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三
輪
執
斎
思
想
初
探

－
陽
明
学
と
の
関
連
を
中
心
に
｜

鄭

祉

郁

三
輪
執
斎
（
名
は
希
賢
、
字
は
善
蔵
、
一
ム
ハ
六
九

i
一
七
四
四
）
は
伊
藤
仁
斎
の
古
義
学
と
崎
問
学
派
の
朱
子
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時

代
に
生
ま
れ
、
中
江
藤
樹
、
熊
沢
蕃
山
以
来
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
「
陽
明
学
」
を
中
興
さ
せ
た
代
表
的
な
日
本
の
陽
明
学
者
で
あ
る
。
特
に

彼
の
『
標
註
伝
習
録
』
が
陽
明
学
を
広
く
普
及
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
彼
に
つ
い
て

の
学
術
的
な
論
文
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
見
出
せ
な
い
。
彼
が
日
本
思
想
史
上
に
お
い
て
占
め
る
比
重
を
考
え
る
と
意
外
な
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
三
輪
執
斎
の
思
想
的
特
質
を
陽
明
学
と
の
関
連
を
中
心
に
概
略
的
に
探
り
、
今
後
彼
の
思
想
を
詳
細
に
深
く
分

析
・
研
究
し
て
い
く
た
め
の
土
台
と
し
た
い
。

先
ず
三
輪
執
斎
の
伝
記
を
大
ま
か
に
述
べ
、
彼
の
思
想
的
変
選
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
陽
明
学
的
な
特
質
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す

る。
三
輪
執
斎
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
京
都
に
生
ま
れ
る
。
一
一
歳
の
時
に
母
を
、
一
四
歳
の
時
に
父
を
失
っ
た
執
斎
は
真
野
氏
の
養

子
に
な
っ
て
名
前
を
真
野
善
蔵
と
改
め
る
。
姓
を
改
め
る
の
は
儒
者
と
し
て
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
後
に
佐
藤
直
方
の

助
言
で
自
己
の
本
姓
を
取
り
戻
す
こ
と
と
な
る
。
一
八
歳
の
時
、
木
村
彦
太
郎
と
共
に
青
雲
の
志
を
抱
い
て
江
戸
に
向
か
う
。
最
初
は
医

七
九



｝＼ 。

三輪執斎思想、初探

術
に
意
を
置
い
た
が
、
翌
年
一
九
歳
の
時
、
崎
門
三
傑
の
中
の
一
人
で
あ
る
佐
藤
直
方
（
一
六
五

0
1
一
七
一
九
）
の
門
下
生
と
な
り
、

彼
の
儒
者
と
し
て
の
人
生
が
始
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
が
学
ん
だ
の
は
朱
子
学
で
あ
る
が
、
学
業
に
発
憤
し
て
直
方
の
信
任
を
受
け
、
諸
家

か
ら
の
招
請
が
あ
れ
ば
師
の
代
わ
り
に
講
演
を
行
っ
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
二
二
歳
の
時
に
は
、
師
の
命
に
従
っ
て
京
都
の
邸

舎
で
小
学
を
講
ず
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
問
、
朱
子
学
に
立
脚
し
て
幾
つ
か
の
著
述
も
残
し
た
が
、
た
ま
た
ま
陽
明
学
に
接
し
て
自
身
の
学
と
共
通
す
る
所
が
多
い
と
感
じ
、

次
第
に
陽
明
学
に
転
じ
て
い
く
。
こ
れ
は
二
六
歳
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
二
七
歳
の
時
に
は
、
二
二
歳
以
降
朱
子
学
へ
の
精
進
の
た
め

酒
井
侯
か
ら
賜
わ
っ
て
い
た
米
十
口
の
禄
を
も
辞
し
、
ま
た
師
佐
藤
直
方
か
ら
も
師
弟
の
縁
を
切
ら
れ
る
。
し
か
し
直
方
自
身
も
師
山
崎

闇
斎
か
ら
破
門
さ
れ
た
辛
い
過
去
が
あ
る
せ
い
か
、
直
方
は
そ
の
後
執
斎
の
陽
明
学
へ
の
転
向
を
理
解
し
、
臨
終
の
際
（
執
斎
五
一
歳
の

時
）
に
は
一
番
早
く
執
斎
に
知
ら
せ
る
な
ど
深
い
愛
情
を
見
せ
て
い
る
。

執
斎
の
陽
明
学
研
究
に
お
い
て
最
も
重
要
な
時
期
は
三

O
歳
か
ら
三
五
歳
ま
で
の
六
年
間
上
賀
茂
に
滞
在
し
た
時
で
あ
ろ
う
。
執
斎
自

ら
も
享
保
元
年
（
四
八
歳
）
の
「
日
用
心
法
」
を
追
懐
す
る
文
で
「
元
禄
一
四
辛
己
春
、
希
賢
子
時
三
三
歳
、
上
賀
茂
太
田
明
神
前
、
岡

本
采
女
家
に
借
宅
し
居
る
。
伝
習
文
録
熟
読
し
て
、
一
日
王
学
に
帰
し
て
、
其
所
見
を
記
し
て
、
後
の
考
へ
に
備
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

彼
の
高
弟
川
田
雄
琴
（
一
六
八
四

1
一
七
六

O
）
の
「
先
生
（
執
斎
）
は
洛
の
神
山
に
退
隠
す
る
こ
と
六
年
に
し
て
倍
々
力
を
斯
学
（
陽

明
学
）
に
用
ふ
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
。
執
斎
は
上
賀
茂
に
滞
在
し
た
時
か
ら
遂
に
陽
明
学
を
深
く
信
じ
陽
明
学
者
と
し
て
の
道

を
歩
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
は
三
七
歳
の
時
、
以
前
か
ら
知
り
合
っ
て
い
た
所
司
代
松
平
信
庸
の
師
と
な
る
が
、
松
平
は
執
斎
に

『
伝
習
録
』
の
翻
刻
を
薦
め
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
四
四
歳
の
時
、
遂
に
執
斎
の
代
表
的
な
著
作
『
標
註
伝
習
録
』

が
刊
行
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
し
て
こ
の
時
か
ら
彼
の
陽
明
学
も
成
熟
し
て
い
く
。

四
八
歳
の
時
に
京
都
を
去
っ
て
江
戸
に
向
か
う
。
五
一
歳
の
時
、
師
直
方
が
没
し
た
が
、
執
斎
は
そ
の
悲
し
さ
を
和
歌
八
首
に
歌
っ
て

い
る
。
そ
の
中
に
は
直
方
を
し
て
陽
明
学
に
帰
せ
し
む
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
悲
し
み
を
歌
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
陽
明
学
に
対
す



る
執
斎
の
熱
情
が
窺
え
る
。
益
々
学
問
が
進
ん
で
い
っ
た
彼
は
遂
に
「
道
」
を
体
得
す
る
に
至
る
。
五
三
歳
の
作
「
仁
義
の
萌
芽
」
に
は

そ
の
消
息
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
行
末
を
た
と
り
て
書
付
侍
る
内
に
何
と
な
く
中
の
本
体
も
ほ
の
見
へ
聖
言
の
妙
心
に
配
合

し
て
手
の
舞
足
の
ふ
む
お
も
覚
へ
侍
ら
す
。
今
は
此
道
を
も
わ
き
ま
え
ぬ
る
や
う
に
此
ま
ま
に
て
死
し
な
ん
も
露
お
し
か
ら
ぬ
こ
こ
ろ
は

へ
也
。
」
と
。
こ
の
頃
、
正
徳
年
聞
に
書
い
た
『
古
本
大
学
講
義
』
の
修
正
・
増
補
を
行
う
が
、
そ
れ
は
陽
明
学
的
な
立
場
か
ら
『
大
学
』

を
詳
し
く
解
釈
し
た
も
の
で
、
彼
自
身
の
思
想
を
窺
う
に
は
『
標
註
伝
習
録
』
よ
り
も
価
値
あ
る
資
料
と
思
わ
れ
る
。
享
保
一
一
年
五
八

歳
の
時
に
は
、
毎
年
増
加
す
る
門
人
に
対
処
す
る
た
め
下
谷
泉
橋
の
北
の
方
に
「
明
倫
堂
」
を
聞
き
、
陽
明
学
普
及
に
力
を
注
ぐ
。
そ
の

後
、
情
熱
的
に
向
学
心
を
燃
や
し
て
数
多
く
の
著
作
を
発
表
し
た
が
、
六
O
歳
の
頃
か
ら
疾
咳
に
か
か
っ
て
六
四
歳
京
都
に
帰
る
。
し
か

し
そ
の
後
も
学
問
へ
の
熱
情
を
捨
て
る
こ
と
な
く
研
究
に
漫
胡
し
、
「
含
翠
堂
記
」
（
六
五
歳
）
「
蘭
相
如
賛
」
（
六
六
歳
）
「
渡
辺
某
命
名
説
」

（
六
九
歳
）
「
竜
雷
伝
」
（
七
五
歳
）
等
の
作
品
を
残
し
て
、
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
七
六
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
彼
は
生
涯
、
王
陽

明
と
中
江
藤
樹
を
尊
崇
し
、
陽
明
学
研
究
に
遁
進
し
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
が
生
き
た
当
時
に
お
い
て
は
陽
明
学
が
全
国
的
に
隆
盛
と
な
る
ま

で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
陽
明
学
が
復
興
し
て
勢
力
を
得
、
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
研
究
が
現
在
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
ま
で

至
っ
た
の
は
、
執
斎
の
力
に
負
う
所
大
き
い
と
言
い
得
る
。

簡
単
で
は
あ
る
が
、
以
上
で
執
斎
の
伝
記
を
終
え
、
次
に
は
彼
の
思
想
を
便
宜
上
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三輪執斎思想初探

第
一
期
は
、
朱
子
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
学
聞
を
探
求
し
た
時
期
、
即
ち
一
九
歳
で
佐
藤
直
方
の
門
下
に
入
っ
て
か
ら
、
「
格
物
弁
議
」

を
書
い
て
後
、
陽
明
学
に
転
向
す
る
よ
う
に
な
る
三

O
歳
頃
ま
で
を
一
言
守
つ
。
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
見
る
の
は
、
執
斎
は
二
六
歳
頃
か
ら
陽

明
学
に
接
し
始
め
て
「
格
物
弁
議
」
を
書
い
た
時
に
は
も
う
既
に
王
陽
明
の
『
伝
習
録
』
を
読
ん
で
い
た
が
、
彼
自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う

に
陽
明
の
著
述
を
一
度
見
た
上
で
そ
こ
か
ら
は
学
ぶ
べ
き
の
も
の
が
な
い
と
考
え
、
朱
子
学
の
「
格
物
説
」
に
依
拠
し
て
書
い
た
の
が
ま

｝＼ 
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三輪執斎思想、初探

さ
に
「
格
物
弁
議
」
で
あ
り
、
そ
の
後
陽
明
の
著
作
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
陽
明
学
の
正
し
さ
に
気
付
き
陽
明
学

者
に
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
話
。
こ
の
時
期
に
は
執
斎
は
は
っ
き
り
と
「
崇
朱
排
王
」
の
立
場
を
取
る
。
例
え
ば
、

儒
は
晦
華
道
学
の
端
に
発
し
て
吾
が
本
邦
経
学
の
盛
や
築
然
た
り
。

夫
の
老
仏
墨
荘
列
陸
王
の
徒
の
如
き
は
乃
ち
所
調
邪
な
り
。
（
以
上
、
雑
著
、
巻
三
、
邪
正
説
）

上
は
老
荘
自
り
、
下
は
陸
王
に
及
ぶ
ま
で
、
大
い
に
聖
賢
の
行
に
異
る
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
以
て
異
と
為
し
て
之
を
排

斥

す

る

は

、

見

る

所

の

処

、

同

じ

か

ら

ざ

れ

ば

な

り

。

（

同

右

、

知

上

）

こ
の
よ
う
に
初
期
に
は
陽
明
を
批
判
し
、
朱
子
学
に
基
づ
い
て
自
身
の
学
問
を
進
め
て
い
く
。
佐
藤
直
方
の
弟
子
と
し
て
は
当
た
り
前
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
彼
は
学
問
の
正
道
を
朱
子
学
と
規
定
し
、
異
端
又
は
朱
子
学
を
標
梼
し
な
が
ら
も
実
は
そ
う
で
は
な
い
「
似
而
非
」

な
る
学
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
朱
子
学
の
正
当
性
に
対
し
て
確
固
と
し
た
信
念
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
で

は
、
彼
の
朱
子
学
的
な
学
問
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
。

彼
は
二

O
歳
の
若
さ
で
山
崎
闇
斎
の
「
物
格
知
至
」
説
を
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
彼
は
早
く
か
ら
『
大
学
』

に
非
常
に
関
心
を
持
ち
そ
れ
を
研
究
し
て
い
る
。

初
学
入
徳
の
門
は
大
学
の
知
く
は
無
し
。
未
だ
能
く
大
学
に
通
じ
て
論
孟
に
通
ぜ
ざ
る
者
有
ら
ず
。
論
孟
己
に
治
ま
れ
ば
則
ち
六
経

は

治

め

ず

し

て

明

ら

か

な

る

べ

し

。

（

同

右

、

道

儒

学

）

も
ち
ろ
ん
『
大
学
』
の
重
視
は
陽
明
学
に
転
じ
た
後
に
も
続
い
て
お
り
、
彼
の
生
涯
に
一
貫
し
て
現
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
初
期

の
『
大
学
』
解
釈
は
全
く
朱
子
の
学
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
ず
「
知
」
の
重
視
を
挙
げ
得
る
。

程
子
日
く
、
知
今
の
人
は
力
行
を
説
く
。
是
れ
浅
近
の
事
な
り
。
惟
だ
知
を
上
と
為
す
の
み
と
。
信
な
る
か
な
言
や
。
（
同
右
、
知
上
）

同
じ
所
で
「
然
れ
ど
も
知
り
て
為
さ
ざ
る
は
、
真
に
知
る
に
あ
ら
ず
」
と
説
い
て
、
「
知
」
と
「
行
」
と
の
並
進
を
主
張
し
て
は
い
る
が
、

あ
く
ま
で
も
「
知
」
と
「
行
」
を
二
つ
の
も
の
と
見
、
「
知
」
を
「
行
」
の
上
位
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は



同
じ
所
の
次
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

夫
れ
力
は
強
め
て
功
有
り
易
く
、
心
は
強
め
て
智
有
り
難
し
。
功
有
る
者
は
気
な
り
。
智
有
る
者
は
心
な
り
。
気
は
則
ち
時
と
し
て

衰
う
る
こ
と
有
り
。
心
は
則
ち
時
と
し
て
衰
う
る
こ
と
無
し
。
時
と
し
て
衰
う
る
有
る
者
を
取
り
、
時
と
し
て
衰
う
る
無
し
者
を
捨
つ

る
は
、
愚
な
る
か
な
。

三輪執斎思想初探

こ
こ
で
「
力
」
を
「
気
」
と
見
る
の
は
、
形
而
上
学
的
な
意
味
で
の
「
理
気
」
の
観
念
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
意
味
で
の
「
気

力
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彼
が
こ
こ
で
「
知
」
の
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
朱
子
学
の
重
要
思
想
で
あ
る
「
先
知
後
行
」
の
立
場
を
取
る
こ
と
に
繋
が
る
。

凡
格
物
の
学
こ
れ
に
過
る
事
有
べ
か
ら
ず
。
只
知
る
事
だ
に
十
分
に
し
て
極
処
に
至
り
ぬ
れ
ば
、
行
ひ
お
の
ず
か
ら
進
む
べ
し
。
知

の
先
に
し
て
行
ひ
の
後
な
る
事
誠
に
然
り
と
思
侍
り
ぬ
。

こ
れ
は
元
禄
一

O
年
二
九
歳
の
著
作
で
あ
る
「
格
物
弁
議
」
の
和
文
自
序
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
佐
藤
直
方
か
ら
一

0

年
間
学
び
、
彼
自
身
も
喜
び
を
感
じ
た
と
い
う
初
期
の
「
格
物
」
論
は
確
か
に
「
先
知
後
行
」
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ

ろ
が
、
執
斎
は
二
九
歳
か
ら
は
実
践
、
即
ち
「
事
上
磨
練
」
的
な
立
場
を
取
り
始
め
る
。

人
は
職
無
か
る
べ
か
ら
ず
。
職
は
以
て
事
無
か
る
べ
か
ら
ず
。
職
や
事
や
道
の
存
す
る
所
な
り
。
職
を
敗
し
、
事
を
敗
る
は
、
吾
未

だ
其
の
道
為
る
を
見
ず
。
：
：
：
学
問
の
道
は
宣
に
他
有
ら
ん
や
。
其
の
趣
を
知
り
て
之
を
務
め
て
止
ま
ざ
る
、
是
れ
の
み
。

（
雑
著
、
巻
三
、
楽
山
楼
記
）

こ
れ
は
「
道
」
が
た
だ
書
冊
文
は
師
に
だ
け
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
、
日
用
の
全
て
の
こ
と
に
「
道
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

実
践
面
が
強
く
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
年
の
「
格
物
弁
議
」
で
は
「
行
」
の
肯
定
に
よ
っ
て
陽
明
学
に
近
づ
い
て
い
く
が
、
そ
れ
を

少
し
詳
し
く
考
察
し
て
み
る
。
彼
が
朱
子
学
か
ら
離
れ
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
「
格
物
」
説
で
あ
る
だ
け
に
、
「
格
物
弁
議
」
は

所
謂
陽
明
学
に
変
わ
っ
て
い
く
過
渡
期
の
作
品
と
し
て
重
要
な
価
値
を
持
つ
資
料
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
六
年
後
再
び
自
身
の
「
格
物
弁
議
」

/¥ 
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を
読
ん
で
み
て
当
時
の
未
熟
さ
が
分
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
格
物
弁
議
」
が
ま
だ
朱
子
学
的
な
立
場
で
書
か
れ
た
も
の
だ

か
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
彼
の
「
格
物
」
説
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
「
格
物
弁
議
」
を
中
心
に
し
て
考
察
し
て

み
る
。執

斎
は
当
時
の
学
人
達
が
講
説
に
は
達
弁
で
あ
り
な
が
ら
、
行
事
に
お
い
て
は
利
欲
ば
か
り
追
求
し
て
い
る
様
態
を
み
て
「
格
物
」
論

を
考
え
直
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
「
大
ひ
な
る
哉
格
物
の
学
。
此
門
に
よ
ら
ず
ん
ば
何
事
よ
り
徳
に
入
ら
ん
や
」
（
格
物
弁
議
・
和
文
自
序
）

と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は
基
本
的
に
学
問
は
「
格
物
」
説
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
格
物
耕
議
」

で
は
、
ま
ず
当
時
の
学
人
達
の
「
格
物
」
に
関
す
る
解
釈
の
間
違
い
を
論
じ
、
そ
れ
に
対
す
る
自
身
の
見
解
を
述
べ
、
最
後
に
質
問
を
受

け
そ
う
な
項
目
を
揚
げ
て
質
疑
・
問
答
の
形
式
で
「
格
物
」
論
の
重
要
問
題
に
対
す
る
自
身
の
見
解
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
内

容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

当
時
の
学
人
は
、
「
物
」
を
「
事
々
物
々
の
理
」
と
解
釈
し
て
「
格
物
」
と
は
「
事
々
物
々
の
理
」
を
窮
究
す
る
こ
と
、
即
ち
「
窮
理
」

の
こ
と
と
捉
え
る
。
そ
れ
で
「
窮
理
」
と
同
じ
こ
と
と
な
っ
た
「
格
物
」
を
捨
て
「
窮
理
」
に
だ
け
務
め
る
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
「
理
」

を
探
求
す
る
「
知
」
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
「
其
知
る
事
だ
に
真
に
至
り
な
ば
、
行
ひ
は
自
然
に
過
ち
は
な
か
る
べ
し
。
知
は
先
に

し
て
行
は
後
也
」
と
い
う
よ
う
に
「
知
先
行
後
」
の
立
場
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
、
「
理
」
が
書
か
れ
て
い
る
書
聞
だ
け
を
重
ん
じ

実
践
の
方
を
疎
か
に
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
知
識
に
お
い
て
は
素
晴
ら
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
人
と
為
り
は
俗
人
に
も
及
、
ば
な

く
な
る
。
執
斎
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
「
皆
格
物
二
字
の
義
を
誤
る
よ
り
、
道
理
を
だ
に
知
り
ぬ
れ
ば
、
行
は
自
然
に
進
む
者
と
心
得
、
物

に
即
く
事
を
忘
れ
て
、
身
に
省
み
ざ
る
の
誤
に
よ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
で
は
彼
が
主
張
す
る
「
格
物
」
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。

一
言
で
言
え
ば
、
彼
は
「
知
上
」
で
は
「
知
」
の
「
行
」
に
対
す
る
優
位
を
認
め
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
観
点
が
変
わ
っ
て
、
「
行
」

も
「
知
」
と
共
に
強
調
す
る
。
即
ち
「
知
行
並
進
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

夫
知
と
行
と
室
判
然
た
る
二
物
な
ら
ん
や
。
知
は
行
の
神
、
行
は
知
の
質
也
。
知
は
行
ひ
に
あ
ら
は
れ
、
行
は
知
に
競
る
。
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（
「
格
物
弁
議
」
の
或
問
凡
八
条
）
。

彼
に
よ
る
と
「
格
物
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
窮
理
」
で
あ
る
が
、
そ
の
両
者
は
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
「
格
物
は
用
る
所
に
よ
り
、
窮
理
は
知

る
に
よ
る
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
必
ず
物
に
即
し
て
（
即
物
）
理
を
窮
究
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
朱
子
の
言
う
「
物
に
格
る
」

の
意
味
で
あ
る
。
物
を
離
れ
て
た
だ
書
冊
上
に
だ
け
理
を
求
め
る
の
は
、
「
実
」
を
失
い
「
空
」
に
陥
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
理
を
求
め

る
こ
と
に
お
い
て
「
実
地
の
手
を
下
す
所
」
を
失
っ
て
は
い
け
な
い
。
当
時
の
学
人
達
は
こ
れ
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
結
局
は
「
行
」

を
疎
か
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
行
」
が
伴
わ
な
い
「
知
」
は
「
真
知
」
で
は
な
い
。
こ
れ
が
『
大
学
』
の
も
と
も
と
の

意
味
で
あ
り
、
朱
子
の
言
わ
ん
と
し
た
所
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
執
斎
の
主
張
で
あ
る
。
即
ち
「
即
物
」
の
重
視
に
よ
っ
て
自
然
に
「
行
」

の
位
相
も
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
格
物
弁
議
」
を
書
い
た
後
、
こ
れ
は
陽
明
の
学
説
と
共
通
す
る
所
が
多
い
と
述
べ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
「
行
」
の
重
視
と
い
う
所
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
の
引
用
文
が
陽
明
の
「
知
は
是
れ
行
の
主
意
、
行
は
是
れ
知

の
工
夫
、
知
は
是
れ
行
の
始
に
し
て
、
行
は
是
れ
知
の
成
な
り
。
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
非
常
に
似
て
い
る
面
か
ら
も
分
か
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
全
体
的
に
は
ま
だ
「
知
」
と
「
行
」
が
二
物
に
な
っ
て
い
る
し
、
「
理
」
が
「
物
」
に
存
在
す
る
と
い
う
前
提
を
堅
持
し
て
い

い
た

る
。
従
っ
て
「
格
物
」
を
「
物
に
格
る
」
と
読
み
、
「
孝
」
の
理
を
求
め
る
に
お
い
て
は
必
ず
父
母
と
い
う
「
物
」
に
即
し
て
そ
の
理
を
求

め
る
べ
き
だ
と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
朱
子
の
主
張
の
通
り
、
『
大
学
』
の
三
綱
領
八
条
目
の
体
系
を
認
定
し
陽
明
学
と
の
重
要
な
分
岐
点

に
な
る
『
大
学
』
初
旬
の
「
親
民
」
に
つ
い
て
の
解
釈
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
「
新
民
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

孔
の
言
、
曾
の
意
は
三
王
の
道
な
り
。
程
の
抜
、
朱
の
輯
は
万
世
の
規
な
り
。
聖
教
は
民
鼻
の
外
に
求
め
ず
。
明
・
新
・
善
、
尽
く

自

ら

知

を

窮

む

る

な

り

。

（

雑

著

、

巻

三

、

読

大

学

）

大
学
の
教
は
、
必
ず
明
徳
・
新
民
を
以
て
規
模
と
為
し
、
至
善
を
以
て
標
的
と
為
す
。
（
同
右
、
策
答
）

こ
れ
を
見
る
と
や
は
り
ま
だ
朱
子
学
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
彼
は
厳
格
な
道
統
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
。
は
や
く
も
「
邪
正
説
」
を
著
し
て
道
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に

iへ
五
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し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
僧
侶
に
対
し
て
も
儒
家
の
道
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か

る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
道
統
の
精
神
は
「
送
魚
住
静
安
序
」
（
雑
著
、
巻
一
二
）
に
見
え
る
魚
住
静
安
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
く
現
れ
て

い
る
。

十
年
前
、
子
（
執
斎
）
と
佐
藤
氏
の
門
に
遊
び
、
孔
孟
の
学
は
尽
く
朱
夫
子
の
書
に
在
る
を
知
る
。
之
を
尊
ぶ
こ
と
神
明
の
如
く
、

之
を
信
ず
る
こ
と
蕃
亀
の
如
し
。
或
は
少
し
く
他
説
に
渉
る
者
を
見
れ
ば
、
則
ち
耕
析
剖
判
し
、
匡
縄
糾
格
し
、
正
を
朱
説
に
帰
し
て

後
己
む
。

こ
の
よ
う
な
他
学
に
対
す
る
厳
格
性
は
、
「
定
理
」
に
基
づ
い
た
完
備
し
た
体
系
と
し
て
の
朱
子
学
が
持
つ
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
。
で
は

こ
の
よ
う
な
初
期
の
思
想
は
第
二
期
に
入
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
。

こ
こ
で
第
二
期
と
い
う
の
は
三
一
歳
か
ら
『
標
註
伝
習
録
』
を
書
く
四
四
歳
ま
で
の
時
期
を
言
う
。
執
斎
は
こ
の
時
期
に
入
る
と
堂
々

と
表
に
陽
明
学
を
標
携
し
そ
の
研
究
と
普
及
に
力
を
注
ぐ
。
特
に
彼
は
「
心
学
」
の
正
し
さ
に
つ
い
て
確
信
を
持
っ
て
陽
明
学
を
「
聖
学

の
正
脈
」
と
規
定
す
る
。
で
は
中
期
に
入
っ
て
か
ら
彼
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
は
、
先
ず
彼
の
思
想
の
中
心
が
「
物
」
か
ら
「
心
」
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
得
る
。
特
に
「
夫

れ
万
変
は
一
心
の
用
に
非
ざ
る
無
し
」
（
雑
著
、
巻
一
二
、
送
中
村
恒
享
版
）
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
全
て
の
現
象
を
一
心
に

帰
し
、
「
心
」
に
絶
対
性
を
付
与
す
る
。
次
の
文
章
を
見
る
と
更
に
明
ら
か
に
な
る
。

宇
宙
の
聞
は
一
実
の
み
。
天
地
の
広
大
な
る
所
以
、
日
月
の
光
明
な
る
所
以
、
四
時
の
往
来
す
る
所
以
、
陰
陽
の
晦
明
な
る
所
以
、

：
・
皆
此
の
実
の
用
に
非
ざ
る
無
し
。
：
：
：
実
と
は
何
ぞ
や
。
心
の
謂
な
り
。

一
実
の
外
に
物
無
く
、
一
心
の
外
に
学
無
き
な
り
。

（
以
上
、
同
上
、
実
斎
記
）



全
て
の
も
の
が
「
心
」
か
ら
離
れ
て
い
な
い
が
故
に
「
理
」
も
「
心
」
の
中
に
お
い
て
発
現
す
る
も
の
と
見
な
す
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

夫
人
の
心
も
と
天
の
心
な
れ
ば
、
万
事
万
物
の
理
も
こ
の
う
ち
よ
り
出
ざ
る
な
し
。
（
同
上
、
巻
二
、
答
酒
井
弾
正
書
）

即
ち
「
仁
義
礼
知
信
」
等
の
「
理
」
は
全
て
心
か
ら
発
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
予
め
「
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
」
定
め
ら
れ
て
い

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三輪執斎思想、初探

凡
こ
の
五
の
も
の
（
孝
、
忠
、
別
、
序
、
信
）
、
応
ず
る
所
に
よ
り
て
其
名
を
異
に
す
と
い
へ
ど
も
、
ひ
と
し
く
此
心
の
発
現
流
行
に

あ

ら

ず

と

い

ふ

こ

と

な

し

。

（

同

上

、

巻

三

、

実

斎

記

）

こ
れ
は
朱
子
学
の
定
理
意
識
か
ら
抜
け
出
し
て
陽
明
の
「
心
外
無
物
」
「
心
外
無
理
」
の
領
域
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
「
理
」
が
「
心
」
か
ら
出
る
と
い
う
の
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

性
、
明
徳
、
中
、
誠
、
道
、
仁
、
そ
の
名
替
る
と
い
へ
ど
も
、
ひ
と
し
く
人
の
心
を
い
ふ
に
あ
ら
、
さ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
此
心
を

も
て
父
母
に
つ
か
う
ま
つ
れ
ば
是
を
孝
と
云
、
君
に
事
つ
れ
ば
忠
と
い
ふ
。
夫
婦
の
間
に
あ
り
て
は
別
と
い
ふ
。
長
幼
に
施
せ
ば
序
と

云

。

朋

友

に

交

は

れ

ば

信

と

い

ふ

。

（

向

上

、

巻

二

、

答

酒

井

弾

正

書

）

初
期
に
父
母
（
物
）
に
向
っ
て
「
孝
」
を
求
む
る
べ
き
だ
と
語
っ
て
い
た
の
と
比
べ
て
大
き
な
思
想
の
変
化
を
遂
げ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

こ
れ
は
陽
明
の
「
心
外
無
理
」
の
思
想
の
核
心
を
よ
く
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
陽
明
の
良
知
説
は
全
て
の
価
値
の
根
源
を

「
心
」
（
本
心
）
に
帰
し
、
そ
の
心
が
何
の
私
欲
の
障
害
も
な
い
ま
ま
事
物
と
接
す
る
時
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
理
」
で
あ
り
「
善
」
で
あ
り

「
道
」
で
あ
る
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

執
斎
は
こ
の
よ
う
に
「
一
心
」
を
極
め
て
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
格
物
」
に
対
す
る
初
期
の
解
釈
に
も
修
正
を
加
え
る
よ
う
に
な

る
。
初
期
に
は
「
格
物
」
説
を
通
じ
て
事
事
物
物
の
上
に
理
を
求
め
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
今
ま
で
の
間
違
い
を
反
省
し
心
に
求
め
る

こ
と
を
呼
び
か
け
る
。
何
故
な
ら
ば
「
外
」
で
い
く
ら
工
夫
し
て
も
そ
れ
が
本
心
に
対
す
る
自
得
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
と
い
う
こ
と

が
分
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

八
七
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孟
子
没
し
て
自
り
後
、
諸
儒
は
詑
然
と
し
て
復
た
本
を
務
め
ず
。
道
を
陳
編
の
聞
に
窺
い
、
学
を
事
物
の
末
に
講
ず
る
も
反
っ
て
諸

を

心

身

に

求

め

ざ

れ

ば

、

則

ち

生

資

の

偏

な

り

。

（

雑

著

、

巻

三

、

送

中

村

恒

享

版

）

か
の
心
に
求
め
ず
し
て
事
物
の
理
を
外
に
従
う
が
如
き
者
は
、
以
て
聖
賢
の
学
と
為
す
ベ
け
ん
や
。
（
向
上
、
巻
三
、
実
斎
記
）

陽
明
も
外
物
上
に
ひ
た
す
ら
「
理
」
を
窮
究
し
で
も
、
そ
れ
は
本
心
の
修
養
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
「
良
知
学
」
を
提

唱
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
執
斎
は
陽
明
学
の
精
髄
を
得
た
と
言
い
得
る
。
執
斎
が
朱
子
学
の
欠
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の

は
そ
の
良
い
例
で
あ
ろ
う
。

事
々
物
々
、
定
理
あ
り
と
心
得
て
、
道
理
の
至
善
を
、
事
々
物
々
に
考
れ
ば
、
心
常
に
役
々
と
し
て
、
却
っ
て
動
く
、
是
即
紛
転
錯

雑
也
。
：
：
：
只
本
心
良
知
に
一
任
す
れ
ば
、
始
よ
り
定
向
ふ
所
あ
り
て
、
初
学
と
云
と
も
、
心
他
に
馳
ず
。
（
吉
本
大
学
講
義
）

従
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
「
そ
の
不
正
を
格
す
、
こ
れ
格
物
な
り
」
（
日
用
心
法
・
致
良
知
）
「
致
知
在
格
物
、
格
と
は
正
や
。
其
不
正
を
正

い
た

し
て
其
正
き
に
帰
る
の
義
な
り
」
（
『
大
学
古
本
講
義
』
）
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
「
格
物
」
を
初
期
の
「
物
に
格
る
」
で
は
な
く
王
陽
明
と

た
だ

同
じ
く
「
物
を
格
す
」
と
読
ん
で
い
る
。

ま
た
こ
の
時
期
に
は
初
期
の
末
に
気
付
い
た
「
行
」
重
視
の
思
想
が
更
に
徹
底
し
て
「
知
行
合
一
」
を
主
張
す
る
に
至
る
。
前
に
考
察

し
た
よ
う
に
、
初
期
に
は
「
先
知
後
行
」
を
語
り
、
初
期
の
末
に
は
「
行
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
「
知
行
合
ご

と
い
う
表
現
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
中
期
に
入
る
と
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
言
う
。

吾
が
聖
人
の
道
は
然
ら
ず
。
心
と
跡
と
は
二
な
ら
ず
。
事
理
同
一
。
知
行
は
先
後
の
分
つ
べ
き
無
き
な
り
。
（
雑
著
、
巻
三
、
責
善
文
〉

朱
子
平
日
、
人
を
教
へ
ら
る
る
に
、
知
行
を
差
別
し
て
説
語
多
き
か
故
に
、
末
学
の
徒
判
然
た
る
二
物
と
し
て
、
知
り
終
り
て
後
行

ふ
こ
と
と
す
る
の
誤
を
ひ
ら
く
事
あ
り
。
愛
を
以
て
王
子
合
一
の
説
あ
り
。
：
：
：
知
を
行
ふ
を
行
と
云
、
行
を
知
る
を
知
と
云
。

（
古
本
大
学
講
義
）

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
行
」
は
単
純
な
意
味
で
の
行
為
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
本
心
か
ら
の
行
為
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ



て
は
そ
れ
が
「
行
」
の
真
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
普
通
我
々
は
「
知
」
と
「
行
」
と
を
分
け
て
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
行
」
は
実
は

三輪執斎思想初探

本
心
が
一
緒
に
な
っ
て
い
な
い
、
た
だ
の
「
身
振
り
」
と
し
て
の
行
為
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
故
に
心
明
な
り
と
雄

も
行
の
非
な
る
者
は
、
本
心
に
非
ざ
る
な
り
」
（
同
右
）
と
言
う
。
そ
も
そ
も
良
知
に
絶
対
性
を
付
与
し
、
そ
れ
を
第
一
原
理
に
す
る
限
り

「
知
」
と
「
行
」
は
分
離
し
得
な
い
。
「
行
」
と
分
離
さ
れ
た
「
知
」
は
そ
の
完
整
性
・
絶
対
性
を
失
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
「
知
る
」
こ
と

が
ど
う
第
一
原
理
と
し
て
の
良
知
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
。
全
知
は
全
能
を
含
む
概
念
で
あ
る
。
否
、
含
む
し
か
な
い
。
全
能
の
能
力
が
な

い
限
り
全
知
は
た
だ
の
空
虚
な
響
き
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
そ
の
「
知
っ
た
こ
と
」
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
「
知
」
と
し
て
の
能
力
を
失
い
、

既
に
「
全
知
」
で
は
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
孟
子
は
良
知
・
良
能
を
語
っ
た
が
、
陽
明
は
良
知
だ
け
を
一
言
う
の
で
陽

明
の
良
知
は
孟
子
を
継
承
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
或
者
の
批
判
に
対
し
て
、
執
斎
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

良
知
の
実
を
良
能
と
云
ひ
、
良
能
の
明
を
良
知
と
云
ふ
。
人
の
自
然
の
天
真
な
り
。
故
に
良
知
を
云
へ
ば
、
能
其
の
中
に
有
り
、
能

を

云

へ

ば

、

知

も

亦

其

の

中

に

有

る

な

り

。

（

日

用

心

法

・

致

良

知

）

知
と
行
と
が
根
本
的
・
絶
対
的
な
境
地
で
は
一
致
し
得
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
徹
底
的
に
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

よ
う
に
陽
明
学
の
本
質
を
明
確
に
吸
い
込
ん
だ
彼
は
初
期
の
厳
格
な
道
統
主
義
か
ら
抜
け
出
す
。
そ
も
そ
も
陽
明
学
・
自
体
が
画
一
性
を
排

し
多
様
性
を
主
張
す
る
、
即
ち
個
々
人
が
異
っ
た
状
況
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
得
を
重
視
す
る
学
問
と
い
う
点
、
特
に
良
知
に
よ
っ
て
仏

教
や
道
教
を
も
吸
収
し
よ
う
と
す
る
三
教
一
致
的
な
性
格
す
ら
持
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
限
り
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

夫
れ
学
に
三
貴
有
り
。
：
：
：
志
は
高
遠
を
貴
び
：
：
：
道
は
自
得
を
貴
び
：
：
：
学
は
易
簡
を
貴
ぶ
。
：
：
：
荷
く
も
能
く
一
徳
を
成
す
者

有
る
を
聞
か
ば
、
則
ち
朱
王
を
弁
ぜ
ず
、
老
仏
を
択
ば
ず
、
必
ず
弟
子
の
礼
を
執
り
て
往
き
て
相
見
え
、
以
て
吾
が
進
学
の
助
と
為
さ

ん

。

（

雑

著

、

巻

三

、

送

魚

住

静

安

序

）

初
期
に
お
い
て
ひ
た
す
ら
朱
子
だ
け
を
尊
崇
し
、
少
し
で
も
そ
れ
と
食
い
違
う
な
ら
激
烈
に
批
判
し
た
彼
と
は
著
し
い
変
化
を
見
せ
て
い

る
。
こ
れ
は
自
得
の
重
要
性
を
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
独
知
と
し
て
の
良
知
本
心
は
自
得
に
よ
っ
て
こ
そ
至
る
こ
と
の
で
き

J¥ 
九
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る
も
の
で
あ
る
。

王
先
生
始
め
て
此
の
説
を
立
て
給
ふ
に
あ
ら
ず
。
今
の
学
者
、
王
子
平
日
の
訓
、
朱
子
に
異
な
る
を
悪
み
て
、
其
の
本
の
由
る
所
を

考
へ
ず
、
孔
子
、
孟
子
の
大
道
ま
で
を
訓
る
。
夫
れ
何
の
心
ぞ
や
。
よ
し
孔
孟
王
子
皆
非
な
り
と
も
、
自
己
良
知
の
発
見
を
如
何
ぞ
や
。

（
日
用
心
法
、
致
良
知
）

こ
の
上
な
い
自
信
溢
れ
る
良
知
学
に
対
す
る
確
信
で
あ
り
、
自
得
の
表
示
で
あ
る
。

最
後
に
一
つ
記
す
る
に
値
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
入
る
と
彼
の
「
良
知
」
概
念
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
文
章
が
見
え
始
め
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
・
三
期
を
合
わ
せ
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
良
知
と
い
う
言
葉
が
始
め
て
見
え
る
の
は
コ
二
歳

の
「
答
酒
井
弾
正
書
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
人
と
生
れ
ぬ
る
も
の
の
同
じ
く
伝
は
れ
る
処
也
。
こ
れ
を
名
付
け
て
良
知
と
一
五
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
文
「
日
用
心
法
・
孝
悌
を
本
と
す
」
に
は
「
人
の
以
て
人
た
る
所
也
。
是
を
名
づ
け
て
、
良
知
と
云
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
良
知
を
人
間
誰
も
が
持
っ
て
い
る
普
遍
的
な
も
の
と
見
な
す
。
し
か
し
、
そ
の
普
遍
的
な
良
知
が
ど
の
よ
う
に

し
て
現
実
に
現
れ
る
の
か
が
陽
明
学
の
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の
答
え
を
追
求
す
る
過
程
で
陽
明
の
後
学
は
様
々
な
形
で
分
か
れ
て
い

く
。
結
局
は
大
き
く
分
け
て
「
左
派
（
現
成
派
）
」
「
中
道
派
（
修
証
派
）
」
「
右
派
（
帰
寂
派
）
」
に
分
け
ら
れ
る
が
、
日
本
の
陽
明
学
に
は

中
国
の
三
派
に
見
ら
れ
る
思
想
的
な
路
線
が
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
現
れ
て
お
ら
ず
、
一
人
の
学
者
の
中
に
も
そ
れ
ら
が
複
合
的
に
見
え

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
執
斎
の
次
の
文
章
に
も
両
者
が
共
存
し
て
い
る
。

甚
ふ
し
て
は
善
に
そ
む
き
悪
を
成
す
。
是
其
知
も
と
良
な
り
と
い
へ
ど
も
こ
れ
を
致
す
の
工
を
不
用
を
以
て
よ
く
至
る
事
な
し
。
さ

れ
ど
其
本
駄
の
明
終
に
た
ゆ
る
と
な
け
れ
ば
身
善
に
背
き
悪
を
成
す
の
間
と
い
へ
ど
も
善
を
善
と
し
り
悪
を
悪
と
し
る
の
知
は
も
と
の

如

く

良

世

。

（

日

用

心

法

・

致

良

知

）

し
か
し
、
執
斎
に
は
「
帰
寂
派
」
的
な
立
場
が
そ
れ
以
上
に
著
し
く
現
れ
て
い
る
。

存
養
克
己
の
工
夫
多
け
れ
ば
、
本
心
収
り
人
欲
亡
び
て
、
終
に
聖
賢
と
な
り
、
存
養
克
己
の
工
夫
足
ら
ざ
れ
ば
、
其
放
て
る
心
も
た
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お

さ

ま

る

こ

と

不

能

し

て

、

終

に

集

約

と

な

る

也

。

（

雑

著

、

巻

二

、

答

酒

井

弾

正

書

）

又
「
答
原
田
平
八
郎
疑
問
」
（
雑
著
、
巻
一
ニ
）
で
は
、
た
と
え
私
意
が
芽
生
え
る
時
に
、
そ
れ
を
知
る
の
が
良
知
だ
と
し
て
も
、
存
養
を
怠

る
な
ら
ば
良
知
は
私
意
を
認
識
で
き
ず
、
何
時
も
「
事
成
」
の
後
に
悔
い
る
だ
け
だ
と
語
り
・
、
絶
え
間
な
い
徹
底
的
な
存
養
の
工
夫
を
主

張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
国
の
「
帰
寂
派
」
の
思
想
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
い
く
ら
良
知
が
そ
の
ま
ま
の
能
力
を
維
持
し
な

が
ら
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
現
実
的
に
は
工
夫
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
彼
に
と
っ
て
は
「
知
る
」
能
力
と
「
格
す
」
こ
と
は
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
知
る
」
能
力
を
ど
の
よ
う
に
「
格
し

て
」
善
を
行
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
良
知
が
私
欲
に
覆
わ
れ
て
い
る
時
で
も
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
良
知
が

現
実
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
が
「
現
成
」
的
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
執
斎
は
良
知
が
何
時
も
そ
の
純
粋
な
光
を
発
し
て
い
る
こ
と
は

認
め
る
が
、
そ
れ
を
工
夫
に
よ
っ
て
「
致
さ
」
な
け
れ
ば
、
今
の
現
実
で
は
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
な
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
特
に
彼
の
「
致
良
知
」
の
「
致
」
に
対
す
る
解
釈
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

致
は
い
た
ら
し
む
る
な
り
。
い
た
す
と
訓
ず
る
も
、
い
た
ら
す
の
略
な
り
。
是
れ
工
夫
を
以
て
云
ふ
な
り
。
至
は
い
た
る
な
り
、
所

得
の
し
る
し
な
り
。
孟
子
に
「
無
致
之
而
至
者
命
也
」
と
云
へ
る
類
、
至
は
自
然
に
し
て
致
は
力
あ
り
。
（
日
用
心
法
・
致
良
知
）

至
は
自
然
の
効
、
致
は
力
を
入
れ
て
是
を
い
た
す
也
。
工
夫
を
さ
し
て
云
也
。
（
古
本
大
学
講
義
）

従
っ
て
、
一
面
複
合
的
に
見
え
る
が
、
や
は
り
工
夫
、
特
に
存
養
工
夫
を
重
視
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。
と
こ
ろ
が
、
執
斎
に
は
同
時
に

良
知
の
「
現
成
的
」
発
言
も
多
く
見
ら
れ
る
。

愚
夫
愚
婦
の
こ
れ
（
良
知
）
を
失
へ
る
と
い
へ
ど
も
、
同
じ
く
天
よ
り
受
得
た
る
本
心
な
れ
ば
、
其
心
の
光
終
に
消
ず
し
て
、
事
に

触

も

の

に

従

ひ

て

、

よ

り

よ

り

顕

れ

ざ

る

こ

と

な

し

。

（

雑

著

、

巻

二

、

答

酒

井

弾

正

書

）

誌
に
拘
は
さ
れ
：
：
：
さ
れ
ど
人
の
人
た
る
所
、
土
木
だ
元
亡
び
ざ
れ
ば
、
時
と
し
て
此
の
光
明
あ
ら
は
れ
ず
と
云
ふ
こ
と
な
し
。

（
日
用
心
法
・
致
良
知
）

九
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こ
れ
は
い
く
ら
私
欲
が
沸
き
出
る
中
で
も
良
知
は
そ
の
完
全
性
に
損
傷
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
完
全
な
「
現
成
」
を
意
味
す
る
と

は
ま
だ
言
い
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
次
の
文
章
で
は
そ
の
面
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
く
る
。

た
と
ひ
悪
人
に
で
も
聖
学
に
志
出
来
て
、
其
良
知
に
従
ひ
て
、

一
念
ひ
る
が
え
せ
ば
、
其
当
下
即
善
人
と
な
る
。（

四
言
教
講
義
・
或
問
）

一
日
一
反
観
内
省
せ
ば
、
親
の
可
親
よ
り
、
万
物
の
可
愛
に
至
る
迄
、
築
然
と
し
て
暗
き
こ
と
無
か
る
べ

（
古
本
大
学
講
義
）

是
即
築
制
が
心
な
り
。
こ
の
者
と
て
も
、
是
を
悪
や
と
知
た
る
良
知
は
、
嘉
舜
に
か
は
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
其
良
知
に
従
て
其
悪
念

を

ひ

る

が

え

せ

ば

、

則

莞

舜

の

民

た

る

な

り

。

（

四

言

教

講

義

・

或

問

）

以
上
の
よ
う
な
文
章
は
確
か
に
一
念
の
良
知
に
よ
っ
て
直
ち
に
聖
人
に
至
れ
る
こ
と
を
語
っ
た
も
の
で
、
「
現
成
」
的
立
場
に
立
っ
て
い
る

至
愚
極
悪
の
内
と
云
と
も
、

し
の
が
よ
く
分
か
る
。

で
は
、
何
故
彼
に
は
存
養
の
工
夫
を
主
張
し
な
が
ら
も
同
時
に
現
成
的
な
言
及
が
時
々
現
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
格
物
」
の
前

に
「
立
志
」
の
工
夫
を
行
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
ほ
ど
、
一
貫
し
て
「
立
志
」
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
立
志
」
と
は
聖
人
に

な
ろ
う
と
す
る
強
力
な
意
志
を
立
て
れ
ば
、
直
ち
に
本
心
の
発
現
が
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
「
志
」
と
は

心
の
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
心
の
発
用
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
気
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
心
の
発
用
は
「
志
」
と
は
見

な
さ
れ
な
い
。

人
心
誠
実
の
生
意
感
発
し
て
指
之
所
の
も
の
、
こ
れ
を
志
と
云
。
：
：
：
其
志
を
責
め
て
こ
れ
を
立
て
る
と
き
は
、
人
欲
の
蔽
や
ぶ
れ

て

、

本

体

の

明

発

見

せ

、

さ

る

こ

と

な

し

。

（

四

言

教

講

義

、

序

）

故
に
、
志
の
立
つ
と
云
へ
る
は
、
本
体
道
心
の
立
ち
定
ま
り
て
、
善
を
善
と
し
、
悪
を
悪
と
し
、
傾
に
も
、
他
事
の
為
に
う
っ
さ
ざ

る

を

云

也

。

（

日

用

心

法

・

立

志

を

始

め

と

す

）



こ
の
よ
う
に
、
聖
人
に
な
ろ
う
と
す
る
強
力
な
意
志
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
心
の
良
知
が
直
ち
に
現
れ
る
。
従
っ
て
、
彼
に
は
「
現

成
」
的
な
発
言
が
時
々
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
同
時
に
こ
の
「
立
志
」
は
そ
れ
を
保
た
な
け
れ
ば
無
駄
な
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
と
見
る
。
工
夫
が
主
張
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
彼
は
「
立
志
」
を
説
い
た
後
、
続
い
て

さ
て
、
志
を
保
つ
と
云
ふ
こ
と
あ
り
。
前
の
如
く
、
志
を
責
む
と
雄
も
、
常
に
之
を
保
つ
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
志
す
く
や
か
な
ら
ず

し
て
、
責
を
受
く
る
地
な
し
。
故
に
、
志
を
保
た
ん
と
思
は
ば
、
之
れ
を
養
ひ
て
た
や
す
べ
か
ら
ず
。
（
日
用
心
法
・
立
志
を
始
め
と
す
）

夫
れ
、
誠
に
能
く
志
を
立
て
、
能
く
気
を
養
は
ば
、
此
の
病
固
よ
り
あ
る
べ
か
ら
ず
と
雄
、
性
質
量
狭
き
も
の
、
こ
こ
に
於
い
て
工

夫
を
用
ひ
ざ
れ
ば
、
迫
切
の
病
終
ひ
に
免
か
れ
難
し
。

（
同
上
、
量
を
贋
う
す
）

こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
「
立
志
」
に
よ
っ
て
直
ち
に
良
知
が
現
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
絶
え
ざ
る
工
夫
に
よ
っ
て
保
た
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
見
る
の
で
、
執
斎
は
現
成
的
な
発
言
を
多
く
し
て
い
な
が
ら
も
、
結
局
絶
え
間
な
い
工
夫
を
強
調
す
る
立
場
に
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
一
事
か
く
の
ご
と
く
す
れ
ば
、
一
刻
如
比
す
れ
ば
、
一
刻
聖
人
の
地
に
い
た
る

0

・：

一
事
聖
人
の
地
に
す
す
み
、
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さ
て
是
を
勤
る
に
至
り
て
は
、
お
の
れ
が
分
際
を
は
か
り
て
、
力
の
及
ぷ
所
を
な
す
べ
し
。
も
し
及
ざ
る
を
し
ひ
て
っ
と
む
る
は
、
助
長

と
云
て
、
却
っ
て
害
有
る
也
。
」
（
四
言
教
講
義
・
為
善
去
悪
条
）
。
「
只
其
至
善
は
又
窮
尽
な
し
、
故
に
孔
子
は
生
知
の
聖
な
れ
ど
も
、
一

五
よ
り
七
十
舞
迄
の
進
み
あ
り
、
尭
舜
に
も
猶
病
る
所
あ
り
。
」
（
古
本
大
学
講
義
）
。
現
在
の
レ
ベ
ル
で
最
善
を
尽
く
し
な
が
ら
絶
え
ず
工

夫
し
て
い
く
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
工
夫
を
重
視
す
る
彼
は
独
特
に
良
知
の
「
不
学
而
知
」
だ
け
で
は
な
く
「
学

に
よ
る
知
」
ま
で
主
張
す
る
。
「
現
成
派
」
は
良
知
の
絶
対
性
を
極
限
ま
で
押
し
進
め
て
何
の
過
程
も
経
る
こ
と
な
く
良
知
が
直
ち
に
現
実

に
現
れ
る
と
説
い
た
結
果
、
今
の
判
断
が
ほ
ん
と
う
に
良
知
の
判
断
か
ど
う
か
と
い
う
難
問
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
問
い
か

け
が
執
斎
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

其
の
本
体
の
端
的
を
言
へ
ば
、
か
の
請
の
井
に
入
る
を
見
て
、
側
隠
の
心
発
す
る
が
如
く
、
何
の
考
へ
た
る
事
な
く
し
て
、
真
に
発

す
る
も
の
を
言
ふ
な
り
。
是
れ
人
の
学
び
て
後
得
た
る
に
も
あ
ら
ず
、
元
来
具
へ
た
る
証
拠
を
言
へ
る
な
り
。
：
：
：
其
の
実
は
学
び
て

九
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知
る
も
良
知
な
り
。
其
の
知
に
至
る
は
一
な
り
。
学
び
て
知
れ
る
は
良
知
に
あ
ら
ず
と
思
へ
る
は
甚
だ
愚
な
り
。
仁
義
の
良
心
と
言
へ

る

も

、

学

び

て

仁

義

に

至

れ

る

心

も

、

皆

良

心

な

り

。

（

日

用

心

法

・

致

良

知

）

こ
の
よ
う
に
「
学
に
よ
る
知
」
を
説
い
て
い
る
の
は
、
こ
こ
以
外
に
も
『
古
本
大
学
講
義
』
等
数
カ
所
に
見
え
て
い
る
が
、
彼
が
ど
れ
だ

け
工
夫
を
重
視
し
て
い
る
か
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
良
知
論
の
特
徴
と
も
言
え
得
る
。

四

晩
期
に
該
当
す
る
第
三
期
は
、
『
標
註
伝
習
録
』
を
書
い
た
四
四
歳
以
降
、
臨
終
ま
で
の
時
期
を
言
う
。
こ
の
時
期
に
は
哲
学
的
・
形
而

上
学
的
な
関
心
が
高
ま
っ
て
、
陽
明
学
の
重
要
思
想
や
概
念
に
関
す
る
理
論
化
の
作
業
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
特
に
五
一
歳
に
は
彼
自

ら
道
を
得
た
体
認
を
語
っ
て
い
る
。
で
は
彼
の
晩
期
の
思
想
を
簡
単
に
触
れ
て
み
る
。

第
三
期
に
入
っ
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
「
心
」
と
「
理
」
が
本
来
一
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
第
二
期
に
も
「
心
外
無
物
」
「
心
外
無
理
」
の
思
想
を
述
べ
て
は
い
る
が
、
「
心
即
理
」
を
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
の
は
晩
期
に
入
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

「
心
即
理
」
の
思
想
は
主
に
事
保
九
年
（
五
六
歳
）
作
「
答
佐
藤
先
生
童
己
に
見
え
る
が
、
問
題
の
発
端
に
な
っ
た
の
は
佐
藤
直
方
が

三
宅
尚
斎
（
一
六
六
二

1
一
七
四
一
）
に
送
っ
た
手
紙
の
中
の
「
人
の
学
を
為
す
所
以
の
者
は
、
心
と
理
の
み
」
（
『
大
学
或
問
』
）
と
「
理

と
心
と
は
一
な
る
も
、
人
、
之
を
会
し
て
一
と
為
す
能
わ
ず
」
（
『
二
程
全
書
』
巻
六
）
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
直
方
は
大
体
手
足
が
も

と
も
と
は
一
物
で
あ
り
な
が
ら
も
二
物
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
心
」
と
「
理
」
も
一
物
で
あ
り
な
が
ら
二
物
で
あ
る
と
捉
え
、
こ
れ

が
ま
さ
に
「
理
一
分
殊
」
の
意
味
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
執
斎
は
手
足
は
そ
う
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
理
」
と
「
心
」

は
そ
う
は
一
言
早
え
な
い
。
両
者
は
た
だ
同
一
物
の
異
名
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
。
彼
に
よ
る
と
、
朱
子
も
「
心
」
と
「
理
」
が
全
く
違
う
物
と

は
見
て
い
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
朱
子
は
「
心
は
己
を
主
と
し
て
云
、
理
は
物
を
主
と
し
て
云
」
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に



な
る
と
「
一
分
一
合
の
間
」
に
二
物
に
な
っ
て
し
ま
う
弊
を
免
れ
な
い
。
執
斎
が
こ
の
よ
う
に
見
る
の
は
「
心
与
理
而
巳
」
の
「
而
巳
」

の
解
釈
に
よ
る
。
彼
は
「
而
己
」
と
は
決
し
て
「
分
殊
」
を
言
う
の
で
は
な
く
第
一
義
と
し
て
の
根
源
を
言
う
時
の
接
尾
詞
で
あ
る
と
見

る
。
と
こ
ろ
が
朱
子
が
そ
の
根
源
と
し
て
の
「
心
」
と
「
理
」
を
一
物
と
し
て
見
て
い
な
い
証
拠
は
、
彼
が
「
与
」
と
い
う
助
調
で
両
項

を
結
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
一
物
で
あ
る
な
ら
ば
「
心
理
」
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
「
与
」
字
は
蛇
に
足
を
加
え
る
よ
う
な
間

違
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
与
」
字
を
証
拠
に
朱
子
が
「
心
」
と
「
理
」
を
二
物
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
彼
は
、
そ
れ
が

二
物
で
あ
る
限
り
、
い
く
ら
工
夫
し
て
も
両
者
は
決
し
て
一
つ
に
は
な
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
的
に
は
「
心
」
と
「
理
」

が
一
つ
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
と
も
と
一
物
で
あ
る
両
者
が
私
欲
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
だ
け
で
、
私
欲
を

三輪執斎思想初探

除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
の
「
合
こ
の
状
態
を
回
復
す
る
。

た
と
ひ
論
ず
る
処
理
に
当
れ
り
と
て
も
、
其
心
の
邪
よ
り
出
候
事
は
邪
に
て
御
座
候
、
若
其
心
の
正
よ
り
出
候
事
は
、
所
論
少
々
理

に
あ
た
ら
ざ
る
が
如
き
こ
と
有
之
候
と
て
も
、
君
子
た
る
に
害
な
か
る
べ
く
候
、
況
や
心
正
し
て
は
於
理
あ
た
ら
ざ
る
こ
と
無
之
を
や
、

是

則

王

子

所

調

心

学

に

て

心

理

合

一

之

体

に

て

御

座

候

。

（

答

佐

藤

先

生

書

）

心
を
正
し
く
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
発
現
が
ま
さ
に
理
だ
と
い
う
こ
と
で
、
彼
が
「
心
則
理
」
を
主
張
す
る
理
由
が
よ
く
窺
え
る
。

こ
の
時
期
に
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
陽
明
晩
年
の
定
論
と
呼
ば
れ
る
「
四
句
教
」
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
。
執
斎
は
享
保
一
二

年
五
九
歳
の
時
、
陽
明
の
「
四
句
教
」
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
が
『
四
言
教
講
義
』
と
い
う
題
で
司
行
さ
れ
て
い
る
。
高
瀬

武
次
郎
氏
は
「
四
言
教
講
義
」
の
解
題
で
執
斎
の
四
言
教
講
義
が
陽
明
学
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
「
四
句

教
」
は
特
に
儒
家
で
禁
忌
視
さ
れ
て
き
た
「
無
」
を
用
い
て
「
心
」
の
本
体
を
規
定
し
て
い
た
た
め
、
以
降
厳
し
い
論
争
を
巻
き
起
こ
し
、

陽
明
後
学
の
分
か
れ
道
に
も
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
思
想
史
的
に
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

明
末
の
大
儒
顧
憲
成
（
一
五
五

0
1
二
ハ
一
二
）
が
心
体
の
「
無
善
無
悪
」
を
否
定
し
、
そ
の
「
益
己
性
を
主
張
す
る
論
説
の
中
に
は

次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

九
五
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心
は
本
と
善
有
り
て
悪
無
し
。
故
に
聖
賢
の
人
に
教
う
る
や
、
惟
だ
善
を
為
し
悪
を
去
る
と
日
ふ
の
み
。
善
を
為
す
は
其
の
有
に
因

り
て
之
を
有
と
す
る
な
り
。
悪
を
去
る
は
其
の
無
に
因
り
て
之
を
無
と
す
る
な
り
。
（
『
顧
端
文
公
遺
書
』
証
性
編
巻
六
、
質
疑
下
）

「
為
善
」
は
心
が
も
と
も
と
「
益
己
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
去
悪
」
は
心
に
は
も
と
も
と
「
悪
」
が
な
い
か
ら
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

こ
れ
と
似
た
論
理
が
執
斎
に
見
え
る
。

其
事
の
悪
は
、
わ
が
心
の
嫌
ふ
所
な
り
。
こ
れ
本
体
元
来
悪
な
き
故
也
。
故
に
努
て
是
を
去
べ
し
。
其
事
の
善
は
、
量
点
守
山
の
好
む
所
。

是

本

体

元

来

善

な

る

が

故

也

。

故

に

必

ず

是

を

な

す

べ

し

。

（

四

言

教

講

義

）

こ
れ
は
確
か
に
「
心
体
」
の
「
善
」
性
を
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
「
善
」
へ
帰
る
た
め
の
工
夫
を
主
張
し
、
心
の
「
無

善
無
悪
」
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
強
調
し
な
い
。
「
四
言
教
講
義
」
は
「
字
義
」
「
注
意
工
夫
」
「
四
言
教
講
義
或
問
」
の
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ

て
い
る
が
、
「
注
意
工
夫
」
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
執
斎
は
陽
明
の
「
四
句
教
」
の
順
番
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
第
四
句
か

ら
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
彼
は
「
本
経
四
言
の
序
に
お
い
て
は
、
人
心
発
見
の
も
と
よ
り
語
る
。
故
に
此
句
（
為
善
去
悪
の
条
）

四
言
の
終
に
在
と
い
へ
ど
も
、
今
受
用
工
夫
の
次
第
を
示
さ
ん
と
て
、
逆
に
此
句
よ
り
説
起
す
。
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
彼
が

「
四
句
教
」
を
工
夫
論
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
が
分
か
る
。
さ
ら
に
「
為
善
去
悪
」
の
「
格
物
」
工
夫
を
「
七
度
た
ほ
れ
ば
八
度
起
て
、

終
に
過
な
き
の
地
に
至
る
べ
し
。
」
と
い
う
よ
う
に
厳
し
く
て
漸
次
的
な
工
夫
と
見
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
彼
の
工
夫
重
視
の
立
場

が
よ
く
現
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
執
斎
も
「
無
善
無
悪
」
に
言
及
し
て
い
る
。
「
心
は
声
も
臭
も
な
し
。
故
に
善
悪
の
名
付
く
べ
き
な
し
。
こ
れ

心
は
体
に
て
、
至
善
を
な
す
も
の
な
り
。
」
（
同
上
・
字
義
）
と
。
善
や
悪
と
い
う
言
葉
で
は
心
の
本
体
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
耳
、
口
に
予
め
定
め
ら
れ
た
音
、
味
な
ど
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
音
と
味
を
よ
く
分
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
心
も
善
悪
を
正
し
く
分
別
す
る
た
め
に
は
心
体
に
予
め
定
め
ら
れ
た
善
悪
が
あ
り
得
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解

は
陽
明
の
思
想
を
素
直
に
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
一
部
の
学
者
の
よ
う
に
「
無
善
無
悪
」
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
却
っ

て
彼
は
「
無
善
無
悪
」
を
仏
見
と
見
な
し
て
批
判
す
る
者
に
対
し
て
、
文
義
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
心
中
の
本
体
を
よ
く
見
よ
と
呼
び
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か
け
て
い
る
（
『
古
本
大
学
講
義
』
、
古
本
大
学
序
講
義
）
。
た
だ
王
龍
渓
を
始
め
と
す
る
所
謂
「
現
成
派
」
の
よ
う
に
、
そ
の
「
無
善
無
悪
」

性
が
「
信
」
に
よ
っ
て
直
ち
に
心
・
意
・
知
・
物
の
「
無
善
無
悪
」
と
し
て
は
現
れ
る
と
は
し
て
い
な
い
。

最
後
に
執
斎
の
『
大
学
』
に
関
す
る
解
釈
を
簡
単
に
考
察
し
て
み
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
執
斎
は
若
い
時
か
ら
『
大
学
』
に
深
い

関
心
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
『
大
学
』
に
つ
い
て
の
言
及
は
彼
の
著
書
に
散
在
し
て
い
る
が
、
特
に
そ
の
意
を
ま
と
め
て
述
べ
て
い

る
も
の
に
『
古
本
大
学
講
義
』
が
あ
る
。
た
い
へ
ん
詳
し
い
も
の
で
い
ろ
い
ろ
執
斎
の
考
え
を
窺
え
る
が
、
本
論
文
で
は
簡
略
に
初
期
と

関
連
が
あ
る
幾
つ
か
の
点
だ
け
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
る
。

『
大
学
』
を
古
本
そ
の
ま
ま
の
体
系
に
戻
す
べ
き
だ
と
見
な
し
た
執
斎
は
、
中
江
藤
樹
を
引
用
し
て
古
人
の
書
を
千
百
年
の
後
に
生
ま

れ
た
者
が
そ
の
錯
簡
を
知
っ
て
改
正
す
る
の
が
果
た
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
反
問
す
る
。
そ
し
て
二
程
及
び
朱
子
の
『
大
学
』
改
正
に

反
対
し
『
古
本
大
学
』
を
提
唱
し
た
王
陽
明
の
功
を
高
く
評
価
す
る
。
執
斎
は
ま
ず
程
伊
川
・
朱
子
に
よ
っ
て
直
さ
れ
た
『
大
学
』
初
頭

の
「
新
民
」
を
吉
本
の
通
り
「
親
民
」
に
戻
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
大
体
次
の
よ
う
で
あ
る
。

朱
子
が
「
親
民
」
を
「
新
民
」
と
見
る
の
は
統
治
者
の
論
理
と
し
て
、
民
と
一
つ
に
な
ろ
う
と
す
る
「
仁
」
の
精
神
よ
り
は
民
を
指
導

し
よ
う
と
す
る
選
民
意
識
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。

極
て
是
（
朱
子
の
新
民
説
）
を
論
ぜ
ば
、
親
民
の
訓
一
た
び
誤
り
て
よ
り
己
来
、
人
君
た
る
人
、
民
の
父
母
と
し
て
是
を
見
る
こ
と

如
傷
の
注
意
を
忘
れ
て
、
只
管
に
是
を
新
に
す
る
を
職
分
と
心
得
て
、
下
を
責
め
る
の
意
甚
盛
に
し
て
、
仁
政
の
道
大
に
失
す
0

・

其
誤
り
よ
り
万
世
幾
人
数
の
倣
気
を
ひ
ら
く
大
切
の
こ
と
に
非
ず
や
。
然
は
王
子
古
本
の
復
は
、
其
政
道
に
功
あ
る
こ
と
盛
に
大
な
る

に

あ

ら

ず

や

。

（

古

本

大

学

講

義

、

以

下

同

じ

）

治
国
平
天
下
の
語
を
人
を
治
め
新
に
し
、
国
天
下
の
政
事
を
執
る
こ
と
と
の
み
見
る
よ
り
、
此
学
狭
く
な
り
て
、
人
の
尊
卑
に
よ
り

て
無
用
の
事
と
な
る
。

彼
が
「
親
民
」
を
主
張
す
る
の
は
、
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
治
者
の
論
理
よ
り
も
、
民
を
仁
愛
す
る
「
為
己
之
学
」
の
真
の
精
神
が
入
っ

九
七



九
｝＼ 

三輪執斎思想初探

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

予
の
親
の
字
に
必
と
し
て
深
信
之
こ
と
は
、
是
等
の
所
に
非
ず
。
古
説
の
優
劣
は
し
ら
ぬ
ど
も
、
吾
今
日
の
工
夫
に
益
あ
り
と
思
ふ

方
を
用
る
の
み
。
夫
民
を
新
に
せ
ん
と
思
へ
ば
、
初
念
に
早
向
の
人
の
是
非
に
眼
っ
き
て
、
其
人
の
不
是
を
見
て
是
を
責
る
の
意
生
し

て
、
是
を
親
む
の
仁
愛
の
損
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
又
親
の
字
と
し
て
是
を
親
め
ば
、
始
よ
り
仁
必
発
見
に
従
て
即
明
々
徳
の
修
行
と
な

る
。
：
：
：
誓
文
字
に
於
て
至
当
せ
ず
と
も
、
工
夫
に
於
て
益
あ
ら
ば
、
羅
の
言
然
り
と
の
給
る
意
な
る
べ
し
、
況
や
文
字
も
亦
疑
な
き

を
や
。

文
、
彼
に
よ
る
と
朱
子
の
論
理
の
通
り
な
ら
ば
「
新
民
」
は
た
だ
「
明
明
徳
」
の
功
効
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
「
新
民
」
に
は
工
夫
が
な

い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
新
民
」
は
無
用
の
表
題
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
中
に
お
い
て
新
民
の
理
を
究

め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
新
民
の
理
を
究
め
る
こ
と
の
な
い
明
明
徳
は
仏
見
に
陥
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
明
徳
を
明
ら
か
に
せ
ず
し
て
民

を
新
た
に
す
る
の
は
伯
術
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
が
「
親
民
」
を
主
張
す
る
の
は
「
親
民
」
で
あ
っ
て
こ
そ
工
夫
が
入
る
余
地
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。明

徳
は
其
志
な
り
。
親
民
は
其
志
を
行
ふ
の
地
、
人
欲
を
去
る
の
工
夫
を
用
る
場
処
也
。

今
二
賢
（
程
伊
川
、
王
陽
明
）
の
説
を
合
て
、
是
を
考
れ
ば
、
親
の
字
昧
甚
長
し
て
、
於
工
夫
甚
す
ぐ
れ
た
る
と
思
ふ
よ
り
、
王
説

を
信
る
者
な
り
。

明
徳
と
親
民
は
体
・
用
の
関
係
で
、
明
徳
を
達
し
よ
う
と
す
れ
ば
親
民
上
で
実
行
す
る
べ
き
で
あ
り
、
親
民
を
行
う
た
め
に
は
自
己
の
明

徳
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
「
体
用
一
源
」
の
論
理
で
両
者
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
『
大
学
』
の
体
系
に
関
す
る
立
場
を
考
察
し
て
み
る
。

執
斎
の
八
条
自
に
対
す
る
解
釈
の
特
徴
は
「
格
物
」
を
中
心
と
し
た
混
融
的
な
解
釈
と
い
う
点
に
あ
る
。

日
格
物
の
工
夫
は
、
一
心
よ
り
天
下
に
通
じ
て
、
只
此
一
事
の
み
。
：
：
：
夫
一
念
独
知
の
中
、
其
思
惟
す
る
こ
と
天
下
に
渡
れ
ば
、



三輪執斎思想、初探

是
天
下
の
物
也
。
国
家
に
渡
れ
ば
国
家
の
物
世
。
身
上
に
渡
れ
ば
身
の
物
也
。
其
思
惟
は
意
の
物
に
し
て
、
所
以
思
惟
は
心
の
物
也
。

思
惟
の
善
悪
は
知
の
物
な
り
、
其
事
物
に
つ
き
て
其
非
を
格
し
て
正
に
帰
る
を
格
物
と
云
。

彼
は
こ
の
よ
う
に
八
条
目
を
「
格
物
」
に
ま
と
め
な
が
ら
も
、
同
時
に
一
条
目
に
通
じ
る
と
八
条
目
に
す
べ
て
通
じ
る
と
見
て
い
る
。

八
日
の
工
夫
亦
然
り
。
物
を
家
に
格
す
を
斉
家
と
云
。
物
を
国
に
格
を
治
国
と
云
。
天
下
も
亦
然
り
。
家
を
物
に
斉
す
る
を
格
物
と

云
。
家
を
知
に
斉
す
る
を
致
知
と
云
。
八
目
皆
如
此
に
反
覆
相
因
れ
ば
、
支
離
の
迷
ひ
な
く
し
て
、
一
日
通
ず
れ
ば
、
目
皆
進
む
。

日
、
朱
子
は
親
を
新
と
改
見
せ
ら
れ
し
よ
り
、
か
く
誤
り
解
せ
ら
れ
た
り
、
：
：
：
凡
八
目
を
八
品
の
工
夫
と
見
る
よ
り
、
支
離
決
裂

し
て
撃
説
に
渉
る
。
八
日
唯
一
工
夫
而
己
。

こ
の
よ
う
に
八
条
目
を
混
融
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
は
、
八
条
目
で
羅
列
さ
れ
た
物
、
知
、
：
：
：
身
、
家
、
園
、
天
下
が
実
は
一
つ
で
あ

る
と
い
う
「
万
物
一
体
」
の
精
神
に
立
脚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
の
こ
と
は
、
執
斉
は
朱
子
と
同
じ
よ
う
に
『
大
学
』
を
経
と
伝
に
分
け
て
は
い
る
が
、
古
本
を
そ
の
ま
ま
に
し

て
の
分
け
方
で
あ
っ
て
朱
子
が
順
序
を
入
れ
替
え
た
り
補
伝
を
書
き
込
ん
だ
り
し
た
こ
と
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
彼
は
珍

し
く
「
所
謂
誠
其
意
者
、
母
自
欺
也
。
：
：
：
」
の
句
か
ら
伝
が
始
ま
る
と
見
る
。
彼
に
よ
る
と
陽
明
は
判
然
と
し
て
経
と
伝
を
分
け
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
陽
明
も
亦
そ
の
意
は
持
っ
て
い
た
。
何
故
な
ら
ば
陽
明
の
『
大
学
問
』
は
経
一
章
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
こ
の
「
所
調
誠
其
意
者
：
：
：
」
に
始
ま
る
句
の
前
の
部
分
ま
で
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
執
斎
が
こ
の
よ
う
に
分
け
る
の

は
、
工
夫
を
細
論
す
る
伝
の
始
め
に
総
括
的
な
工
夫
の
条
目
が
来
る
の
は
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
誠
意
」
を
『
大
学
』
の
中
心
と
捉
え

て
い
る
陽
明
を
受
け
継
く
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
け
た
執
斎
は
、
「
格
物
致
知
」
は
欠
章
で
は
な
く
「
誠
意
」
の
中
に
既
に

示
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
。
そ
し
て
正
心
以
下
は
「
所
謂
修
其
身
在
正
其
心
者
、
：
：
：
」
の
よ
う
に
両
項
が
結
ぼ
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
句
は
「
誠
意
」
の
一
項
だ
け
を
説
明
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
、
「
誠
意
」
が
伝
の
総
括
的
な
工
夫
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を

自
分
な
り
に
立
証
す
る
。

九
九
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故
に
正
心
己
下
の
四
章
は
、
正
心
に
修
身
を
合
せ
、
修
身
に
斉
家
を
合
せ
、
斉
家
に
治
国
を
合
せ
、
治
国
に
平
天
下
を
合
せ
、
専
欲

先
而
後
の
意
を
述
た
り
、
濁
此
誠
意
の
一
章
は
、
前
致
知
の
章
に
も
、
後
正
心
の
章
に
も
組
せ
ず
、
偏
に
誠
意
者
勿
自
欺
と
直
に
一
句

を
特
挙
し
て
、
格
物
致
知
の
義
を
内
に
論
じ
、
明
徳
親
民
至
善
本
末
一
つ
も
残
ず
、
反
復
詳
説
し
た
る
者
也
。

こ
の
よ
う
に
「
所
調
誠
其
意
者
：
：
：
」
か
ら
伝
が
始
ま
る
と
見
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
執
斎
の
大
学
観
に
お
け
る
大
き
な
特
徴

と
い
え
る
。

五

以
上
、
三
輪
執
斎
の
思
想
を
そ
の
変
遺
に
注
目
し
な
が
ら
、
陽
明
学
と
の
関
連
を
中
心
に
概
括
的
に
探
っ
て
み
た
。
彼
は
初
期
に
し
ば

ら
く
朱
子
学
を
学
ん
だ
以
外
は
、
そ
の
生
涯
を
陽
明
学
に
さ
さ
げ
た
。
で
は
何
故
彼
は
そ
れ
ほ
ど
陽
明
学
に
魅
了
さ
れ
た
の
か
。
も
ち
ろ

ん
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
格
物
」
説
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
「
格
物
」
説
は
万
民
を
愛
し
、
彼
ら
を

聖
人
の
境
地
ま
で
引
っ
張
ろ
う
と
す
る
「
親
民
」
の
精
神
の
実
践
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

夫
事
々
物
々
の
理
を
き
は
む
と
い
へ
る
は
、
君
に
仕
へ
て
い
と
ま
な
き
も
の
、
農
工
商
買
の
忙
し
く
て
文
み
る
暇
な
き
者
の
あ
た
は

ざ
る
処
也
。
故
に
業
を
す
て
官
を
辞
せ
ざ
れ
ば
、
其
道
を
究
む
る
こ
と
能
は
ず
。
（
雑
著
、
巻
二
、
答
酒
井
弾
正
書
）

（
朱
子
の
格
物
説
は
）
下
々
に
て
農
工
商
買
の
、
各
其
業
を
勉
む
者
杯
は
、
曾
て
な
ら
ぬ
事
也
。
よ
し
少
く
隙
あ
る
者
も
、
一
日
の

あ
た
た
め
て
十
日
ひ
や
し
て
は
、
生
ず
る
事
な
し
と
云
へ
り
。
：
：
：
（
陽
明
の
格
物
説
は
）
吐
握
の
労
め
る
諸
役
人
よ
り
、
農
工
商
買

の
隙
な
き
者
も
、
各
々
の
業
を
つ
と
め
な
が
ら
、
聖
人
と
な
る
の
望
は
な
る
べ
き
事
也
。
（
四
言
教
講
義
・
或
問
）

執
斎
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
陽
明
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

闇
井
田
野
・
農
工
商
買
の
践
に
至
る
ま
で
、
皆
是
の
学
有
ら
ざ
る
莫
く
、
而
し
て
惟
だ
其
の
徳
行
を
成
す
を
以
て
努
め
と
為
す
。

（
『
伝
習
録
』
中
、
答
顧
東
橋
書
）



教
え
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
聖
人
の
ふ
り
を
し
て
は
い
け
な
い
、
相
手
の
目
の
高
さ
に
合
わ
せ
る
べ
き
だ
と
唱
え
た
（
『
伝
習
録
』
下
）
陽

明
の
思
想
は
、
執
斎
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
が
学
問
（
聖
人
）
へ
の
壁
を
切
実
に
感
じ
て
い
た
当

物
、
そ
し
て
実
践
弱
行
の
性
格
が
強
い
陽
明
学
者
と
見
な
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

i主

三輪執斎思想初探

市
川
本
太
郎
氏
は
『
日
本
儒
教
史
』
巻
四
（
三
八
四
頁
）
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

当
時
儒
学
界
は
朱
子
学
派
・
堀
川
派
・
崎
問
派
・
但
篠
派
等
の
諸
派
が
互
に
門
戸
を
張
っ
て
、
排
乱
攻
撃
を
事
と
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
が
陽
明
学
派

は
最
も
衰
微
し
て
振
る
わ
な
い
。
こ
の
時
に
当
っ
て
陽
明
学
派
の
為
め
に
万
丈
の
気
焔
を
挙
げ
た
の
は
執
斎
で
あ
る
。

（2
）
本
稿
で
述
べ
て
い
る
三
輪
執
斎
の
伝
記
は
『
先
哲
叢
談
』
、
高
瀬
武
次
郎
の
『
三
輪
執
斎
』
（
大
正
一
三
年
）
第
一
篇
の
年
譜
、
大
西
晴
隆
氏
の
コ
ニ
輪

執
斎
」
（
『
陽
明
学
大
系
』
第
八
巻
、
「
日
本
の
陽
明
学
」
に
所
収
）
等
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（3
）
父
と
母
の
没
年
に
つ
い
て
は
見
解
が
定
ま
っ
て
な
い
。
た
と
え
ば
『
先
哲
叢
談
』
は
執
斎
六
才
で
母
を
喪
っ
た
と
言
ぃ
、
井
上
哲
次
郎
氏
は
『
日
本
陽

明
学
派
之
哲
学
』
で
六
才
で
母
を
一
四
才
で
父
を
喪
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
高
瀬
武
次
郎
氏
は
一
一
才
の
時
に
母
を
一
三
才
の
時
に
父
を
喪
っ
た

と
考
証
し
て
い
る
。
現
代
の
研
究
者
は
大
体
以
上
の
ど
ち
ら
か
を
取
り
挙
げ
て
い
る
。

（4
）
『
藤
樹
先
生
全
書
』
巻
四
五
「
止
善
書
院
明
倫
堂
成
祭
執
斎
先
生
文
」
を
参
照
。

（5
）
こ
れ
は
『
陽
明
学
大
系
』
第
八
巻
「
日
本
の
陽
明
学
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
大
西
晴
隆
氏
の
「
三
輪
執
斎
」
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
6
）
「
格
物
緋
議
」
の
漢
文
自
序
で
は
た
だ
「
格
物
燐
議
予
中
年
之
説
也
。
後
来
及
反
復
陽
明
全
書
、
而
後
知
王
先
生
之
説
則
既
包
羅
統
括
此
意
」
と
述
べ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
「
答
佐
藤
先
生
書
」
に
は
「
格
物
燐
議
」
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
述
べ
な
が
ら
、
は
っ
き
り
と
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

拙
者
離
群
索
居
の
後
王
子
を
尊
尚
仕
候
事
は
、
元
来
少
々
世
儒
格
物
の
説
に
不
審
有
之
、
諸
子
格
物
の
説
を
考
索
仕
候
と
て
、
伝
習
録
及
一
見
候
所
、

夫
ま
で
も
王
子
の
見
は
わ
け
も
な
き
こ
と
と
存
、
則
朱
説
を
尊
尚
仕
格
物
弁
議
或
問
と
申
書
を
作
り
：
：
：
。

こ
れ
を
見
る
と
彼
は
確
か
に
『
伝
習
録
』
を
読
ん
で
い
る
の
が
分
か
る
。
一
度
読
ん
で
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
朱
子
学
の
立
場
で
世
儒
の
格
物
説
を

正
そ
う
と
し
て
書
い
た
の
が
、
ま
さ
に
「
格
物
耕
議
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
答
佐
藤
先
生
害
」
を
続
け
て
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の
後
『
伝
習
録
』
を
読
む

た
び
に
興
味
を
感
じ
、
結
局
は
二

O
回
も
読
ん
で
疑
い
は
さ
っ
ぱ
り
と
消
え
た
と
あ
る
。

（

l
）
 

。
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。

（7
）
本
稿
に
引
い
て
い
る
雑
著
は
『
日
本
倫
理
集
編
』
（
明
治
四
一
年
、
育
成
会
）
の
「
陽
明
学
派
の
部
・
申
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
コ
ニ
輪
執
斎
」
を
底
本

に
し
た
。

（8
）
調
莞
之
言
、
服
売
之
服
、
而
不
莞
者
、
或
有
之
。
：
：
：
雄
草
野
童
稼
、
無
不
知
宋
儒
為
一
真
。
今
学
駕
者
、
往
々
皆
朱
子
之
徒
也
。
然
以
為
邪
者
。

〈
雑
著
、
巻
三
、
邪
正
説
）

（9
）
雑
著
、
巻
三
「
呈
佐
藤
先
生
」
は
『
山
崎
闇
斎
全
集
』
巻
三
、
蒙
養
啓
発
集
の
中
の
「
大
学
啓
発
集
」
を
批
判
す
る
内
容
で
あ
る
。

（
叩
）
た
と
え
ば
次
の
文
章
で
も
「
気
力
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
が
本
文
に
引
い
て
い
る
「
無
」
と
た
い
へ
ん
似
て
い
る
。

然
其
所
務
、
亦
未
持
久
駕
。
宣
至
老
、
気
力
巳
衰
、
如
可
持
’
得
。
嘗
聞
年
繍
高
而
徳
禰
郁
者
、
未
聞
年
粛
高
而
徳
粛
表
者
。
是
其
行
朱
而
不
朱
者
、
而

吾

所

以

務

燐

之

也

。

（

雑

著

、

巻

三

、

邪

正

説

）

〈U
）
例
え
ば
『
朱
子
語
類
』
巻
九
「
論
知
行
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

知
、
行
常
相
須
、
如
目
無
足
不
行
、
足
無
不
見
。
論
知
行
、
知
為
先
。
論
軽
重
、
行
為
重
。

（
ロ
）
『
格
物
曲
折
議
』
の
中
の
「
今
改
む
る
格
物
の
説
」
を
参
照
。

（
凶
）
雑
著
、
巻
三
「
却
鞭
禅
師
之
肌
辞
」
を
参
照
。

（M
）
心
即
理
也
。
天
下
又
有
心
外
之
事
、
心
外
之
理
乎
。
：
：
：
以
此
純
乎
天
理
之
心
、
発
之
事
父
便
是
孝
。
発
之
事
君
便
是
忠
。
（
『
伝
習
録
』
上
）

（
日
）
『
古
本
大
学
講
義
』
は
中
年
の
著
作
で
あ
る
が
、
晩
年
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
中
・
晩
期
に
共
通
し
た
資
料
と
し
て
扱
う
。

本
稿
に
引
い
て
い
る
の
は
、
執
斎
会
蔵
版
『
執
斎
全
書
』
第
十
三
編
の
『
古
本
大
学
講
義
』
（
執
斎
会
、
昭
和
三
年
）
を
底
本
に
し
た
。

（
叩
山
）
李
威
周
編
著
『
中
日
哲
学
思
想
交
流
与
比
較
』
（
一
九
九
一
年
、
青
島
海
洋
大
学
出
版
社
）
の
中
の
「
中
日
陽
明
学
哲
学
思
想
的
交
流
与
比
較
」
を
参
照
。

（
げ
）
致
知
格
物
は
誠
意
の
工
夫
也
。
格
物
の
は
じ
め
に
、
先
志
を
立
て
是
を
た
だ
す
べ
し
。
（
四
言
教
講
義
、
字
義
）

（
施
）
陽
明
学
会
で
発
行
し
た
雑
誌
『
陽
明
学
』
の
七
三
号
1
九
O
号
（
大
正
三
年
1
五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
コ
ニ
輪
執
斎
先
生
答
佐
藤
先
生
書
」
を
テ

キ
ス
ト
と
し
た
。

（
凶
）
執
斎
の
ご
分
一
合
の
間
弊
」
と
い
う
の
は
王
陽
明
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
る
。

晦
巷
謂
人
之
所
以
為
学
者
、
心
与
理
而
巳
。
心
雄
主
乎
一
身
、
而
実
管
乎
天
下
之
理
。
理
雄
散
在
万
事
。
而
実
不
外
乎
一
人
之
心
。
是
其
一
分
一
合
之

問

、

而

未

免

己

啓

学

者

心

理

為

二

之

弊

。

（

『

伝

習

録

』

中

、

答

人

論

学

書

）

（
初
）
高
瀬
武
次
郎
編
『
三
輪
執
斎
』
（
大
正
一
三
年
）
第
五
篇
「
四
言
教
講
義
」
の
解
題
を
参
照
。

（
幻
〉
陽
明
は
『
伝
習
録
』
下
で
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

（
m）
中
江
藤
樹
の
『
大
学
考
』
を
参
照
。


