し
て
は
、
荒
木
見
悟
氏
「
陳
白
沙
」
（
陽
明
学
大
系
第
四
巻
『
陸
象
山
』
所
収
）
、
福
田
殖
氏
「
陳
白
沙
思
想
の
性
格
」

（
『
翫
再
認
蝦
中
国
哲
学
史
研
究
論
集
』
所
収
）
、
同
氏
『
陳
白
沙
文
集
』
（
明
徳
出
版
社
）
、
拙
稿
「
白
沙
学
の
性
格
と
そ
の
思
想
史
的
意
義
」

（
九
州
大
学
中
国
哲
学
論
集
1
1
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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