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『
天
主
実
義
』

の

研

究
戸画h、、

一、、－’

ー

第

二

篇

現

代

語

訳

止色
オミ

田

篤

は

じ

め

に

本
稿
は
前
稿
に
引
き
続
き
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
中
国
名
は
利
璃
費
、

義
』
を
現
代
語
訳
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
第
二
篇
を
取
り
上
げ
る
。

一
五
五
二
l
二
ハ
一

O
）
の
著
し
た
『
天
主
実

首
篇
に
お
い
て
、
「
天
主
が
天
地
万
物
を
創
造
し
て
、
そ
れ
ら
を
主
宰
し
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
承
け
、

第
二
篇
で
は
「
天
主
に
関
す
る
世
間
の
人
々
の
誤
解
を
解
明
す
る
」
こ
と
が
主
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
万
物
の
生
成
や
存
在
原
理
に
関

す
る
中
国
人
の
考
え
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
リ
ッ
チ

H
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
質
疑
が
な
さ
れ
る
。
中
士
（
中
国
の
学
者
）
と
西
士

（
西
洋
の
学
者
）
と
の
問
答
を
通
し
て
、
根
源
者
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
考
え
方
が
更
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
一
方
、
中
国
思
想
、
殊
に

朱
子
学
的
存
在
論
に
対
す
る
リ
ッ
チ
の
理
解
の
仕
方
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
篇
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
中
で
な
さ
れ
て
い
る
中
国
古
来
の

天
概
念
に
対
す
る
言
及
も
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
な
お
、
中
国
の
思
想
・
宗
教
に
関
す
る
リ
ッ
チ
の
基
本
的
な
見
解
は
、

イ
エ
ズ
ス
会
本
部
宛
の
報
告
書
の
第
一
の
書
・
第
一

O
章
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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／＼、

【
注
釈
】

（1
）
拙
稿
「
『
天
主
実
義
』
の
研
究
（
一
）
｜
序
説
と
首
篇
現
代
語
訳
｜
」
｛
『
哲
学
年
報
』
第
五
十
四
輔
、
一
九
九
五
）
。

（2
）
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
主
教
と
朱
子
学
｜
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
「
哲
学
年
報
』
第
五
十
二
輔
、

参
照
。

（3
）
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
・
一
』
（
岩
波
書
店
『
大
航
海
時
代
叢
書
』
第
E
期
第
8
巻
）
を
参
照
。

一
九
九
三
）
を

【
凡
例
】

一
、
底
本
は
、
台
湾
学
生
害
局
「
中
国
史
学
叢
書
」
所
収
明
版
影
印
本
『
天
学
初
繭
巴
に
よ
る
。

二
、
便
宜
上
、
中
士
と
西
土
の
各
発
言
の
冒
頭
に
、
順
に
番
号
を
付
し
た
。
中
土
が
奇
数
、
西
土
が
偶
数
と
な
る
。

三
、
訳
語
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
注
意
し
た
。

ω
「
天
主
」
は
、
現
在
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
「
神
」
と
表
現
す
る
が
、
原
語
の
ま
ま
用
い
た
。

凶
「
中
土
」
は
中
国
の
士
大
夫
即
ち
儒
学
者
を
、
「
西
士
」
は
西
洋
の
学
者
即
ち
修
道
士
、
つ
ま
り
リ
ッ
チ
を
指
す
が
、
煩
墳
に
な
る
の

で
原
語
の
ま
ま
用
い
た
。

ω儒
学
、
殊
に
朱
子
学
の
概
念
・
用
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
用
い
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
施
し
た
。

附
そ
の
他
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
平
易
な
現
代
語
表
記
を
心
掛
け
た
。

四
、
訳
文
中
、
〔
〕
は
原
文
に
な
い
語
を
補
っ
た
と
こ
ろ
を
、
（
）
は
説
明
を
施
し
た
と
と
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。
ま
た
、
文
章
が
続
く

と
こ
ろ
は
、
適
宜
改
行
し
た
。

五
、
現
代
語
訳
に
当
つ
て
は
、
「
『
天
主
実
義
』
の
研
究
（
一
ご
序
説
所
掲
の
諸
注
釈
書
等
を
参
考
に
し
た
が
、
特
別
な
場
合
を
除
き
、

記
は
し
な
か
っ
た
。

一
々
注



現
代
語
訳

上
巻

『
天
主
実
義
』

（
承
前
）

第
二
篇
「
天
主
に
関
す
る
世
間
の
人
々
の
誤
解
を
解
明
す
る
」

中
士
が
言
っ
た
、
「
〔
昨
日
あ
な
た
か
ら
拝
聴
し
た
〕
深
遠
な
御
高
説
は
、
私
の
耳
を
満
た
し
、
私
の
心
を
酔
わ
せ
、

一
晩
中
そ
の
こ

『天主実義』の研究（二）

と
を
考
え
て
、
眠
る
聞
も
忘
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
今
〔
日
〕
ま
た
お
教
え
を
伺
っ
て
、
心
に
あ
る
疑
い
を
晴
ら
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
中

国
に
は
〔
儒
・
仏
・
道
の
〕
三
教
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
派
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
老
子
は
『
万
物
は
無
か
ら
生
じ
る
』
と
説
き
、
無
を

〔
根
源
の
〕
道
と
み
な
し
ま
す
。
仏
教
は
『
す
べ
て
の
現
象
は
空
か
ら
生
ま
れ
る
〔
も
の
で
、
実
体
が
な
い
〕
』
と
説
き
、
空
〔
を
悟
る

こ
と
〕
を
本
来
の
務
め
と
考
え
ま
す
。
儒
教
は
『
易
に
太
極
が
あ
る
』
と
説
き
ま
す
か
ら
、
〔
実
〕
有
（
現
実
存
在
）
を
根
本
と
み
な
し
、

誠
〔
実
〕
（
実
践
倫
理
）
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
ら
だ
と
考
え
ま
す
。
あ
な
た
は
〔
三
教
の
中
で
〕
ど
れ
が
正
し
い
と
お
考
え
で
す
か
」
と
。

2

西
士
が
言
っ
た
、
「
〔
仏
・
道
の
〕
二
教
が
〔
万
物
の
根
源
を
〕
無
と
か
空
と
か
説
い
て
い
る
の
は
、
天
主
〔
の
教
え
〕
の
道
理
か
ら

す
れ
ば
、
非
常
に
誤
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
を
尊
重
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
す
。
儒
教
で
〔
万
物
の
根
源
を
〕
〔
実
〕
有
と
か

誠
〔
実
〕
と
か
説
い
て
い
る
〔
と
い
う
〕
の
は
、
十
分
に
そ
の
説
を
聞
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
〔
天
主
の
教
え
に
〕
近
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

3 

中
士
が
言
っ
た
、
「
中
国
の
有
徳
者
（
儒
者
）
は
、
〔
仏
・
道
の
〕
二
教
を
痛
烈
に
排
斥
し
て
、
〔
彼
ら
を
〕
深
く
憎
悪
し
て
い
ま
す
」

と

西
士
が
言
っ
た
、
「
憎
悪
す
る
よ
り
は
、
言
葉
で
説
得
す
る
方
が
良
い
こ
と
で
す
し
、
〔
た
だ
〕
説
得
す
る
よ
り
は
、
道
理
に
よ
っ
て

分
析
す
る
方
が
良
い
こ
と
で
す
。
〔
仏
・
道
の
〕
二
教
を
信
奉
し
て
い
る
人
々
も
、
共
に
〔
私
た
ち
の
〕
偉
大
な
父
で
あ
る
天
主
が
創
ら

4 

J¥ 



／＼、

四

れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
兄
弟
で
す
。
私
の
弟
が
正
気
を
失
い
目
茶
苦
茶
で
た
ら
め
を
し
た
ら
、
兄
と
し
て
私
が
な
す
べ
き
道
は
、

〔
彼
を
〕
憐
む
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
憎
む
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
〔
雪
口
う
ま
で
も
な
く
〕
道
理
に
よ
っ
て
教
え
諭
す
だ
け
で
す
。
私

い
て
き

は
常
々
儒
教
の
書
物
を
数
多
く
読
ん
で
い
ま
す
が
、
〔
儒
教
で
は
仏
・
道
の
〕
二
教
や
夷
秋
（
異
民
族
）
を
憎
み
嫌
い
、
『
異
端
（
正
統
で

な
い
教
説
）
を
斥
け
る
』
と
言
っ
て
排
斥
す
る
ば
か
り
で
、
優
れ
た
道
理
を
掲
げ
示
し
て
非
難
す
る
と
い
う
こ
と
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ

ち
ら
は
あ
ち
ら
を
非
と
し
、
あ
ち
ら
は
こ
ち
ら
を
非
と
し
、
ご
た
ご
た
と
争
う
ば
か
り
で
、
互
い
に
信
頼
し
あ
う
こ
と
も
な
く
、
千
五
百

（

4）
 

年
も
の
問
〔
意
見
が
〕
一
致
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
お
互
い
に
道
理
を
踏
ま
え
て
議
論
す
る
な
ら
ば
、
言
わ
ず
し
て
是
非
は

明
ら
か
に
な
り
、
〔
儒
・
仏
・
道
の
〕
三
教
は
必
ず
一
つ
に
落
ち
着
き
ま
す
。

西
洋
の
諺
に
、
『
竪
く
結
っ
た
縄
は
牛
の
角
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
道
理
に
適
っ
た
言
葉
は
人
の
心
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
』

と
あ
り
ま
す
。
古
代
、
私
た
ち
の
国
の
周
辺
で
は
、
三
教
ど
こ
ろ
か
何
百
何
千
と
い
う
教
え
が
重
な
り
あ
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
後
に
天
主

教
の
師
父
た
ち
が
正
し
い
道
理
に
よ
っ
て
説
き
諭
し
、
普
い
行
な
い
に
よ
っ
て
教
え
導
い
た
た
め
に
、
今
で
は
皆
天
主
の
教
え
に
の
み
従

っ
て
お
り
ま
す
」
と
。

5 

中
士
が
言
っ
た
、
「
正
し
い
道
は
唯
だ
一
つ
だ
け
で
す
。
ど
う
し
て
多
く
を
取
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
仏
教
や
老
荘
の

説
も
、
支
持
す
る
だ
け
の
理
由
は
あ
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
物
は
最
初
は
空
虚
で
あ
る
も
の
が
後
で
は
充
実
し
て
き
ま
す
し
、
最
初
は
虚

無
で
あ
る
も
の
が
後
で
は
実
在
し
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
空
や
無
を
万
物
の
根
源
と
み
な
す
こ
と
も
、
〔
一
概
に
〕
間
違
い
と
は
一
一
一
一
え

な
い
の
で
す
」
と
。

6 

（

6｝
 

西
士
が
言
っ
た
、
「
〔
『
論
誼
巴
に
あ
る
よ
う
に
、
〕
高
速
な
こ
と
に
到
達
す
る
に
は
、
卑
近
な
こ
と
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
根
本
で
す
。
こ

の
世
の
中
で
は
、
真
実
で
あ
り
実
在
す
る
も
の
が
価
値
の
高
い
も
の
で
、
空
虚
で
あ
り
実
在
し
な
い
も
の
は
価
値
の
低
い
も
の
で
す
。
万

物
の
根
源
な
る
も
の
は
、
こ
の
上
も
な
く
貴
く
価
値
の
高
い
も
の
で
す
。
空
虚
で
あ
り
実
在
し
な
い
と
い
う
価
値
の
低
い
も
の
で
、
こ
れ

に
当
て
る
こ
と
な
ど
、
ど
う
し
て
で
き
ま
し
ょ
う
。
ま
し
て
、
自
分
自
身
が
持
た
な
い
も
の
を
他
の
物
に
与
え
て
持
た
せ
る
な
ど
と
い
う



こ
と
は
、

で
き
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
乙
の
道
理
は
明
白
で
す
。
今
、
空
虚
で
あ
る
と
か
実
在
し
な
い
と
か
い
う
も
の
が
、
自
分
自
身

は
何
も
持
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
〔
他
の
物
に
〕
形
体
や
性
質
を
与
え
て
そ
の
物
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
物

は
必
ず
内
実
が
あ
っ
て
実
在
し
て
こ
そ
、
物
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。
〔
『
中
庸
』
に
あ
る
よ
う
に
、
〕
内
実
が
無
け
れ
ば
物
は
実
在
し

ま
せ
ん
。
も
し
万
物
の
根
源
が
空
虚
で
あ
っ
て
実
在
も
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
生
み
出
す
も
の
も
空
虚
で
あ
っ
て
実
在
も
し
な

い
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
世
の
人
は
、
ど
ん
な
に
優
れ
た
能
力
を
持
っ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
無
い
も
の
を
有
る
も
の
と
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
の
で
す
か
ら
、
空
虚
で
実
在
し
な
い
も
の
は
、
そ
の
空
虚
や
実
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
万
物
を
真
実
か
つ
実
在
た
ら
し
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
試
し
に
物
の
存
在
原
因
に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
れ
が
空
虚
で
あ
っ
て
実
在
も
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
物

の
始
動
因
・
形
相
因
・
質
量
因
・
目
的
因
と
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
物
と
何
の
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
ょ
う

か
」
と
。

7 

中
士
が
言
っ
た
、
「
御
教
示
は
誠
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で
す
。
た
だ
、
物
は
最
初
は
実
在
し
な
い
も
の
が
後
に
は
実
在
す
る
と
い
う

の
は
、

一
理
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

『天主実義』の研究（二）

西
士
が
言
っ
た
、
「
始
ま
り
の
あ
る
物
に
つ
い
て
は
、
最
初
は
実
在
し
な
い
が
後
に
は
実
在
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
〔
し

か
し
J

始
ま
り
の
な
い
物
に
つ
い
て
は
論
外
で
す
。
始
ま
り
の
な
い
物
は
、
実
在
し
な
い
時
が
な
い
の
で
す
。
〔
で
す
か
ら
〕
最
初
は
実

在
し
な
い
な
ど
と
い
う
時
は
な
い
の
で
す
。
殊
更
分
け
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
は
、
最
初
は
実
在
し
な
い
が
後
に
は
実
在
す
る
、

と
一
言
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
〔
し
か
し
、
〕
も
し
全
体
と
し
て
言
う
な
ら
ば
誤
り
で
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人
が
生
ま
れ
る
前
に
は
確
か
に

そ
の
人
は
存
在
せ
ず
、
生
ま
れ
て
始
め
て
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
人
が
生
ま
れ
る
前
に
、
そ
の
人
の
親
は

存
在
し
て
そ
の
人
を
生
ん
で
お
り
、
世
の
中
の
物
す
べ
て
そ
う
で
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く
何
物
も
存
在
し
て
い
な
い
最
初
の
時

8 に
お
い
て
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
天
主
が
そ
の
始
源
を
聞
い
た
の
で
す
」
と
。

（

9）
 

中
士
が
言
っ
た
、
「
人
は
誰
で
も
是
非
を
判
断
す
る
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
乙
の

〔
天
主
が
万
物
の
始
源
を
聞
い
た
と
い
う
〕
道
理

9 

／＼、

五



八
六

（叩）

を
悟
ら
な
い
の
は
、
本
心
を
失
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
〔
で
す
か
ら
〕
誰
が
そ
の
で
た
ら
め
〔
な
説
な
ど
〕
に
従
い
ま
し
ょ
う
か
。
も

し
空
虚
で
実
在
し
な
い
と
い
う
も
の
が
、
人
間
で
も
な
く
、
霊
妙
な
存
在
で
も
な
く
、
心
性
や
知
覚
も
な
く
、
知
性
や
徳
性
も
備
え
ず
、

誉
め
ら
れ
る
べ
き
善
を
一
つ
も
持
た
な
い
な
ら
ば
、
〔
そ
れ
は
〕
価
値
の
低
い
草
や
芥
の
よ
う
な
も
の
で
す
ら
比
べ
よ
う
も
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
万
物
の
根
本
と
言
う
の
は
、
実
に
道
理
に
議
る
こ
と
で
す
。
た
だ
、
私
が
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
空
虚
で
実
在

し
な
い
も
の
は
、
本
当
に
空
虚
で
実
在
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
形
や
声
の
な
い
霊
妙
な
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

（日）

か
ら
、
〔
あ
な
た
の
説
か
れ
る
〕
天
主
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

10 

西
士
が
言
っ
た
、
「
こ
れ
は
道
理
を
ね
じ
曲
げ
る
言
い
方
で
す
。
ど
う
か
、
そ
れ
を
天
主
と
説
く
こ
と
は
し
な
い
で
下
さ
い
。
そ
も

そ
も
情
性
や
知
性
や
徳
性
を
備
え
た
霊
妙
な
存
在
は
、
我
々
の
よ
う
な
形
体
を
持
っ
た
種
類
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
精
妙
で
高

貴
な
も
の
で
、
そ
の
道
理
は
、
は
る
か
に
真
実
な
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
形
体
を
持
た
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に
空
虚

（ロ）

で
実
在
し
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
〔
仁
・
義
・
札
・
智
・
信
の
〕
五
常
の
徳
性
は
形
も
な
く
声
も
な
い
も
の
で
す
が
、

誰
が
こ
れ
を
実
在
し
な
い
と
一
－
＝
一
口
え
ま
し
ょ
う
。
形
体
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
と
実
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
天
地
ほ
ど
の
聞
き
が

あ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
乙
と
を
説
か
れ
る
と
、
世
の
中
に
対
し
て

〔
道
理
を
〕
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
ま
す

ま
す
〔
人
々
を
〕
惑
わ
せ
る
乙
と
に
な
り
ま
す
」
と
。

11 

中
士
が
言
っ
た
、
「
儒
教
で
〔
万
物
の
根
源
を
指
し
て
〕
太
極
と
言
う
の
は
正
し
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

西
士
が
言
っ
た
、
「
私
は
〔
人
生
の
〕
後
半
に
な
っ
て
中
国
に
来
ま
し
た
が
、
古
来
の
経
書
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
る

つ

つ

（

M）

つ
も
り
で
す
。
古
代
の
君
子
が
天
地
の
〔
主
宰
者
で
あ
る
〕
上
帝
を
恭
し
み
敬
っ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
太
極
を
噂
び

12 
〔
こ
れ
に
〕
仕
え
た
な
ど
と
い
う
の
は
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
太
極
が
上
帝
や
万
物
の
始
祖
で
あ
る
な
ら
ば
、
古
代
の
聖
人

は
ど
う
し
て
そ
の
こ
と
を
秘
密
に
し
た
で
し
ょ
う
か
」
と
。

13 

中
士
が
言
っ
た
、
「
古
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
道
理
は
確
か
に
存
在
し
た
の
で
す
。
た
だ
そ
の



図
や
解
説
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
す
」
と
。

西
士
が
言
っ
た
、
「
そ
も
そ
も
言
葉
と
道
理
は
一
致
す
る
も
の
で
、
君
子
は
こ
れ
に
逆
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
太
極
の
解
説
（
「
太

は
、
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
は
一
言
ロ
い
難
い
と
思
い
ま
す
。
あ
の
「
無
極
に
し
て
太
極
」
の
図
を
見
ま
す
と
、
〔
そ
れ
は
〕
陰

14 極
図
説
」
）

と
陽
と
い
う
形
を
取
り
上
げ
て
表
現
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
形
な
ど
一
体
ど
こ
に
存
在
し
ま
し
ょ
う
。
太
極
が
天
地

を
生
み
な
す
実
体
で
は
な
い
こ
と
が
よ
く
解
り
ま
す
。
天
主
の
道
理
は
、
古
代
か
ら
今
日
ま
で
確
実
に
伝
わ
り
、
完
壁
で
遺
漏
が
あ
り
ま

や
は
り
そ
の
道
理
の
拠
り
所
を
示
さ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

ま
し
て
〔
太
極
と
い
う
〕
形
体
も
な
く
拠
り
所
と
す
べ
き
道
理
も
な
い
も
の
で
は
、
ど
の
よ
う
〔
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
〕
で
し
ょ
う

せ
ん
が
、
こ
れ
を
書
物
に
著
し
て
他
の
国
に
伝
え
よ
う
と
思
う
と
、

か
」
と
。

15 

中
士
が
言
っ
た
、
「
太
極
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
理
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
完
全
な
道
理
を
道
理
の
な
い
も
の
と
み
な
す
な
ら

ぱ

一
体
ど
ん
な
道
理
が
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

16 

西
士
が
言
っ
た
、
「
あ
あ
、
他
の
物
の
あ
り
方
が
道
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
道
理
に
基
い
た
議
論
に
よ
っ
て
こ
れ
を

正
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
〔
し
か
し
、
〕

も
し
道
理
そ
の
も
の
が
、
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
確
立
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て

こ
れ
を
道
理
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
で
は
、
私
は
先
ず
万
物
を
分
類
し
て
、
道
理
な
る
も
の
を
本
来
の
所
に
位
置
付
け
、
そ

I天主実義』の研究（二）

の
あ
と
で
、
太
極
の
説
が
万
物
の
根
源
〔
を
説
明
し
た
も
の
〕

で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
万
物
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
と
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
と
で
す
。
他
の

も
の
に
依
存
し
て
そ
の
も
の
と
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
例
え
ば
天
地
や
鬼
神
や
人
問
、
動
物

や
植
物
や
鉱
物
、
四
元
素
（
火
・
土
・
空
気
・
水
）
の
よ
う
な
も
の
が
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
前
者
に
属
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
自
体
で

依
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
く
、
他
の
も
の
に
依
存
し
て
そ
の
も
の
と
な
る
も
の
、
例
え
ば
五
つ
の
徳
（
仁
・
義
・
礼
・
智
・

信
）
、
五
つ
の
色
（
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
）
、
五
つ
の
音
（
宮
・
商
・
角
・
微
・
羽
）
、
五
つ
の
昧
（
辛
・
酸
・
麟
・
苦
・
甘
）
、
七
つ
の

J¥ 
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情
（
喜
・
怒
・
哀
・
楽
・
愛
・
悪
・
欲
）

（初）

の
よ
う
な
も
の
が
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
後
者
に
属
す
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
「
白
い
馬
」

と
い
う
こ
と
で
見
る
な
ら
ば
、
「
白
い
」
と
言
い
、
「
馬
」
と
一
一
一
一
口
い
ま
す
が
、
「
馬
」
は
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
白
い
」
は

他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
で
す
。
「
白
い
」
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
も
「
馬
」
は
〔
そ
れ
自
体
と
し
て
〕
や
は
り
存
在
し
ま

す
。
〔
し
か
し
、
〕
も
し
「
馬
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
〔
馬
が
〕
「
白
い
」
と
い
う
こ
と
と
は
決
し
て
存
在
し
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
〔
「
白

い
」
は
〕
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
な
の
で
す
。

こ
の
二
種
類
を
比
べ
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
は
先
に
あ
り
、
価
値
の
高
い
も
の
で
す
。
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存

在
す
る
も
の
は
後
に
あ
り
、
価
値
の
低
い
も
の
で
す
。
あ
る
物
の
全
体
で
言
え
ば
、
そ
れ
自
体
で
依
存
す
る
も
の
は
一
種
類
だ
け
で
す
が
、

他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
と
、
数
え
あ
げ
る
と
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
一
人
の
人
聞
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
人

の
身
体
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
人
の
感
情
や
音
声
、
容
貌
や
態
度
、
道
徳
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、

つ
ま
り
身
体
〕
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
で
、
そ
の
種
類
は
非
常
に
沢
山
あ
り
ま
す
。

す
べ
て
他
の
も
の
〔
、

〔
さ
て
、
〕
太
極
と
い
う
も
の
は
、
理
な
る
も
の

〔
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
〕
に
よ
っ
て
説
明
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
天
地
万
物
の
根

や
は
り
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
種
類
の
も
の
で
、
そ
れ
自
体
で
存
在

源
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
理
と
い
う
も
の
は
、

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
他
の
も
の
を
存
在
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
中
国
の
学
者
や
文
人
が
理
を
説
明

す
る
際
に
は
、
〔
理
に
は
〕
二
つ
の
面
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
だ
け
で
す
。
人
の
心
に
あ
る
場
合
と
事
物
に
あ
る
場
合
と
で
す
。
事
物
の

あ
り
方
が
人
の
心
に
あ
り
理
と
合
致
し
て
い
て
乙
そ
、
そ
の
事
物
は
真
実
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
の
心
が
事
物
に
あ
る
理

い
た

を
窮
明
し
て
、
知
識
を
十
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
「
物
に
格
る
」
（
事
物
の
理
に
窮
め
至
る
）
と
一
言
う
の

で
す
。
こ
の
両
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
理
は
言
う
ま
で
も
な
く
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
で
、
ど
う
し
て
万
物
の
根
源
で
あ

り
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の

〔
人
の
心
に
あ
る
理
と
事
物
に
あ
る
理
と
い
う
〕
二
つ
の
も
の
は
、
ど
ち
ら
も
物
〔
の
存
在
〕

の
後
に
あ
る
も
の

で
、
後
の
も
の
が
先
の
も
の
の
根
源
と
な
る
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
り
ま
し
ょ
う
。



ま
た
、
〔
太
極
説
を
主
張
す
る
〕
人
々
は
、
何
物
も
存
在
し
な
い
原
初
の
時
、
理
は
確
か
に
存
在
し
た
と
説
き
ま
す
。
〔
そ
れ
で
は
、
〕

そ
も
そ
も
理
は
ど
こ
に
存
在
し
、
何
に
属
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
を
す
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
で
存
在

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
の
も
の
が
依
存
す
べ
き
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
他
の
も
の
に
依
存
し

て
存
在
す
る
も
の
は
決
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
も
し
空
虚
な
る
も
の
に
依
存
す
る
だ
け
だ
と
言
う
な
ら
ば
、
恐
ら
く
空
虚

な
る
も
の
は
依
存
す
る
に
は
不
十
分
な
も
の
で
、
理
は
必
ず
や
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
で
は
、
質
問
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
〔
天
地

ば
ん
ニ

を
創
造
し
た
と
い
う
〕
盤
古
が
存
在
す
る
前
に
理
が
存
在
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
〔
理
は
〕
物
を
生
み
出
す
よ
う
に
活
動
せ
ず
に
、

じ
っ
と
し
て
い
た
の
で
す
か
。
そ
の
あ
と
、
誰
か
が
理
を
刺
激
し
て
活
動
さ
せ
た
の
で
す
か
。
〔
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
〕
理
は
本
来
動
く
こ

と
も
止
ま
る
こ
と
も
な
い
も
の
で
、
自
分
で
活
動
す
る
こ
と
な
ど
な
い
は
ず
で
す
か
ら
。
も
し
昔
は
物
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

の
ち
に
物
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
の
だ
と
言
う
な
ら
ば
、
理
は
一
体
意
志
を
持
つ
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
物
を
生
み
出

し
た
い
と
思
っ
た
り
、
物
を
生
み
出
し
た
く
な
い
と
思
っ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。

の
根
源
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
た
r，】，－、

モ物
す克己
Lー、，

と理
。プ】芯

存
在
し
な
け
れ
』ま

そ
の
物
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
周
癖
渓
先
生
は
、
理
を
万
物

17 

中
士
が
言
っ
た
、
「
そ
の

18 

西
士
が
言
っ
た
、
「
子
供
が
い
な
け
れ
ば
、
父
親
〔
と
い
う
も
の
〕

は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
子
供
は
父
親
の
根
源
で
あ
る
と
誰
が
言

『天主実義』の研究（二）

え
ま
し
ょ
う
か
。
相
手
が
あ
っ
て
始
め
て
存
在
す
る
も
の
の
あ
り
方
は
常
に
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
互
い
に
相
手
に
よ
っ
て
存
在
し
た
り

存
在
し
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
君
主
が
い
れ
ば
臣
下
が
お
り
、
君
主
が
い
な
け
れ
ば
臣
下
は
お
り
ま
せ
ん
。
物
が
あ
れ
ば
、
〔
そ

の
〕
物
の
理
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
物
が
実
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
の

〔
物
の
〕
理
も
実
在
し
ま
せ
ん
。
も
し
空
虚
な
理
を
物
の
根
源
だ
と
す

る
な
ら
ば
、
仏
教
や
老
荘
の
考
え
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
考
え
で
仏
教
や
老
荘
を
攻
撃
す
る
の
は
、
燕
の
国

に
よ
っ
て
燕
の
国
を
討
伐
し
た
り
、
動
乱
の
代
わ
り
に
動
乱
を
起
こ
す
よ
う
な
も
の
〔
で
、
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
〕
で
す
。

今
こ
こ
に
実
在
す
る
理
が
物
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
ど
う
し
て
昔
、
空
虚
な
理
が
物
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
で
し
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ょ
う
か
。
例
え
ば
、
今
こ
こ
に
車
大
工
が
い
て
、
そ
の
心
に
車
の
理
（
構
造
や
原
理
）
が
傭
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
一
台
の
車
を
た

の
こ
ぎ
り

だ
ち
に
造
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
材
料
で
あ
る
樹
木
や
道
具
で
あ
る
斧
や
鋸
、
〔
そ
れ
に
〕
大
工
の
技
術
を
必
要
と
し
て
始
め

て
車
が
で
き
上
が
る
の
で
し
ょ
う
か
。
原
初
に
お
い
て
は
広
大
な
天
地
を
も
造
る
こ
と
が
で
き
た
霊
妙
な
力
が
、
ど
う
し
て
今
は
衰
微
し

て
、
小
さ
な
一
台
の
車
を
も
造
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。

問
中
士
が
言
っ
た
、
「
私
は
〔
こ
の
よ
う
に
〕
聞
い
て
お
り
ま
す
。
理
は
先
ず
陰
陽
・
五
行
を
生
じ
、
そ
の
あ
と
で
天
地
万
物
を
造
化

（お）

し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
物
を
生
み
出
す
に
は
順
序
が
あ
る
の
で
す
。
瞬
時
に
車
を
造
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
警
え
が
適
当
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
。

の
理
〔
で
あ
る
太
極
〕
が
動
い

た
り
止
ま
っ
た
り
す
る
時
に
陰
陽
五
行
を
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
今
こ
こ
に
車
の
理
が
備
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う

西
士
が
言
っ
た
、
「
そ
れ
で
は
、
あ
な
た
に
質
問
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
陰
陽
五
行
〔
を
司
る
所
〕

20 し
て

〔
そ
の
理
が
〕
活
動
し
て
一
台
の
車
を
も
造
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
理
が
普
遍
的
に
存
在
し
、
意
志
を

持
た
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
発
動
し
始
め
た
ら
そ
の
ま
ま
決
し
て
止
ま
る
こ
と
の
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
〔
そ
れ
な

の
に
〕

ど
う
し
て
今
こ
こ
に
陰
陽
五
行
を
生
じ
な
い
の
で
す
か
。
誰
が
そ
れ
を
妨
げ
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
、
物
と
い
う
言
葉
は
、
す
べ

て
実
在
す
る
も
の
の
総
称
で
、
す
べ
て
の
も
の
は
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
〔
と
こ
ろ
で
〕
「
太
極
図
」
の
註
に
、
「
理
は
物
で
は
な

い
」
と
あ
り
ま
す
。
物
は
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て
物
と
言
い
ま
す
。
あ
る
物
は
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、

〔
ま
た
〕
あ
る
物
は
、
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
で
す
。
あ
る
物
は
形
体
を
持
ち
ま
す
が
、
〔
ま
た
〕
あ
る
物
は
形
体
を
持
ち

ま
せ
ん
。
理
が
形
体
を
持
つ
種
類
の
物
で
な
い
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
形
体
を
持
た
な
い
種
類
の
物
で
は
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

更
に
お
尋
ね
し
ま
し
ょ
う
。
理
は
霊
妙
な
知
性
で
し
ょ
う
か
。
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
霊
妙
な
知
性
で
あ

｛
お
『り

、
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
鬼
神
の
種
類
に
属
す
る
も
の
で
、
ど
う
し
て
太
極
と
か
理
と
か
言
い
ま
し
ょ

ぅ
。
〔
ま
た
〕
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
上
帝
や
鬼
神
や
人
間
の
霊
妙
な
知
性
は
、
誰
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
理
な
る



も
の
は
、
自
分
に
な
い
も
の
を
他
の
物
に
そ
の
属
性
と
し
て
与
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
理
が
霊
妙
さ
や
知
性
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、

霊
妙
さ
や
知
性
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
天
地
の
間
に
あ
る
も
の
を
観
察
し
て
み
て
下
さ
い
。
霊
妙
な
も
の
だ
け
が
霊
妙
な
も

の
を
生
み
出
し
、
知
性
を
持
っ
た
も
の
だ
け
が
知
性
を
持
っ
た
も
の
を
生
み
だ
す
の
で
す
。
霊
妙
な
知
性
を
持
っ
た
も
の
か
ら
持
た
な
い

も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
乙
と
は
あ
り
ま
す
が
、
霊
妙
な
知
性
を
持
た
な
い
も
の
か
ら
持
つ
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
な
ど
と
は
、
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
は
決
し
て
母
親
を
越
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。
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中
士
が
言
っ
た
、
「
霊
妙
な
知
性
は
、

そ
れ
を
持
つ
も
の
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
理
を
指
す
の
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
よ
く
解
り
ま
し
た
。
た
だ
、
理
が
活
動
し
て
陽
〔
の
気
〕
を
生
じ
る
、

そ
の
陽
〔
の
気
〕
こ
そ
が
自
然
の
霊
妙
な
知
性
で
あ

る
、
と
い
う
の
は
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

ら
ち

西
土
が
言
っ
た
、
「
堂
々
巡
り
の
議
論
で
、
こ
れ
で
は
持
が
あ
き
ま
せ
ん
。
こ
ち
ら
か
ら
も
お
尋
ね
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
陽
〔
の
気
〕

22 な
る
も
の
は
、
何
か
ら
霊
妙
な
知
性
を
得
た
の
で
す
か
。
こ
れ
は
自
然
の
道
理
か
ら
大
い
に
外
れ
る
も
の
で
す
」
と
。

n
中
士
が
言
っ
た
、
「
先
生
は
、
天
主
は
形
も
な
く
声
も
な
く
、
し
か
も
万
物
に
形
や
声
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

す
が
、
〔
そ
れ
な
ら
ば
〕
太
極
が
霊
妙
な
知
性
を
持
た
な
く
て
も
、
物
に
霊
妙
な
知
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
に
何
の
問

題
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

『天主実義』の研究（二）

西
士
が
言
っ
た
、
「
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
形
や
声
を
持
た
な
い
も
の
は
精
密
で
高
等
な
も
の
で
あ
り
、
形
や
声
を
持
つ
も
の
は
粗
雑

で
下
等
な
も
の
で
す
。
精
密
で
高
等
な
も
の
が
粗
雑
で
下
等
な
も
の
に
〔
何
か
を
〕
与
え
る
と
い
う
の
は
、
分
に
過
ぎ
た
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
霊
妙
な
知
性
を
持
た
な
い
粗
雑
で
下
等
な
も
の
が
、
霊
妙
な
知
性
を
持
つ
精
密
で
高
等
な
も
の
に
〔
何
か
を
〕
与
え
る
と
い

は
る
か
に
そ
の
分
に
過
ぎ
た
〔
、
あ
り
え
な
い
〕
こ
と
で
す
。
更
に
上
位
の
も
の
が
下
位
の
も
の
を
含
む
と
言
う
場
合
、
三
つ

一
丈
が
十
尺
の
全
体
を
、
一
尺
が
十
寸
の
全

24 う
の
は
、

一
つ
は
、
下
位
の
も
の
の
全
体
を
完
全
に
包
括
す
る
こ
と
で
、

体
を
載
せ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
す
。
二
つ
は
、
下
位
の
も
の
の
性
質
を
融
合
的
に
包
括
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
魂
が
動
物
の
魂

の
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

九
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や
植
物
の
魂
を
包
括
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
す
。
三
つ
は
、
下
位
の
も
の
の
特
性
を
純
粋
に
包
括
す
る
こ
と
で
、
天
主
が
万
物

の
徳
性
を
含
有
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
す
。

そ
も
そ
も
天
主
の
徳
性
は
、
こ
の
上
も
な
く
立
派
で
麗
し
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
心
で
推
し
測
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
他
の
い

か
な
る
物
に
よ
っ
て
も
比
較
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
今
か
り
に
こ
れ
を
警
え
る
な
ら
ば
、

一
枚
の
金
貨
が
十
枚
の

銀
貨
や
千
枚
の
銅
貨
の
価
値
を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
金
の
性
質
は
非
常
に
精
純
で
、
銀
や
銅
と
は
非
常
に
異

な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、

そ
の
価
値
が
こ
の
よ
う
に
何
倍
も
す
る
の
で
す
。
天
主
の
徳
性
は
、
万
物
の
性
質
を

ま
〕
明
確
に
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
精
純
な
特
性
の
中
に
諸
々
の
道
理
と
あ
ら
ゆ
る
物
の
性
質
を
包
み
込
ん
で
お

〔
そ
の
ま

り
、
す
べ
て
の
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
〔
で
す
か
ら
、
天
主
は
〕
形
や
声
を
持
ち
ま
せ
ん
が
、
万
物
万
象
を
創
造
す
る
の
に
何

ら
困
難
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

〔
と
こ
ろ
が
、
〕
理
と
い
う
も
の
は
、
天
主
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
他
の
も
の
に
依
存
し
て
存
在
す
る
種
類
の
も
の

で
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
霊
妙
な
知
性
を
持
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
と
な
り
え
ま
し
ょ

ぅ
。
理
は
人
間
よ
り
下
級
の
存
在
で
、
理
は
物
の
た
め
に
存
在
し
ま
す
が
、
物
は
理
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

（幻）

か
ら
孔
子
は
、
『
人
が
道
を
弘
め
る
の
で
あ
っ
て
、
道
が
人
を
弘
め
る
の
で
は
な
い
』
と
説
い
て
い
ま
す
。
も
し
あ
な
た
が
、
『
理
は
万
物

の
霊
妙
さ
を
持
っ
て
お
り
、
万
物
を
創
造
す
る
」
と
説
か
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
天
主
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
理
と
か
太
極
と
か
一
言

う
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

25 

（お）

中
士
が
言
っ
た
、
「
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
孔
子
が
〔
『
易
経
』
繋
辞
伝
の
中
で
〕
太
極
を
お
説
き
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う

意
味
で
す
か
」
と
。

26 

西
士
が
言
っ
た
、
「
万
物
を
創
造
す
る
功
績
は
盛
大
な
も
の
で
す
。
そ
の
中
に
は
当
然
中
枢
と
な
る
も
の
が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
〔
あ
く
ま
で
も
〕
天
主
が
立
て
た
も
の
で
す
。
そ
れ
以
上
根
源
の
な
い
最
根
源
者
は
、
理
と
か
太
極
と
か
で
こ
れ
に
当
て
る
こ
と



『天主実義』の研究（二）

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
太
極
の
道
理
に
つ
い
て
は
、
従
来
詳
細
な
議
論
が
あ
り
、
私
も
か
つ
て
読
み
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

見
解
を
こ
と
細
か
に
述
べ
る
こ
と
は
控
え
ま
し
ょ
う
。
他
の
書
物
で
そ
の
要
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
か
ら
」
と
。

中
士
が
言
っ
た
、
「
吾
が
国
で
は
古
代
か
ら
今
日
ま
で
、
君
主
も
臣
下
も
専
ら
天
地
を
尊
ぶ
も
の
と
理
解
し
て
、
天
地
を
父
母
の
よ

（鈎）

う
に
敬
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
〔
天
子
は
〕
郊
杜
の
札
を
も
っ
て
天
地
を
紀
る
の
で
す
。
天
地
が
生
み
出
さ
れ
る
太
極
に
つ
い
て
言

〔
の
と
同
じ
〕
こ
と
で
す
。
古
代
の
聖
人
や
帝
王
・
臣
下
の
杷
り
で
は
、
最
初
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
だ

27 え
ば
、
世
間
で
亡
き
父
母
を
尊
ぶ

っ
た
の
で
す
が
、
今
日
で
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
太
極
に
つ
い
て
の
解
釈
が
正
し
く
な
い
こ
と
が
解
り
ま
す
。
先

生
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
非
常
に
詳
し
く
説
明
を
さ
れ
ま
し
た
。
古
代
の
聖
人
や
賢
人
と
何
ら
異
な
る
考
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

泊
西
土
が
言
っ
た
、
「
し
か
し
、
天
地
を
尊
ぶ
と
い
う
考
え
方
も
、
納
得
し
難
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
最
も
尊
い
も
の
は
唯

だ
一
つ
で
、
二
つ
と
は
な
い
も
の
で
す
。
天
と
言
い
地
と
言
う
と
、
こ
れ
は
二
つ
の
も
の
で
す
。
我
々
の
国
で
言
う
天
主
と
は
中
国
語
の

（初）

上
帝
で
あ
り
、
土
で
造
る
玄
帝
や
玉
皇
と
い
っ
た
道
教
の
像
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
武
当
山
に
棲
ん
で
修
業
を
し
た
者
に

過
ぎ
ず
、
人
間
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
人
聞
が
天
の
帝
皇
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
我
々
の
天
主
は
、
〔
中
国
〕
古
代
の

経
書
で
上
帝
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
『
中
庸
』
で
は
、
『
郊
社
の
杷
り
を
行
な
っ
て
上
帝
に
仕
え
る
』
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
引
用

し
て
お
り
、
朱
子
の
註
釈
に
は
『
后
土
に
仕
え
る
と
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
文
章
を
省
略
し
た
も
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
。
〔
し
か
し
、
〕
よ

く
考
え
て
み
ま
す
に
、
孔
子
は
〔
仕
え
る
べ
き
も
の
は
〕

一
つ
で
あ
っ
て
二
つ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、

文
章
を
省
略
し
た
と
い
う
・
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
経
書
の
中
で
、
上
帝
に
言
及
し
た
文
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
。
〕

金
問
晶
芭

『
詩
経
』
周
煩
に
は
、
『
自
強
の
道
を
執
り
守
ら
れ
た
武
王
、
そ
の
功
業
は
強
き
も
の
。
成
王
と
康
王
の
徳
が
顕
ら
か
に
さ
れ
、
上
帝

は
こ
れ
を
君
主
と
さ
れ
た
』
と
あ
り
ま
す
。

同
じ
く
『
詩
経
』
周
煩
に
は
、
「
あ
あ
見
事
な
小
麦
と
大
麦
、
大
い
に
〔
上
帝
の
〕
明
徳
の
賜
物
を
受
け
て
い
る
。
明
徳
は
上
帝
に
よ

｛お）

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
』
と
あ
り
ま
す
。

九
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四

『
詩
経
』
商
頒
に
は
、
『
恭
し
く
優
れ
た
徳
は
日
々
に
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
徳
は
天
に
ま
で
至
っ
て
止
む
こ
と
が
な
い
。
上
帝
を
謹
し

み
敬
う
』
と
あ
り
ま
す
。

（お）

『
詩
経
』
大
雅
に
は
、
『
文
王
陛
下
は
謹
し
み
深
く
、
恭
し
く
上
帝
に
お
仕
え
す
る
』
と
あ
り
ま
す
。

（お）

『
易
経
』
説
卦
伝
に
は
、
『
上
帝
は
震
の
卦
（
東
方
）
か
ら
〔
万
物
を
〕
生
み
出
す
』
と
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
『
上
帝
』
と
い
う
の

は
、
天
空
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
空
は
八
方
向
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
一
つ
の
方
角
か
ら
〔
万
物
を
〕
生
み
出
す
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
。

『
礼
記
』
月
令
に
は
、
『
五
つ
の
供
え
物
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
上
帝
は
乙
れ
を
受
け
る
』
と
あ
り
ま
す
。

『
礼
記
』
表
記
に
は
、
『
天
子
自
ら
耕
し
、
楽
（
き
び
）
を
器
に
盛
り
、
桓
（
く
ろ
き
び
）
と
盟
（
香
り
草
）
と
で
造
っ
た
神
酒
を
上

帝
に
奉
る
」
と
あ
り
ま
す
。

わ

れ

（

却

｝

『
書
経
』
湯
誓
に
は
、
『
夏
の
祭
王
は
罪
を
犯
し
た
。
予
は
上
帝
を
農
れ
、
自
ら
を
正
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
』
と
あ
り
ま
す
。

『
書
経
』
湯
詰
に
は
、
『
大
い
な
る
上
帝
は
、
誠
の
心
を
人
々
に
降
し
、
不
変
の
徳
性
に
従
っ
て
、
そ
の
道
を
安
ん
じ
ら
れ
る
。
君
主

で
あ
ら
れ
る
』
と
あ
り
ま
す
。

『
書
経
』
金
牒
に
は
周
公
の
一
一
一
葉
と
し
て
、
『
汝
は
上
帝
の
宮
廷
か
ら
命
を
受
け
て
〔
天
子
と
な
り
〕
、
そ
の
徳
教
を
天
下
に
行
き
わ
た

ら
せ
、
〔
人
々
を
〕
助
け
な
さ
い
』
と
あ
り
ま
す
。
上
帝
に
宮
廷
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
天
空
が
上
帝
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま

す

〔
以
上
の
よ
う
に
〕
古
代
の
書
物
を
あ
れ
こ
れ
見
ま
す
と
、
上
帝
と
天
主
と
は
名
称
が
異
な
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
す
」
と
。

中
士
が
言
っ
た
、
「
世
間
の
人
々
は
古
代
の
物
が
好
き
で
す
が
、
古
代
の
器
物
や
文
章
を
愛
好
す
る
だ
け
で
、
先
生
の
よ
う
に
古
代

の
〔
書
物
に
書
か
れ
て
い
る
〕
道
理
に
依
拠
し
て
人
々
を
教
え
導
き
、
古
代
の
〔
人
々
が
説
い
た
〕
真
理
を
復
元
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
解
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
代
の
書
物
は
大
抵
天
を
尊
い
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ

29 



で
、
朱
子
の
註
釈
で
は
『
帝
』
を
天
と
解
釈
し
、
『
天
は
理
に
他
な
ら
な
い
』
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
程
子
は
更
に
詳
し
く
、
『
形
体
の
面

か
ら
は
天
と
言
い
、
主
宰
の
面
か
ら
は
帝
と
言
い
、
性
情
の
面
か
ら
は
乾
と
言
う
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
『
天
地
を
崇
敬

す
る
』
と
説
く
の
で
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
。
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西
士
が
言
っ
た
、
「
よ
く
よ
く
お
考
え
下
さ
い
。
も
し
上
帝
を
天
と
い
う
こ
と
で
解
釈
し
て
よ
い
と
し
ま
す
。
天
は
一
つ
の
広
大
な

も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
理
か
ら
言
っ
て
万
物
の
主
宰
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
詳
し
く
述
べ
た
通
り
で
す
。
上
帝
と
い
う
名

称
は
非
常
に
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
〔
あ
れ
こ
れ
と
〕
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、

で
た
ら
め
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
よ
う
か
。
青
々
と
し
て
形
体
を
持
っ
た
天
は
、
九
層
に
分
か
れ
ま
す
。
ど
う
し
て
唯
一
の
尊
い
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
上
帝
は
形

体
を
求
め
て
も
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て

〔
程
子
が
言
う
よ
う
に
〕
形
体
の
面
か
ら
〔
天
と
〕
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
天
の
形
は
円
く
、

九
層
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
東
で
あ
っ
た
り
西
で
あ
っ
た
り
し
、
頭
も
腹
も
手
も
足
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
鬼
神
と
一
緒
の
生
き
た
体
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
と
お
か
し
な
怪
し
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
し
て
鬼
神
は
形
体
を
持
た
な
い
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
最
も

〔
上
帝
と
い
う
〕

も
の
だ
け
が
、
形
体
を
持
ち
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
人
間
の
道
理
を
論
ず
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ば
か

尊
い
神
妙
な
る

り
か
、
天
体
現
象
や
万
物
各
種
の
本
性
や
道
理
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
天
空
が
尊
ぶ
べ
き
も
の
で
な
い
以
上
、
人
々
が
踏
み
付

け
に
し
、
汚
れ
腐
っ
た
も
の
が
戻
っ
て
い
く
大
地
が
、
ど
う
し
て
尊
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
え
ま
し
ょ
う
。

『天主実義』の研究（二）

要
す
る
に
、

一
な
る
天
主
だ
け
が
天
地
万
物
を
創
造
し
、
人
類
を
養
い
守
る
の
で
す
。
宇
宙
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
我
々
を
養

っ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
〔
で
す
か
ら
、
我
々
は
〕
天
地
万
物
か
ら
受
け
た
恩
恵
の
根
本
〔
で
あ
る
天
主
〕
に
感
謝
し
、
心
か
ら
崇
敬
す

べ
き
で
す
。
こ
の
恩
恵
の
大
本
で
あ
る
主
人
を
棄
て
て
、
逆
に
自
分
の
た
め
に
働
い
て
い
る
者
に
仕
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

中
士
が
言
っ
た
、
「
本
当
に
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
に
は
ね
じ
け
た
心
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ

31 も
誰
で
も
頭
を
上
げ
て
天
を
仰
ぐ
な
ら
ば
、
必
ず
天
を
崇
拝
す
る
も
の
と
納
得
し
ま
す
」
と
。
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西
土
が
言
っ
た
、
「
世
の
中
に
は
、
智
者
と
愚
者
の
違
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
ま
す
。
中
国
は
大
国
で
、
確
か
に
智
者

九
五
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が
い
ま
す
け
れ
ど
、
愚
者
も
や
は
り
存
在
し
ま
す
。
〔
彼
ら
は
目
で
視
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
存
在
す
る
と
言
い
、
目
で
視
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
を
存
在
し
な
い
と
言
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
目
に
見
え
る
天
地
に
仕
え
る
と
心
得
て
い
る
だ
け
で
、
天
地
の
主
宰
者
が
存

在
す
る
こ
と
を
一
向
に
知
り
ま
せ
ん
。
遠
く
か
ら
や
っ
て
来
て
長
安
に
着
い
た
ば
か
り
の
人
が
、
道
す
が
ら
高
く
準
え
立
っ
て
い
る
王
宮

や
御
殿
を
見
て
は
驚
き
拝
礼
し
て
、
『
吾
が
君
を
拝
し
奉
る
』
と
言
い
ま
す
。
今
、
天
地
を
崇
敬
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
概
ね
こ
の

宮
殿
を
拝
礼
す
る
の
と
同
じ
で
す
。
智
者
は
隠
れ
て
い
る
も
の
を
推
測
し
、
天
が
高
く
地
が
広
い
形
を
見
て
は
、
天
地
の
聞
を
主
宰
す
る

天
主
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
至
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
心
を
慎
し
み
正
し
て
は
天
〔
地
〕
に
先
立
つ
無
形
の
存
在
〔
す
な
わ
ち

天
主
〕
を
尊
ぶ
の
で
す
。

一
体
誰
が
あ
の
青
々
と
し
た
天
空
を
指
し
て
、
こ
れ
を
崇
敬
し
ま
し
ょ
う
か
。
天
子
が
天
地
と
自
称
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
言
い
回
し
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
府
や
県
を
治
め
る
者
が
、
属
す
る
府
や
県
の
名
称
で
も
っ
て
自
称
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
南

昌
府
の
太
守
は
南
昌
府
と
自
称
し
、
南
昌
県
の
大
手
は
南
昌
県
と
自
称
し
ま
す
。
〔
そ
の
よ
う
に
天
子
が
〕
天
地
の
主
宰
者
に
な
ぞ
ら
え

て
天
地
と
自
称
す
る
と
と
は
あ
り
ま
す
が
、
天
地
が
そ
の
形
体
だ
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
万
物
の
〕
根
源
で
あ
る
主
宰
者
は
実

在
し
ま
す
。
〔
し
か
し
〕
私
は
、
人
々
が
こ
の
万
物
の
根
源
で
あ
る
主
宰
者
を
誤
解
し
て
乙
れ
を
天
主
と
み
な
す
乙
と
を
憂
慮
し
て
い
ま

す

〔
で
す
か
ら
、
〕
論
議
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
」
と
。
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中
士
が
言
っ
た
、
「
御
聡
明
な
先
生
は
、
万
物
始
源
を
探
究
し
て
そ
の
実
体
を
認
識
さ
れ
た
上
に
、
そ
の
名
称
ま
で
正
確
に
把
握
し

て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
の
お
国
で
は
、
物
事
の
道
理
を
窮
め
る
の
に
、

一
時
し
の
ぎ
の
粗
雑
な
議
論
に
終
わ
ら
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
よ
く
解
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
も
胸
襟
を
聞
い
て
、
天
主
に
関
す
る
疑
い
を
遣
さ
な
い
よ
う
に
い
た

L
ま
す
。
ま
た
更
に
〔
私

は
、
〕
我
々
儒
者
が
重
要
な
事
柄
は
ぼ
ん
や
り
と
見
て
、
他
の
事
ば
か
り
を
詳
細
に
研
究
し
て
、
根
源
に
立
ち
変
え
る
学
問
を
知
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
、
大
変
深
く
憐
じ
入
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
父
母
は
私
に
こ
の
身
体
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
す
か
ら
、
孝
養
を
尽
く

（崎）

す
の
は
当
然
で
す
。
君
主
は
私
に
田
畑
・
宅
地
を
下
さ
り
、
上
は
父
母
に
仕
え
下
は
妻
子
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
敬
意
を



払
う
の
は
当
然
で
す
。
ま
し
て
、
天
主
は
大
い
な
る
父
母
で
あ
り
大
い
な
る
君
主
で
あ
り
、
祖
先
を
生
み
、
君
主
を
任
命
し
、
万
物
を
生

み
育
て
た
方
で
す
。
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
を
誤
解
し
忘
却
し
て
よ
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
お
教
え
は
尽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

他
目
、
完
結
し
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
」
と
。
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西
士
が
言
っ
た
、
「
あ
な
た
が
求
め
て
お
ら
れ
る
の
は
利
益
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
理
の
み
を
尋
ね
て
お
ら
れ
ま
す
。
大
い
な
る
父

〔
で
あ
る
天
主
〕

は
必
ず
慈
愛
を
も
っ
て
、
説
く
者
が
伝
え
る
こ
と
、
聴
く
者
が
受
け
と
る
こ
と
を
助
け
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
。
あ
な
た

が
私
に
お
尋
ね
に
な
れ
ば
、
何
で
も
お
伝
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
。

『天主実義』の研究（二）

【
注
釈
】

（l
）
『
老
子
』
第
四
十
章
に
、
「
天
下
万
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
よ
り
生
ず
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
第
一
章
に
、
「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常
の
道

に
非
ず
」
と
あ
る
。

（2
）
『
般
若
心
経
』
に
、
「
色
は
即
ち
是
れ
空
な
り
。
空
は
即
ち
是
れ
色
な
り
」
と
あ
る
。
色
と
は
感
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
現
象
を
指
す
。

（3
）
『
易
経
」
繋
辞
上
伝
に
、
「
易
に
太
極
有
り
。
是
れ
両
儀
を
生
ず
。
両
儀
は
四
象
を
生
じ
、
四
象
は
八
卦
を
生
ず
。
八
卦
は
吉
凶
を
定
め
、
吉
凶

は
大
業
を
生
ず
」
と
あ
る
。
宋
学
の
開
祖
と
さ
れ
る
北
宋
の
周
漉
渓
は
「
太
極
図
」
を
著
し
、
そ
の
解
説
で
あ
る
「
太
極
図
説
」
の
中
で
、
「
無

極
に
し
て
太
極
。
太
極
動
き
て
陽
を
生
じ
、
動
く
こ
と
極
ま
り
て
静
か
な
り
。
静
か
に
し
て
陰
を
生
ず
。
・
：
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
朱
子

の
存
在
論
の
拠
り
所
と
な
る
。
ま
た
、
『
中
庸
章
句
」
第
二
十
章
に
、
「
誠
は
天
の
道
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
を

承
け
て
周
漉
渓
は
『
通
書
』
誠
上
第
一
で
、
「
誠
は
聖
人
の
本
な
り
」
と
説
い
て
い
る
。

（4
）
仏
教
は
後
漢
の
明
帝
の
時
代
に
中
国
に
伝
来
す
る
。
天
信
一
に
派
遣
さ
れ
た
察
情
が
迦
葉
摩
騰
・
信
吾
簡
の
二
僧
と
共
に
仏
像
・
仏
経
を
携
え
て

帰
っ
た
の
が
明
帝
の
永
平
十
年
（
後
六
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（5
）
典
拠
は
未
詳
。

（6
）
原
文
に
は
、
「
上
達
は
下
学
を
以
て
基
本
と
為
す
」
と
あ
る
。
『
論
語
』
憲
問
篇
に
、
「
子
日
く
、
我
を
知
る
は
其
れ
天
か
、
と
。
子
貫
目
く
、

な

ん

す

と

が

何
為
れ
ぞ
子
を
知
る
も
の
莫
か
ら
ん
や
、
と
。
子
日
く
、
天
を
怨
み
ず
、
人
を
尤
め
ず
。
下
学
し
て
上
達
す
。
我
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
、
と
」

と
あ
る
に
よ
る
。

九
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（7
）
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
五
章
に
、
「
誠
は
物
の
終
始
な
り
。
誠
な
ら
ざ
れ
ば
物
無
し
」
と
あ
る
。
朱
子
は
、
「
天
下
の
物
は
皆
実
理
の
為
す
所
な
り
。

故
に
必
ず
是
の
理
を
得
て
然
る
後
是
の
物
有
り
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

（8
）
物
の
存
在
原
因
に
つ
い
て
は
、
首
篇
の
ロ
を
参
照
。

（9
）
原
文
に
は
、
「
人
人
、
是
非
の
心
有
り
」
と
あ
る
。
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
、
「
是
非
の
心
、
人
皆
之
れ
有
り
」
と
、
ま
た
同
公
孫
丑
上
篇
に
、

「
是
非
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

（
叩
）
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
、
「
此
れ
之
を
本
心
を
失
う
と
謂
う
」
と
あ
る
。

（
口
）
原
文
に
は
、
「
神
の
形
も
無
く
、
声
も
無
き
者
」
と
あ
る
。
『
荘
子
』
知
北
遊
篇
に
、
「
之
を
視
る
に
形
無
く
、
之
を
聴
く
に
声
無
し
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『
准
南
子
』
原
道
訓
に
、
「
形
無
き
者
は
物
の
大
祖
な
り
。
音
無
き
者
は
物
の
大
宗
な
り
」
と
あ
る
。

（
ロ
）
『
詩
経
』
大
雅
文
王
に
、
「
上
天
の
載
は
、
声
も
無
く
、
臭
も
無
し
」
と
あ
る
。

（
臼
）
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
一
五
五
二
年
生
ま
れ
で
、
中
国
に
入
っ
た
の
は
一
五
八
二
年
、
三
十
歳
の
時
で
あ
る
。
彼
が
北
京
で
亡
く
な
っ
た
の
は
、

二
ハ
一

O
年
、
五
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。

（U
）
「
上
帝
」
は
、
『
書
経
』
『
詩
経
』
『
礼
記
』
な
ど
に
頻
出
す
る
、
天
地
の
主
宰
者
の
こ
と
。
経
書
に
見
え
る
、
上
帝
に
対
す
る
崇
敬
の
表
現
は
、

本
篇
幻
の
西
土
の
発
言
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
日
）
周
滞
渓
の
「
太
極
図
」
や
「
太
極
図
説
」
に
当
た
る
も
の
を
指
す
。

（
時
）
「
無
極
而
太
極
」
は
、
周
務
渓
の
「
太
極
図
説
」
冒
頭
の
言
葉
。

（
口
）
「
太
極
」
に
対
す
る
朱
子
の
解
釈
を
承
け
る
。
『
朱
子
謡
類
』
巻
一
に
、
「
太
極
は
理
と
い
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
（
太
極
只
是
一
箇
理
字
）
、

「
太
極
は
天
地
万
物
の
理
に
他
な
ら
な
い
」
（
太
極
只
是
天
地
万
物
之
理
）
と
あ
る
。

（
時
）
原
文
で
は
、
「
自
立
の
者
有
り
、
依
頼
の
者
有
り
」
と
あ
る
。
万
物
全
般
の
分
類
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
は
、
第
三
篇
に
見
え
る
。

（
悶
）
中
国
で
は
伝
統
的
に
「
鬼
神
」
と
言
え
ば
、
死
者
の
霊
魂
及
び
天
地
の
聞
の
様
々
な
霊
妙
な
存
在
を
指
す
。

（
却
）
「
五
常
」
「
五
色
」
「
五
音
」
「
五
味
」
に
つ
い
て
は
、
首
篇
の
S
に
既
出
。

（
幻
）
こ
の
部
分
の
説
明
は
、
朱
子
の
天
理
概
念
、
格
物
致
知
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
朱
子
に
よ
っ
て
四
書
の
一
つ
と
さ
れ
た
『
大
学
』
（
元
来

は
『
礼
記
』
大
学
篇
）
の
中
に
、
「
致
知
在
格
物
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
朱
子
は
北
宋
の
程
子
の
説
を
承

い
た

け
て
、
「
知
を
致
す
は
物
に
格
る
に
在
り
」
と
訓
じ
、
「
自
己
の
知
識
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
事
物
に
内
在
す
る
天
理
を
一
つ
一
つ
窮
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
。
朱
子
は
、
『
大
学
章
句
』
中
の
所
調
格
物
補
伝
に
お
い
て
、
と
の
考
え
方
を
簡
明
に
論
述
し
て
い
る
。
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（
詑
）
原
文
に
「
周
子
」
と
あ
る
の
は
、
北
宋
の
周
敦
願
（
一

O
一
七
l
一
O
七
三
）
の
乙
と
。
字
は
茂
叔
、
号
は
瀦
渓
。
「
太
極
図
」
「
太
極
図
説
」

『
通
書
』
等
を
著
し
た
。
周
子
は
「
太
極
」
を
万
物
の
根
源
で
あ
る
と
し
た
が
、
理
に
関
し
て
は
直
接
言
及
し
て
は
い
な
い
。
こ
こ
は
、
太
極
を

理
と
解
釈
す
る
朱
子
の
説
を
踏
ま
え
る
。

（
お
）
「
太
極
図
」
「
太
極
図
説
」
に
よ
れ
ば
、
無
極
太
極
｜
陰
陽
｜
五
行
l
乾
道
坤
道
｜
万
物
化
生
と
い
う
生
成
論
的
、
な
い
し
は
存
在
論
的
過
程
が

あ
る
。

（M
）
朱
子
は
「
太
極
図
説
解
」
の
中
で
、
「
太
極
は
形
而
上
の
遂
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
お
）
原
文
に
は
「
霊
覚
」
と
あ
る
。
動
物
一
般
が
有
す
る
単
な
る
「
知
覚
」
で
は
な
く
、
霊
妙
な
知
覚
を
指
す
。
霊
魂
の
属
性
と
解
す
る
こ
と
が
で

品
巳
広
w

。

（
お
）
こ
こ
で
言
う
「
鬼
神
」
は
、
注
（

ω）
の
一
般
的
な
意
味
で
の
鬼
神
よ
り
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
説
く
「
天
使
」
の
意
味
に
近
い
と
言
え
る
。

「
一
犬
神
」
（
天
使
）
と
「
魔
鬼
」
（
悪
魔
）
を
併
せ
て
「
鬼
神
」
と
表
現
す
る
場
合
が
あ
る
。
第
三
篇
の
万
物
分
類
を
参
照
。

（
訂
）
『
論
彊
巴
衛
霊
公
篇
に
、
「
子
日
く
、
人
能
く
道
を
弘
む
。
道
の
人
を
弘
む
る
に
は
非
ず
、
と
」
と
あ
る
。

（
却
）
注
（
3
）
を
参
照
。
『
易
経
』
繋
辞
伝
は
、
十
翼
の
一
つ
で
、
孔
子
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
。

（
却
）
「
郊
社
の
礼
」
と
は
、
天
子
が
冬
至
の
日
に
天
を
、
夏
至
の
自
に
地
を
ま
つ
る
杷
り
の
こ
と
。
怨
で
西
士
が
引
用
す
る
よ
う
に
、
『
中
庸
章
句
』

第
十
九
章
に
、
「
郊
社
の
礼
は
、
上
帝
に
事
う
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
。

（
初
）
玄
帝
・
玉
皇
は
共
に
天
帝
の
乙
と
。
玉
帝
、
玉
皇
大
帝
、
元
始
天
尊
と
も
言
う
。

（
訂
）
注
（
却
）
を
参
照
。
朱
子
は
『
中
庸
章
句
』
の
中
で
、
「
郊
は
天
を
祭
る
な
り
。
社
は
地
を
祭
る
な
り
。
后
土
を
言
わ
ざ
る
は
、
文
を
省
く
な

り
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
后
土
と
は
大
地
の
神
で
、
皇
天
（
上
帝
）
に
対
す
る
。

つ

よ

こ

あ

き

さ

み

（
認
）
『
詩
経
』
周
頒
執
競
に
、
「
競
き
を
執
る
武
王
、
競
き
こ
と
無
か
ら
ん
や
維
の
烈
。
顕
ら
か
な
ら
ざ
る
や
成
康
、
上
帝
、
是
れ
を
皇
と
す
」
と

あ
る
。

あ

あ

お

お

お

お

そ

あ

き

（
お
）
『
詩
経
』
周
頒
臣
工
に
、
「
於
皇
い
な
る
か
な
来
と
牟
、
将
い
に
販
の
明
を
受
く
。
明
、
上
帝
に
昭
ら
か
な
り
」
と
あ
る
。

の

ぼ

つ

つ

し

（
泊
）
『
詩
経
』
商
頒
長
発
に
、
「
聖
敬
、
日
に
隣
り
、
昭
仮
、
遅
遅
た
り
。
上
帝
を
是
れ
抵
む
」
と
あ
る
。

（
お
）
『
詩
経
』
大
雅
大
明
に
、
「
維
れ
此
に
文
玉
、
小
心
翼
翼
と
し
て
、
昭
ら
か
に
上
帝
に
事
う
」
と
あ
る
。

（
お
）
『
易
経
」
説
卦
伝
に
、
「
帝
は
震
に
出
づ
」
と
あ
る
。

つ

ぶ

さ

う

（
幻
）
『
礼
記
』
月
令
篇
に
、
「
五
者
備
に
当
た
れ
ば
、
上
帝
其
れ
饗
く
」
と
あ
る
。

九
九



。。

み

ず

か

し

さ

よ

ち

よ

う

（
お
）
『
礼
記
』
表
記
篇
に
、
「
天
子
親
ら
耕
す
。
奈
盛
桓
也
、
以
て
上
帝
に
事
う
」
と
あ
る
。

（
お
）
『
書
経
』
湯
誓
に
、
「
夏
氏
に
罪
有
り
。
予
は
上
帝
を
畏
れ
、
敢
え
て
正
さ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。

お

お

ま

こ

と

つ

ね

し

た

が

よ

そ

み

ち

や

す

智

み

（
ω）
『
書
経
』
湯
諮
に
、
「
惟
れ
皇
い
な
る
か
な
上
帝
、
哀
を
下
民
に
降
す
。
恒
有
る
の
性
に
若
い
、
克
く
阪
の
猷
を
綴
ん
ぜ
し
む
。
惟
れ
后
な

り
」
と
あ
る
。

な
ん
じ

（H
U
）
『
書
経
』
金
除
に
、
「
乃
、
帝
の
庭
に
命
じ
、
四
方
に
敷
佑
せ
よ
」
と
あ
る
。

（
必
）
『
周
易
本
義
』
説
卦
伝
に
お
い
て
朱
子
は
、
「
帝
は
震
に
出
づ
」
（
注
（
お
）
を
参
照
）
の
語
に
対
し
て
、
「
帝
は
天
の
主
宰
な
り
」
と
註
釈
を
施

し
て
い
る
。
ま
た
『
孟
子
集
註
』
梁
恵
王
下
に
お
い
て
、
「
天
と
は
理
の
み
」
と
説
い
て
い
る
。

（
日
）
程
子
と
は
、
北
宋
の
儒
学
者
程
願
（
一

O
三
二
l
一
O
八
五
、
字
は
伯
淳
、
号
は
明
道
）
と
程
願
（
一

O
三
三
l
一一

O
七
、
字
は
正
叔
、
号

は
伊
川
）
の
兄
弟
を
指
す
。
共
に
周
澱
渓
に
学
び
、
朱
子
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
両
者
の
語
録
で
あ
る
『
二
程
遺
書
」
の
巻
二

四
の
中
で
、
「
天
と
上
帝
と
の
説
は
如
何
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
「
形
体
を
以
て
之
を
言
え
ば
之
を
天
と
調
い
、
主
宰
を
以
て
之
を
言
え
ば
之

を
帝
と
謂
い
、
功
用
を
以
て
之
を
言
え
ば
之
を
鬼
神
と
調
い
、
妙
用
を
以
て
之
を
言
え
ば
之
を
神
と
謂
い
、
性
情
を
以
て
之
を
言
え
ば
之
を
乾
と

謂
う
」
と
答
え
て
い
る
。

（H
H
）
原
文
の
「
蓬
心
」
と
は
、
よ
も
ぎ
の
よ
う
に
ね
じ
曲
が
っ
た
心
の
こ
と
。
『
荘
子
』
遁
遜
遊
篇
に
、
「
夫
子
は
猶
お
蓬
の
心
有
る
な
り
」
と
見
え

広
w

。

（M
M
）
南
昌
は
江
西
省
の
地
名
。
太
守
は
知
府
の
、
大
安
は
知
県
の
、
そ
れ
ぞ
れ
俗
称
。
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
、
一
五
九
五
年
か
ら
し
ば
ら
く
南
昌
に

滞
在
し
て
い
た
。
こ
の
文
章
は
そ
の
時
期
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
ッ
チ
の
報
告
書
の
第
三
の
書
・
第
一
三
章
を
参
照
。

（
必
）
『
孟
子
」
梁
恵
王
上
篇
に
「
明
君
は
民
の
産
を
制
し
、
必
ず
仰
い
で
は
以
て
父
母
に
事
う
る
に
足
り
、
僻
し
て
は
以
て
妻
子
を
畜
う
る
に
足
り
、

楽
歳
に
は
終
身
飽
き
、
凶
年
に
は
死
亡
を
免
れ
し
む
」
と
あ
る
。

（
一
九
九
五
年
一

O
月
、
ロ
ー
マ
に
て
稿
了
）


