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天
主
教
と
朱
子
学

『
天
主
実
義
』
第
二
篇
を
中
心
に
し
て
｜

止色
方『こ

田

篤

は
じ
め
に

十
六
世
紀
、
宗
教
改
革
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
新
た
な
る
宣
教
の
時
代
を
迎
え
る
。
そ
の
世
界

宣
教
の
担
い
手
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
イ
グ
ナ
チ
オ
・
ロ
ヨ
ラ
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
修
道
会
イ
エ
ズ
ス
会
で
あ
る
。
イ
ン
ド
そ
し

て
日
本
へ
と
向
け
ら
れ
た
伝
道
の
足
跡
は
、
十
六
世
紀
の
終
り
、
明
朝
末
期
の
中
国
に
至
る
。
こ
う
し
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
中
心
と
し
て
、

中
国
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
道
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
か
ら
、
中
国
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
は
天

主
教
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
天
主
教
の
宣
教
伝
播
は
、
中
国
思
想
史
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
殊
に
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
利
務
質
（
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
、
一
五
五
二
J
一六

一
O
）
が
、
中
国
思
想
と
の
対
話
の
上
に
立
っ
て
宣
教
を
展
開
す
る
方
法
を
重
視
し
た
こ
と
に
も
よ
る
。
こ
の
天
主
教
伝
道
に
対
し
て
、

当
時
の
官
僚
知
識
人
た
ち
の
中
で
、
大
い
に
興
味
を
示
し
、
改
宗
奉
教
す
る
者
が
現
わ
れ
る
一
方
、
天
主
教
に
対
し
て
、
儒
教
・
仏
教
そ

の
他
の
立
場
か
ら
、
激
し
く
批
判
攻
撃
す
る
者
も
い
た
。
こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
移
入
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
は
、
明
末
中
国

社
会
の
中
に
大
き
な
波
紋
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
陽
明
学
の
登
場
に
よ
っ
て
従
来
の
様
々
な
思
想
が
問
い
直
さ
れ
、
再
編
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
思
想
状
況
の
中
で
、
天
主
教
は
新
た
な
思
想
的
起
爆
剤
と
な
っ
た
と
も
い
え
る
。

一
二
五



一
一
一
六

こ
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
中
国
人
と
の
間
で
な
さ
れ
た
対
話
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
中
国
思
想
と
の
様
々
な
違
い
も
明
ら
か
に

さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
思
想
の
個
々
の
特
質
が
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。

つ
ま
り
、
我
々
は
今
日
、
天
主

教
を
め
ぐ
る
中
国
と
西
洋
の
対
話
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
様
々
な
中
国
思
想
を
新
た
な
視
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
、
明
朝
建
国
以
来
、
国
家
の
指
導
教
学
で
あ
り
、
陽
明
学
に
よ
っ
て
攻
撃
の
矢
面
に
立
た
さ

れ
た
と
は
い
え
、
な
お
教
学
面
・
倫
理
面
に
お
い
て
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
朱
子
学
と
、
伝
来
の
天
主
教
と
の
対
話
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
こ
に
中
国
思
想
史
を
捉
え
直
す
た
め
の
い
か
な
る
課
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

以
下
、
特
に
利
証
明
賓
の
『
天
主
実
義
』
第
二
編
を
中
心
に
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

利
璃
賓
の
需
教
観

利
璃
寅
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
あ
て
の
報
告
書
の
冒
頭
（
第
一
の
書
）
で
、
中
国
及
び
中
国
人
に
関
す
る
概
説
を
行
な
っ
て
い
る
T）

O

そ
の
第
十
章
で
、
「
中
国
に
存
在
す
る
様
々
な
宗
教
の
宗
派
に
つ
い
て
」
論
究
し
、
主
と
し
て
儒
教
・
仏
教
・
道
教
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

彼
の
得
た
結
論
は
、
仏
教
と
道
教
は
偶
像
教
で
あ
り
、
「
何
百
万
人
も
の
魂
を
地
獄
の
深
淵
に
送
り
込
ん
で
き
た
も
の
」
（
第
二
の
書
、
第

一
章
）
と
し
て
、
こ
れ
と
戦
う
姿
勢
を
明
確
に
示
す
一
方
、
儒
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
存
可
能
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
文
人
の
教
え
」
と
表
現
さ
れ
た
儒
教
に
対
す
る
彼
の
基
本
的
な
見
方
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

先
ず
、
利
車
物
質
は
、
「
こ
の
教
え
に
は
偶
像
が
な
く
、
『
天
と
地
』
あ
る
い
は
『
天
の
王
』
を
礼
拝
す
る
だ
け
だ
。
：
：
：
そ
れ
が
こ
の
下

界
の
一
切
の
事
物
を
支
配
し
支
え
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
だ
」
（
第
一
の
書
、
第
十
章
）
と
、
天
に
対
す
る
崇
敬
に
注
目
す
る
が
、
同
時

に
、
「
真
の
文
人
は
こ
の
世
界
が
い
っ
、
誰
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
そ
の
初
め
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
語
ろ
う
と
し

な
い
」
（
向
上
）
と
見
て
い
る
。

次
に
儒
教
の
祖
先
祭
聞
に
つ
い
て
、
利
璃
貨
は
、
「
こ
う
い
う
儀
式
が
設
け
ら
れ
た
の
は
死
者
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
生
き
て
い
る
者



の
た
め
だ
」
（
同
上
）
と
理
解
し
て
お
り
、
「
彼
ら
は
死
者
に
い
か
な
る
神
性
も
認
め
な
い
し
、
死
者
に
何
か
の
願
い
事
を
し
た
り
期
待
を

か
け
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
こ
れ
は
全
く
偶
像
崇
拝
と
は
無
縁
で
あ
る
」
（
向
上
）
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
孔
子
に
つ
い
て
も
、
「
文
人

た
ち
は
彼
に
い
か
な
る
神
性
も
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
願
い
事
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
」
（
問
、
第
五
章
）
と
見
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
儒
教
は
偶
像
崇
拝
的
要
素
、

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
的
唯
一
神
の
信
仰
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
よ
う
な
要
素
を
持
た
な
い

と
捉
え
た
上
で
、
利
璃
寅
は
、
「
こ
の
文
人
た
ち
の
教
え
の
目
的
は
王
国
の
平
和
と
安
泰
で
あ
り
、
家
庭
や
個
人
を
正
し
く
治
め
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
実
に
す
ぐ
れ
た
考
え
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
自
然
の
光
と
普
遍
的
な
真
理
に
か
な
っ
て
い
る
」

（
問
、
第
十
章
）
と
見
て
、
「
道
徳
学
」
（
問
、
第
五
章
）
と
し
て
の
儒
教
を
高
く
評
価
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
来
世
に
関
し
て
ど
う
信
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、
強
制
も
禁
止
も
な
く
、
「
多
く
の
人
々
は
自
分
の
宗
派
と
あ
わ
せ
て
他
の
ふ

た
つ
の
宗
派
も
信
奉
し
て
い
る
」
（
問
、
第
十
章
）
と
し
て
、
最
終
的
に
次
の
結
論
に
達
す
る
。

そ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
が
、
確
固
た
る
教
え
で
は
な
く
、
正
し
く
は
、
国
家
の
正
し
い
統
治
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た

ア
カ
デ
ミ
ア
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ア
に
所
属
す
る
者
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ

と
も
、
ま
た
そ
う
な
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
。
と
い
う
の
も
、
本
質
的
に
は
何
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
本
質
に
反
す
る
も
の
を

含
ま
な
い
し
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
彼
ら
の
書
物
が
訴
え
る
国
家
の
安
泰
と
平
和
の
妨
げ
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を

助
長
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
（
向
上
）

こ
の
よ
う
に
利
鳴
貨
は
、
儒
教
は
基
本
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と
矛
盾
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
存
共
栄
で
き
る
も
の
だ
と
判

天主教と朱子学

断
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
皇
帝
の
許
可
を
得
て
、
官
僚
支
配
構
造
の
中
で
宣
教
を
円
滑
に
行
な
お
う
と
企
図
し
た
彼
の
発
想
と
表
裏
の

関
係
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
官
僚
知
識
人
階
級
の
思
想
基
盤
と
し
て
の
儒
教
思
想
を
容
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で

は
国
家
統
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
教
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
宋
学
の
中
身
で
あ
る
哲
学
思
想
、
そ
の
存
在
論
、

人
性
論
、
修
養
論
等
に
は
直
接
言
及
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
儒
学
思
想
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
宋
代
以

七



A 

降
の
学
問
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
利
璃
寅
も
当
然
こ
れ
ら
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、

利
穏
寅
は
主
著
で
あ
る
『
天
主
実
義
』
二
六

O
三
年
）
の
中
で
、
正
面
か
ら
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

利
務
費
自
身
は
『
天
主
実
義
』
の
こ
と
を
、
報
告
書
の
中
で
は
「
カ
テ
キ
ズ
ム
」
（
教
理
問
答
書
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
実
は
こ
の
書

物
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
ま
た
一
般
的
意
味
で
の
「
カ
テ
キ
ズ
ム
」
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
全
体
を
包

括
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ

る
中
国
人
と
の
実
際
の
対
話
を
基
に
し
て
、
中
国
人
の
興
味
と
関
心
に
即
し
た
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
天
主
実

義
』
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
人
が
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
の
よ
う
な
点
を
問
題
に
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
、
同
時
に
、
利

璃
費
ら
が
、
中
国
思
想
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
点
を
問
題
に
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
え
る
宝
石

『
天
主
実
義
』
の
構
成
と
中
国
思
想

『
天
主
実
義
』
は
、
上
下
二
巻
、
全
八
篇
か
ら
成
る
。
各
篇
の
内
容
骨
子
を
簡
単
に
挙
げ
て
お
く
。

首

篇
：
：
：
天
主
が
万
物
を
創
造
し
主
宰
す
る
こ
と
、
及
び
そ
の
超
越
性
に
つ
い
て
。

第
二
篇
：
：
：
万
物
の
根
源
に
関
し
て
、
天
主
教
の
立
場
か
ら
儒
仏
道
三
教
を
論
評
。

第
三
篇
：
：
：
人
間
に
の
み
霊
魂
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
死
後
も
不
滅
で
あ
る
こ
と
。

第
四
篇
：
：
：
霊
魂
は
鬼
神
と
異
な
り
、
ま
た
、
万
物
に
は
類
別
が
あ
り
、

一
体
で
は
な
い
こ
と
。

第
五
篇
：
：
：
輪
廻
を
否
定
し
、
殺
生
戒
を
批
判
し
た
上
で
、
斎
戒
の
意
義
に
つ
い
て
。

第
六
篇
：
：
：
意
志
を
も
っ
て
善
を
行
な
う
こ
と
、
死
後
の
天
堂
・
地
獄
の
賞
罰
が
あ
る
こ
と
。

第
七
篇
：
：
：
性
の
善
と
徳
の
善
、
天
主
と
人
を
愛
す
る
こ
と
、
お
よ
び
三
教
帰
一
説
批
判
。

第
八
篇
：
：
・
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
生
き
方
、
天
主
及
び
イ
エ
ス
降
生
の
こ
と
。



上
巻
の
四
篇
で
は
、
「
天
主
」
と
「
人
間
」
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
、
下
巻
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
こ
と
が
ら
に
つ
い

て
論
及
し
て
い
る
。
天
主
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
人
間
の
本
質
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
『
天
主
実
義
』

の
主
要
な
テ
l
マ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
中
国
人
と
の
対
話
の
中
で
、
儒
教
・
朱
子
学
の
考
え
方
が
問
題
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
章
で
利
璃
賓
の
儒
教
観
を
見
た
が
、
そ
の
中
で
、
中
国
人
の
天
に
対
す
る
畏
敬
感
情
と
祖
先
祭
把
の
性
格
に
言
及
し
て

い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
利
璃
貨
は
特
に
異
論
を
差
し
挟
ん
で
は
い
な
か
っ
た
が
、
『
天
主
実
義
』
で
は
こ
の
点
、
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
万
物
の
根
源
は
何
か
、
畏
敬
の
対
象
と
な
る
も
の
は
何
か
、
人
は
死
ぬ
と
ど
う
な
る
の
か
、
死
者
に
対
す
る
姿
勢
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
そ
と
で
は
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
利
璃
寅
は
儒
教
を
す
ぐ
れ
た
道
徳
学
と
し
て
評
価
し
て

い
る
が
、
『
天
主
実
義
』
で
は
、
善
の
問
題
に
関
し
て
、
中
国
人
の
考
え
方
と
の
違
い
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
利
璃

貨
は
全
体
と
し
て
は
儒
教
を
肯
定
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、
思
想
の
根
源
に
あ
る
問
題
に
至
っ
て
は
、
両
者
の
立
場
の
相
違
に
つ
い
て
厳
密

な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
こ
そ
儒
教
・
朱
子
学
と
天
主
教
と
の
対
話
の
接
点
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
利
璃
寅
が
こ
れ
ら
の
議
論
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

私
は
天
主
の
普
遍
の
教
え
を
説
明
し
、
そ
れ
が
真
実
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
、
天
主
を

信
じ
る
者
が
多
く
か
っ
賢
い
こ
と
と
か
、
経
典
や
伝
承
の
言
葉
な
ど
に
つ
い
て
は
議
論
せ
ず
に
、
先
ず
拠
り
所
と
な
る
道
理
を
取
り

上
げ
ま
し
ょ
う
。
：
：
：
中
略
：
・
：
今
あ
な
た
は
、
天
主
の
教
え
の
根
本
を
聞
こ
う
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
私
は
こ
の
道
理
を
ず
ば
り

天主教と朱子学

述
べ
て
答
え
ま
し
ょ
う
。

ひ
た
す
ら
、
道
理
に
よ
っ
て
解
剖
分
析
し
ま
し
ょ
う
（
3

）

O

（
『
天
主
実
義
』
首
篇
）

こ
の
よ
う
に
『
天
主
実
義
』
は
、
天
主
教
信
仰
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
が
固
有
す
る
普
遍
的
な
理
性
（
利
璃
貨
は
「
霊
才
」

と
表
現
）
で
捉
え
ら
れ
る
議
論
を
行
な
お
う
と
し
た
。

つ
ま
り
、
既
成
の
教
理
（
ド
グ
マ
）
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
押
し
つ
け
る
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
普
遍
的
道
理
の
探
求
を
め
ざ
す
姿
勢
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
説
き
方
は
、

九



。

当
時
の
儒
教
（
朱
子
学
）
的
知
識
人
に
と
っ
て
き
わ
め
て
受
け
入
れ
や
す
い
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
普
遍
の
道
理
（
公
理
）
を
前

提
と
し
、
現
実
界
の
事
物
事
象
に
即
し
て
こ
れ
を
窮
め
る
こ
と
（
格
物
窮
理
）
は
、
朱
子
学
の
基
本
的
立
場
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
「
理
」
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
問
題
は
残
る
が
、
道
理
の
普
遍
性
（
公
理

性
）
と
そ
れ
に
対
す
る
認
識
能
力
（
人
間
の
知
）
を
前
提
に
す
る
と
い
う
基
本
的
立
場
は
、
少
な
く
と
も
両
者
の
対
話
の
可
能
性
を
開
く

も
の
で
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。

四

天
主
と
天
理
（
1
）

ー
万
物
の
根
源
を
め
ぐ
っ
て
｜

『
天
主
実
義
』
の
首
篇
で
は
、
天
主
が
万
物
を
創
造
し
主
宰
す
る
唯
一
の
最
根
源
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
が
、
第
二
篇

で
は
、
万
物
の
根
源
に
関
す
る
中
国
思
想
を
取
り
上
げ
て
論
評
す
る
。
先
ず
、
老
荘
の
「
無
」
と
仏
教
の
「
空
」
の
思
想
に
対
し
て
、
空

無
な
る
も
の
は
物
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
両
者
を
退
け
る
。
ま
た
、
万
物
は
自
然
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て

も
、
こ
れ
を
否
定
す
る
。
万
物
の
根
源
は
必
ず
実
有
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
一
般
の
存
在
と
は
次
元
を
異
に
す
る
「
始

源
者
」
の
絶
対
的
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
利
璃
貨
は
儒
教
の
説
に
言
及
し
、
「
儒
教
で
は
有
と
か
誠
と
か
を
（
万
物
の
根
源
と
し
て
）
主
張
し
て
お
り
、
十
分
そ
の
説
を

聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
と
よ
り
悪
く
は
な
い
だ
ろ
う
工
｝
」
と
、
一
応
こ
れ
を
容
認
す
る
発
言
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
下
の

対
話
の
中
で
、
太
極
・
天
理
の
概
念
を
取
り
上
げ
て
、
論
駁
を
加
え
て
い
る
。
彼
の
主
張
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

利
璃
貨
は
先
ず
太
極
に
つ
い
て
、
古
人
は
「
上
帝
」
を
尊
崇
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
太
極
を
尊
奉
し
た
例
は
な
い
と
し
、
そ
も
そ
も

太
極
は
天
地
を
生
ず
る
実
体
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
学
者
が
「
太
極
と
は
理
に
他
な
ら
な
い

τ｝
」
と
述
べ

た
こ
と
か
ら
、
理
に
関
す
る
利
璃
賓
の
議
論
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

利
璃
貨
は
、
物
は
す
べ
て
「
自
立
者
」
（
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
実
体
）
と
「
依
頼
者
」
（
何
か
に
付
随
し
て
存
在
す
る
属
性
）
と
に
分



か
れ
、
理
は
自
立
者
H
実
体
で
は
な
い
か
ら
、
他
の
も
の
を
生
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
「
人
心
の
理
」
で
も
「
事
物
の
理
」
で

も
、
理
は
「
人
心
」
や
「
事
物
」
の
後
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
生
み
な
す
主
体
で
は
な
い
、
と
断
ず
る
。
ま
た
彼

は
、
理
は
霊
覚
、
す
な
わ
ち
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
働
き
を
持
た
な
い
、
と
し
て
、
霊
性
の
な
い
も
の
が
霊
性
を
も
つ
も
の
を
生
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。
以
上
が
、
「
理
は
万
物
の
根
源
者
た
り
え
な
い
（
6
）
」
と
す
る
利
璃
賓
の
根
拠
で
あ
る
が
、
朱
子
学
と
の
対
話

と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

理
は
あ
く
ま
で
も
属
性
で
あ
っ
て
物
を
生
む
力
を
持
た
な
い
、
と
利
璃
賓
は
主
張
す
る
。
車
の
理
が
現
に
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
作
り
上

げ
る
者
が
い
な
け
れ
ば
車
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。
こ
の
「
も
の
を
作
り
上
げ
る
者
」
が
、
利
璃
賓
の
い
う
天
主
で
あ
る
。
利
務
賓
の
考

え
方
に
立
て
ば
、
物
を
作
る
と
い
う
「
意
志
」
を
持
つ
者
こ
そ
が
「
根
源
者
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
根
源
者
は
他
に
依
存
す
る
こ
と
が
な
い
、

真
に
自
律
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
利
鴻
貨
は
『
天
主
実
義
』
首
篇
の
中
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
四
原
因
論
を
援
用
し
て
、
形
相
因

（
模
者
）
と
質
料
因
（
質
者
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
に
本
分
と
し
て
内
在
す
る
が
、
始
動
因
（
作
者
）
と
目
的
因
（
為
者
）
は
そ
の
物
の

外
に
存
在
し
、
こ
れ
が
物
の
「
所
以
然
」
と
し
て
の
天
主
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
物
を
作
る
意
志
を
持
っ
た
存
在
と
は
、
こ
の
始
動

つ
ま
り
、
利
薦
貨
の
世
界
観
の
根
底
に
は
、
天
主
の
意
志
が
な

因
・
目
的
因
と
し
て
の
天
主
の
こ
と
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ば
物
は
存
在
し
な
い
、
存
在
す
る
も
の
に
は
す
べ
て
天
主
の
意
志
が
働
い
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
個
々
の
事
物
は
そ
れ

一
切
の
物
の
究
極
的
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
は
天
主
に
帰
着
す
る
、
と
考
え
る
の
で
あ

ぞ
れ
の
目
的
を
持
つ
が
、
個
別
の
目
的
を
越
え
て
、

る
。
こ
う
し
た
立
場
に
立
っ
て
見
る
限
り
、
理
自
体
は
意
志
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
物
の
存
在
を
根
拠
付
け
る
も
の
を
そ
れ
自
体
の
中

天主教と朱子学

に
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
朱
子
学
か
ら
見
る
と
ど
う
な
る
か
。
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
で
は
、
明
ら
か
に
朱
子
学
の
立
場
か
ら

の
反
論
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
、
「
そ
の
理
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
物
は
無
い
。
だ
か
ら
、
周
子
は
理
が
物
の
根
源
で
あ
る
と
確
信
し
た
の
で

あ
る
（
7
）
」
、
と
一
一
一
口
う
。
こ
れ
は
、
周
滅
渓
の
「
太
極
図
説
」
の
考
え
方
に
対
す
る
朱
子
学
的
解
釈
に
基
づ
い
た
発
言
と
い
え
る
。
朱
子
は
、

一一



一

「
一
物
が
あ
れ
ば
、
必
ず
一
物
の
理
が
あ
る
｛
8
）
」
と
い
う
程
子
以
来
の
見
方
を
突
き
詰
め
て
い
っ
て
、
格
物
窮
理
説
を
確
立
し
た
の
で

の

り

こ

と

あ
る
。
事
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
が
内
在
し
て
い
る
。
朱
子
は
こ
れ
を
「
所
当
然
の
則
」
「
所
以
然
の
故
」
と
呼
ぶ
が
、
理
が
そ
れ
ぞ
れ
に

備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
そ
の
理
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
物
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
物
が
そ
の
物
と
し
て
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
が
、
理
の
実
在
そ
の
も
の
の
証
明
な
の
で
あ
る
。
理
と
は
物
が
そ
の
物
で
あ
る
根
拠
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
理
が
あ
っ

て
初
め
て
物
、
が
存
在
す
る
と
い
う
時
、
そ
れ
は
理
な
る
も
の
が
意
志
を
持
っ
て
そ
の
物
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。
確
か
に
、
朱
子
学
で
は
、

「
所
当
然
の
則
」
と
同
時
に
、
「
所
以
然
の
故
」
と
し
て
の
理
の
性
格
を
考
え
る
。
「
所
以
然
の
故
」

と
は
、
な
ぜ
そ
の
物
が
そ
の
物
と
し
て
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
根
本
的
理
由
を
指
す
。
た
だ
こ
の
場
合
で
も
、
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
「
作
ら
れ
て
い
る
の
か
」
、
と
い
う
問
い
か
け
を
必
ず
し
も
含
ま
な
い
。

つ
ま
り
、
根
拠
と
し
て

の
「
所
以
然
の
故
」
に
し
て
も
、
存
在
を
根
拠
付
け
る
何
ら
か
の
意
志
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
は
い
な
い
、
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、

「
理
が
根
源
で
あ
る
」
と
朱
子
学
で
考
え
る
場
合
、
「
意
志
を
持
っ
た
根
源
者
」
あ
る
い
は
、
「
あ
る
者
の
意
志
に
よ
る
創
造
」
と
い
う
発

想
を
も
と
も
と
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
利
璃
寅
は
朱
子
学
の
中
に
「
根
源
者
」

の
発
想
の
欠
如
を

見
た
か
ら
こ
そ
、
「
理
は
万
物
の
根
源
で
は
な
い
」
と
断
言
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
、
二
つ
の
立
場
が
予
想
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
物
が
存
在
す
る
の
は
、
陰
陽
五
行
の
気
に
よ
る
の
で
あ
っ

て
、
気
に
よ
っ
て
物
が
存
在
す
る
の
は
、
そ
こ
に
理
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
理
と
気
の
統
合
（
妙
合
）
以
外
に
、
物
を

存
在
さ
せ
る
根
拠
・
根
源
は
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
事
実
、
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
で
は
、

「
理
は
先
ず
陰
陽
五
行
を
生
じ
、
そ
の

後
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
天
地
万
物
を
化
生
す
る
の
で
あ
り
、
物
を
生
じ
る
に
は
〔
そ
の
よ
う
な
〕
次
第
が
あ
る
の
だ
（
9
）
」
と
い
う
中
士

の
発
言
が
見
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
気
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
事
物
の
中
に
理
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
更
に
そ
の
一
層
奥
に
根
源
者

の
意
志
な
り
存
在
を
認
め
て
い
く
立
場
で
あ
る
。
利
璃
費
は
朱
子
学
と
の
対
話
の
中
で
、
こ
の
方
向
で
の
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
発
想
が
、
天
主
｜
上
帝
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
あ
と
で
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。



五

天
主
と
天
理
（
2
）

｜
｜
霊
覚
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

さ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
理
は
霊
覚
を
有
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
利
璃
貨
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
理
は
霊
覚
で
あ

る
か
、
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
鬼
神
の
類
に
属
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
太
極
と
か
理
と
か

一
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
而
）
」
と
。
利
璃
賓
の
結
論
は
、
「
理
は
霊
覚
が
無
い
の
だ
か
ら
、
霊
覚
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
五
）
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
て
中
士
は
、
「
但
し
、
理
（
太
極
）
は
動
い
て
陽
を
生
じ
る
。
陽
は
自
然
の
霊
覚
で
は
な
い
か
（
凶
）
」
と
、

問
い
か
け
る
。
利
璃
寅
は
、
こ
の
議
論
は
何
度
繰
り
返
し
て
も
堂
々
巡
り
だ
、
と
し
て
、
「
そ
の
陽
な
る
も
の
は
何
に
よ
っ
て
霊
覚
を
得

る
の
か
五
）
」
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
士
は
更
に
、
「
形
や
声
の
無
い
天
主
が
万
象
に
形
や
声
を
賦
与
す
る
と
、
あ
な
た
は
、

お
っ
し
ゃ
る
の
だ
か
ら
、
霊
覚
の
無
い
太
極
が
物
に
霊
覚
を
賦
与
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
五
）
」
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
利
穂
賓
は
、

霊
覚
を
持
た
な
い
粗
雑
・
下
等
の
も
の
が
、
精
密
・
上
等
の
霊
覚
を
賦
与
す
る
と
い
う
の
は
分
を
越
え
た
こ
と
で
あ
り
、
天
主
の
性
は
万

般
の
理
を
含
み
、
衆
物
の
性
を
含
む
も
の
で
あ
る
、
と
反
論
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
「
も
し
あ
な
た
が
、
『
理
は
万
物
の
霊
を
含
み
、
万
物

を
化
生
す
る
』
と
－
一
一
回
う
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
は
天
主
で
あ
り
、
理
と
か
太
極
と
か
で
は
な
い
五
）
」
と
迫
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
霊
覚
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
利
璃
寅
は
、
霊
覚
の
根
拠
を
天
主
に

求
め
る
が
、
中
土
は
、
理
の
実
在
の
中
に
霊
覚
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
利
務
賓
の
主
張
は
、
天
主
が
個
々
の
人
間
に
霊
魂
を

賦
与
す
る
と
い
う
人
間
観
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
後
章
で
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
朱
子
の

天主教と朱子学

理
気
心
性
論
に
お
け
る
「
霊
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

朱
子
は
、
『
大
学
章
句
』
の
有
名
な
「
格
物
補
伝
」
の
冒
頭
で
、
「
人
心
の
霊
に
は
知
が
備
わ
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
し
、
天
下
の
事

物
に
は
理
が
備
わ
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
函
）
」
と
説
い
て
い
る
。
万
物
に
理
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
理
を
究
明
認
識

す
る
知
の
作
用
が
心
の
霊
妙
な
働
き
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
格
物
致
知
の
前
提
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
知

一



四

覚
は
心
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
朱
子
は
人
心
と
道
心
を
論
じ
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

心
の
虚
霊
な
る
知
覚
は
同
一
で
あ
る
が
、
人
心
と
道
心
の
違
い
が
生
じ
る
の
は
、
形
気
の
私
よ
り
生
じ
る
も
の
と
、
性
命
の
正
し
き

よ
り
生
じ
る
も
の
が
あ
り
、
知
覚
を
な
す
根
本
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
百
）
O

（
中
庸
章
句
序
）

朱
子
が
知
覚
と
言
う
場
合
に
は
、
身
体
的
諸
感
覚
の
機
能
か
ら
条
理
規
範
の
認
識
に
至
る
ま
で
を
広
く
含
む
が
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
る
。知

覚
さ
れ
る
も
の
は
理
で
あ
る
。
理
は
知
覚
を
離
れ
な
い
し
、
知
覚
は
理
を
離
れ
な
い
（
随
）
。

知
覚
さ
れ
る
も
の
は
心
の
理
で
あ
る
。
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
気
の
霊
で
あ
る
函
）

O

理
は
心
が
知
覚
認
識
す
る
対
象
で
あ
る
が
、
心
と
理
は
本
来
貫
通
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
知
覚
す
る
能
力

は
何
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
。
朱
子
は
、
「
知
覚
は
心
の
霊
妙
な
働
き
と
し
て
本
来
こ
の
よ
う
な
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
気
の
働
き
で
あ

（
朱
子
語
類
・
巻
五
l
M
）

（
向
上
・
巻
五
｜
部
）

る
の
で
す
か
よ
と
い
う
質
問
に
答
え
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

気
だ
け
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
先
ず
知
覚
す
る
と
い
う
理
が
あ
る
の
だ
。
理
は
知
覚
の
働
き
は
し
な
い
が
、
気
が
集
ま
っ

て
形
体
を
な
し
、
理
と
気
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
例
え
ば
、
こ
の
燈
が
、
油
を
得
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
盛
ん
に
燃
え
上
が
る
よ
う
な
も
の
だ
弱
）
O

（
朱
子
語
類
・
巻
五
l
m
）

心
の
霊
妙
な
働
き
で
あ
る
知
覚
は
、
理
と
気
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
朱
子
は
ま
た
、
「
心
で
思
い
、

耳
で
聞
き
、
目
で
見
、
手
で
持
ち
、
足
で
踏
む
の
は
、
気
の
及
ば
な
い
所
の
よ
う
で
す
が
、
気
の
働
き
に
は
、
こ
れ
を
主
宰
す
る
も
の
が

あ
る
の
で
す
か
。
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
気
の
中
に
は
自
ず
か
ら
霊
な
る
も
の
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
」
と
答
え
て
い
る
五
）

（
向
上
｜
訂
）
。
こ
の
よ
う
に
、
知
覚
作
用
は
理
気
の
妙
合
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
気
の
中
に
お
い
て
理
が
働
く
と
い
う
霊
妙

性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
、
「
霊
な
る
と
こ
ろ
は
心
で
す
か
、
そ
れ
と
も
性
で
す
か
。
」
と
言
う
問
い
に
、
「
霊
な
る
と
こ
ろ
は
、

心
に
他
な
ら
な
い
。
性
で
は
な
い
。
性
は
理
に
他
な
ら
な
い
。
」
と
答
え
て
い
る
（
忽
）
（
向
上
l
m
）
。
こ
の
よ
う
に
朱
子
に
お
い
て
は
、



性
は
心
に
内
在
す
る
理
で
あ
っ
て
、
霊
な
る
も
の
で
は
な
い
。
「
霊
」
と
は
万
物
の
生
成
要
素
で
あ
る
気
に
、
存
在
原
理
た
る
天
理
が
内

在
す
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
表
し
た
言
葉
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
生
成
生
存
の
根
源
に
横
た
わ
る
究
極
の
事
実
で
あ
り
、
人
間

の
認
識
や
言
語
で
は
推
し
窮
め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
固
定
的
実
体
と
し
て
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
朱
子
は

言
う
。

虚
霊
は
も
と
よ
り
心
の
本
体
で
あ
り
、
自
分
で
虚
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
耳
で
聴
き
目
で
視
る
が
、
視
た
り
聴
い
た

り
す
る
根
源
は
、
そ
の
心
で
あ
る
か
ら
、
〔
心
に
は
〕
形
象
な
ど
あ
り
得
ょ
う
か
。
し
か
し
、
耳
で
聴
き
自
で
視
る
の
だ
か
ら
、
や

は
り
形
象
が
あ
る
の
だ
。
心
の
虚
霊
に
は
、
ど
う
し
て
一
物
な
ど
あ
り
え
よ
う
（
お
）
O

（
向
上
｜
犯
）

虚
霊
（
霊
）
と
は
、
心
の
本
来
の
姿
で
あ
っ
て
、
霊
な
る
実
体
が
別
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
虚
霊
な
る
知
覚
こ
そ
、
心
の
本
質

（
本
体
）
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
朱
子
は
、
「
心
は
性
に
比
べ
れ
ば
、
や
や
形
跡
が
あ
る
が
、
気
に
比
べ
れ
ば
、
自
ず
か
ら
霊
で
あ
る

a）0
」

（
向
上
｜
却
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
心
は
そ
れ
自
体
に
理
を
保
有
す
る
が
故
に
、
言
い
換
え
れ
ば
気
と
理
が
合
一
す
る
が
故
に
、
事
物
の

理
を
知
覚
認
識
す
る
働
き
を
持
つ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
知
覚
は
「
心
の
虚
霊
」
「
人
心
の
霊
」
「
気
の
霊
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
朱
子
学
で
は
、
心
の
虚
霊
な
る
知
覚
（
霊
覚
）
は
理
気
の
妙
合
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
こ
で
問
題

に
な
る
の
は
、
こ
の
理
気
の
妙
合
を
、
自
然
な
る
も
の
と
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
な
ら
し
め
て
い
る
も
の
の
存
在
を
読
み
取
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
朱
子
の
立
場
は
、
「
お
の
ず
か
ら
な
る
虚
霊
」
と
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
そ
の
奥
に
「
一
物
」
を

想
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
霊
覚
の
根
源
と
し
て
天
主
の
存
在
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
利
璃
賓
の
考
え
方
と
の
違
い
が
あ
っ

天主教と朱子学

た
が
、
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
「
妙
合
」
な
ら
し
め
る
存
在
を
想
定
す
る
道
も
可
能
性
と
し
て
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

利
璃
寅
が
、
「
『
理
は
万
物
の
霊
を
含
み
、
万
物
を
化
生
す
る
』
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
は
天
主
で
あ
る
」
と
、
も
っ
て
い
っ
た
の
は
、

そ
の
可
能
性
に
対
す
る
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
｛
一
一
日
え
る
し
、
彼
は
こ
の
点
を
一
歩
進
め
る
べ
く
、
天
の
問
題
、
上
帝
の
問
題
に
論
及
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
奉
教
士
人
た
ち
も
こ
の
観
点
に
注
目
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五



ー
ムノ、

．」，．，、

天
主
と
天
理
（
3
）

｜
｜
天
と
上
帝
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

利
証
明
寅
は
、
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
で
、
中
士
の
「
天
地
を
尊
し
と
す
る
」
と
い
う
説
を
取
り
上
げ
、
「
至
尊
な
る
も
の
は
た
だ
一
つ
で
、

二
つ
と
は
な
い
。
天
と
地
と
言
え
ば
二
つ
で
あ
る
（
お
）
」
と
批
判
す
る
。
続
い
て
、
「
わ
が
国
の
天
主
は
、
中
国
で
言
う
上
帝
で
あ
る
（
お
）
」

と
述
べ
、
『
詩
経
』
『
書
経
』
等
に
見
え
る
上
帝
崇
拝
の
言
葉
を
引
用
し
た
上
で
、
「
上
帝
と
天
主
と
は
、
名
称
が
異
な
る
だ
け
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
五
）
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
利
務
賓
が
経
書
の
文
章
か
ら
「
上
帝
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
崇
敬
の
対
象
と

な
る
の
は
唯
一
無
両
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
文
脈
の
中
か
ら
出
て
来
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
利
務
貨
は
、
上
帝
が
古

来
の
中
国
人
に
よ
っ
て
唯
一
の
主
宰
者
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
、
唯
一
な
る
天
主
と
の
類
似
性

を
見
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
中
国
人
の
所
謂
上
帝
が
そ
の
ま
ま
天
主
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
利
璃
寅
は
、
中
国
人

の
言
う
天
な
い
し
上
帝
の
概
念
で
も
っ
て
、
天
主
を
カ
バ
ー
で
き
る
と
し
た
の
で
は
な
く
、
天
や
上
帝
と
い
う
中
国
人
に
な
じ
み
の
深
い

概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
主
の
概
念
を
理
解
す
る
道
を
開
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
世
議
論
を
呼
び
起
こ
す
こ
と

に
な
る
よ
う
に
、
中
国
天
主
教
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
利
璃
賓
の
説
に
対
し
て
中
士
は
、
朱
子
が
「
帝
」
を
「
天
」
と
解
し
た
の
は
（
『
周
易
本
義
』
説
卦
伝
「
帝
出
乎
震
」

の
註
に
、
「
帝
は
天
の
主
宰
で
あ
る
」
と
見
え
る
）
、
「
天
は
理
に
他
な
ら
な
い
」
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
弱
）
。
ま
た
、
程
子
の

「
形
体
か
ら
天
と
い
い
、
主
宰
か
ら
帝
と
い
い
、
性
情
か
ら
乾
と
い
う
（
お
よ
と
い
う
言
葉
を
引
き
、
上
帝
を
引
く
か
ら
に
は
そ
れ
は
天

地
を
奉
敬
す
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
更
に
中
土
は
、
頭
を
上
げ
て
天
を
見
れ
ば
天
を
拝
す
る
こ
と
が
わ
か
る
、
と
天
に
対
す
る
畏
敬
を

強
調
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
利
璃
寅
は
、
見
え
る
も
の
を
有
る
と
し
、
見
え
な
い
も
の
を
無
い
と
す
る
か
ら
、
形
色
あ
る
天
地
に
仕
え

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
「
天
地
の
主
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
、
と
説
く
。
利
蒋
貨
は
あ
く
ま
で
も
天
地
そ
れ
自

体
が
本
体
で
は
な
く
、
「
原
主
」
（
根
源
の
主
宰
者
）
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
利
璃
寅
は
中
国
人
の
経
書
的
伝
統
の
中



に
あ
る
上
帝
観
を
援
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
天
な
い
し
天
地
に
対
す
る
畏
敬
感
情
に
止
ま
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
天
地
を
含
め
た
万
物
の

根
源
者
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
利
務
費
は
、
報
告
書
の
中
で
、
中
国
人
は
天
を
至
高
神
と
し
て
崇
め

て
い
る
、
と
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
が
、
彼
は
中
国
人
の
天
観
念
の
う
ち
、
特
に
主
宰
者
と
し
て
の
性
格
を
示
す
上
帝
の
概
念
を
取
り

上
げ
、
天
主
と
の
類
似
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
関
心
を
引
き
付
け
る
こ
と
に
、
あ
る
程
度
は
成
功
し
た
と
い
え
る
。
朱

子
学
に
即
し
て
言
え
ば
、
道
の
本
原
と
し
て
の
天
、
善
な
る
性
の
根
拠
で
あ
る
天
、
理
を
支
え
る
究
極
の
も
の
と
し
て
の
天
、
こ
う
い
っ

た
天
の
概
念
に
接
近
す
る
形
で
、
天
主
の
概
念
を
説
い
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
利
務
質
の
論
法
を
受
け
て
、
当
時
の
士
大
夫
た

ち
は
朱
子
学
的
思
想
の
中
か
ら
天
主
教
へ
の
接
近
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
奉
教
土
人
で
あ
る
楊
廷
鋳
は
、
「
天
主
を
欽
崇
す
る
こ
と
は
、
吾
が
儒
が
上
帝
を
昭
事
す
る
こ
と
〔
と
同
じ
〕
だ
面
）
」
（
七

克
序
）
と
述
べ
る
。
彼
は
、
「
儒
者
は
天
に
基
づ
く
。
だ
か
ら
、
天
を
知
り
、
天
に
事
え
、
天
を
畏
れ
、
天
を
敬
う
。
い
ず
れ
も
中
華
先

聖
の
学
で
あ
る
五
）
」
（
刻
西
学
凡
序
）
と
説
き
、
天
主
教
と
儒
教
が
天
に
関
し
て
共
通
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

許
膏
臣
と
い
う
人
物
は
、
「
天
に
つ
い
て
説
く
の
は
、
西
洋
の
学
問
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
程
子
が
『
儒
者
は
天
に
基
づ
く
』
と
言
っ

た
の
は
、
古
人
が
天
を
敬
い
、
天
を
畏
れ
た
の
を
尊
重
し
て
説
い
た
も
の
だ
藷
）
」
（
西
学
凡
引
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
利
璃
寅
ら
の

著
書
を
編
纂
し
て
『
天
学
初
函
』
を
刊
行
し
た
奉
教
士
人
の
李
之
藻
は
、
天
主
教
は
「
天
を
知
り
、
天
に
仕
え
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
、

六
経
の
趣
旨
に
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
§
）
」
（
刻
天
学
初
函
題
辞
）
と
断
言
す
る
。
彼
は
、
孔
孟
の
教
え
も
天
を
大
原
と
す
る
も
の
で

天主教と朱子学

あ
る
と
捉
え
、
天
に
言
及
し
た
『
易
経
』
の
辞
や
、

「
帝
は
天
の
主
宰
で
あ
る
」
と
し
た
朱
子
の
言
葉
を
挙
げ
て
、
「
天
主
の
意
義
〔
を

語
っ
た
も
の
〕
は
、
利
先
生
（
利
璃
質
）
か
ら
始
ま
る
も
の
で
は
な
い

a己
（
天
主
実
義
重
刻
序
）
と
説
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
、
利
務
質
の
論
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
儒
教
と
天
主
教
と
の
接
点
を
、
こ
の
「
天
」
の
一
点
に
求
め
て
い
る

と
い
え
る
。
こ
こ
に
は
、
利
璃
賓
の
方
か
ら
の
接
近
だ
け
で
な
く
、
士
大
夫
た
ち
の
側
か
ら
の
接
近
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

七
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楊
廷
鋳
や
許
膏
臣
の
言
葉
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
聖
人
（
儒
者
）
本
天
」
の
立
場
を
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
こ
の
程
伊
川
の
言
葉
は
、
「
釈
氏
（
仏
教
）
本
心
」
の
立
場
に
対
峠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
が
、
こ
の
言
葉
を
引
き

な
が
ら
、
天
主
教
と
儒
学
が
共
に
「
天
に
基
づ
く
州
主
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
心
に
基
づ
く
学
」
で
あ
る
仏
教
や

儒
教
心
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
陳
亮
采
は
『
七
克
』
に
寄
せ
た
序
文
の
中
で
、
心
を

師
と
し
、
心
を
天
と
認
め
る
立
場
を
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
異
口
同
音
に
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
と
は
、
陽
明

学
流
の
心
学
の
流
行
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
立
つ
者
が
、
こ
れ
に
対
時
す
る
「
本
天
の
学
」
と
し
て
、
天
主
教
を
好
意
的
に
捉
え
た

と
い
う
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
主
教
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
都
合
の
よ
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
儒
教
的
天
概
念
と
の
共
通
性
が
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
く
る
と
、
天
主
の
全
体
像
や
本
質
が
ぼ
や
け
て
く
る
危
険
性
も
確
か
に
あ
っ

た
と
い
え
る
。
ま
た
、
更
に
儒
教
的
天
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
て
そ
の
他
に
天
主
な
ど
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
考
え
方
も
出

て
く
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
楊
廷
鋳
の
『
代
疑
篇
』
な
ど
の
著
述
を
見
て
い
く
と
、
天
主
教
固
有
の
天
主
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ

れ
は
、
万
物
を
創
造
し
主
宰
す
る
天
主
が
、
同
時
に
人
類
の
た
め
に
降
生
し
救
済
す
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
天
主
像
に
他
な
ら
な
い
（
お
）
。

徐
光
啓
、
李
之
藻
、
揚
廷
鋳
と
い
っ
た
奉
教
土
人
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
創
造
H
救
済
者
と
し
て
の
天
主
を
信
奉
し

た
の
で
あ
る
が
、
『
天
主
実
義
』
で
は
最
終
篇
に
わ
ず
か
に
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
、
こ
う
し
た
内
容
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
現
さ
な
い
。

てコ
ま

り
、
最
初
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
『
天
主
実
義
』
は
天
主
教
の
す
べ
て
を
語
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
語
ろ
う
と
し
た
も
の
で
も
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
利
璃
賓
が
対
話
し
た
中
国
人
の
興
味
や
関
心
に
即
し
て
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
見
て
き
た
天
や
上
帝
な
ど
に
関
す
る
一
連
の
議
論
も
、
そ
う
い
っ
た
対
話
の
対
象
と
な
っ
た
土
大
夫
た
ち
の
思

想
に
即
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
、
利
務
質
ら
が
彼
ら
に
語
っ
た
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
天
主

実
義
』
の
成
立
の
事
情
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
利
務
質
は
一
方
で
中
国
文
に
よ
る
正
統
的
カ
テ
キ
ズ
ム
を
厳
密
詳
細
に
制
作
し
な
が
ら
、

他
方
で
中
国
人
の
思
想
に
即
し
た
カ
テ
キ
ズ
ム
を
創
作
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
奉
教
し
た
士
大
夫
た
ち
が
、
天
主
教
本
来
の
天



主
概
念
を
誤
ら
ず
に
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
最
終
的
に
利
璃
賓
の
意
図
が
成
就
し
た
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
別
の
観
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
朱
子
学
思
想
と
の
対
話
を
徹
底
的
に
推
し
進
め
る
と
い
う
利
璃
賓
と
の
対
話
を
通
し
て
、
彼
ら
の
中

に
あ
る
何
か
が
触
発
さ
れ
、
彼
ら
自
身
の
思
想
が
揺
り
動
か
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
る
思
想
形
成
へ
と
彼
ら
を
誘
う
こ
と
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
い
え
よ
う
。
最
後
に
、
天
主
教
が
提
示
し
た
人
間
観
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

七

霊
魂
を
め
ぐ
っ
て

利
務
寅
は
『
天
主
実
義
』
の
中
で
、
生
命
活
動
の
原
理
で
あ
る
ア
ニ
マ
を
「
魂
」
と
訳
し
、
「
生
魂
」
「
覚
魂
」
「
霊
魂
」
の
三
魂
が
あ

る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
人
聞
は
、
生
長
養
育
の
機
能
や
知
覚
運
動
の
機
能
の
上
に
、
物
事
を
推
論
し
理
義
を
明
弁
す
る
固
有
の
機
能
を
備

え
た
霊
魂
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
霊
魂
は
、
記
憶
・
認
識
判
断
・
意
志
の
働
き
を
備
え
、
肉
体
と
合
一
す
る
が
、
こ
れ
を
超
越
し
主
宰
す

る
。
霊
魂
は
、
人
が
生
を
受
け
る
時
に
、
一
人
一
人
天
主
か
ら
直
接
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
、
人
聞
を
他
の
存
在
か
ら
区
別
し
特
徴
づ
け
る

と
共
に
、
個
々
の
人
聞
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
存
在
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
肉
体
の
死
後
も
永
存
不
滅
の
も
の
で
あ
り
、
天
堂
も

し
く
は
地
獄
に
至
る
も
の
と
さ
れ
る
。
物
事
の
理
義
曲
直
を
判
別
す
る
能
力
を
持
ち
、
自
由
意
志
を
備
え
た
人
聞
は
、
霊
魂
の
不
滅
と
来

世
の
賞
罰
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
の
生
を
よ
り
よ
く
生
き
る
よ
う
創
造
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
利
蒋
賓
が
提
示
し
た
、

天
主
教
的
人
間
観
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
霊
魂
観
に
関
し
て
も
、
や
は
り
中
国
人
と
の
対
話
の
中
で
様
々
な
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
容

天主教と朱子学

は
、
『
天
主
実
義
』
の
第
三
篇
・
第
四
篇
、
及
び
支
儒
略
（
ジ
ュ
リ
オ
・
ア
レ
l
ニ
）
の
『
性
学
物
述
』
に
詳
し
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
筆
者
は
別
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
た
の
で
、
以
下
、
問
題
点
を
簡
単
に
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
員
百

一
つ
は
、
理
気
の
概
念
と
の
関
係
で
あ
る
。
人
の
生
死
は
気
の
衆
散
と
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
中
国
古
代
以
来
の
死
生
観

に
対
し
て
、
利
弱
寅
は
、
気
に
は
霊
的
作
用
は
認
め
ら
れ
ず
、
霊
魂
は
気
で
は
な
い
、
と
す
る
。
ま
た
、
理
に
関
し
て
も
、
霊
魂
は
理
で

一
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は
な
く
、
理
を
推
論
明
弁
す
る
主
体
で
あ
る
、
と
す
る
。
生
成
を
気
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
天
理
の
内
在
と
し
て
本
性
を
捉
え
る
朱
子
学

的
発
想
と
は
異
な
る
人
間
観
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
鬼
神
と
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
は
、
人
間
の
死
後
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
同
一
視
さ
れ
や
す
い
が
、
利
務
質

は
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
霊
魂
は
人
の
内
な
る
本
質
を
な
す
が
、
鬼
神
は
固
有
の
本
質
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
鬼
神
は
祭
斑

の
対
象
と
な
る
が
、
霊
魂
は
杷
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
主
を
崇
仰
す
る
当
体
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
特
に
伝
統
的
祭
杷

儀
礼
と
の
関
係
で
、
中
国
人
の
天
主
教
受
容
に
深
刻
な
課
題
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
霊
魂
の
存
在
を
前
提
に
し
な
い

限
り
、
来
世
と
救
済
と
い
う
天
主
教
の
最
も
重
要
な
テ
l
マ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
天
主
教
の
立
場
で
は
、
霊
魂
の
個
別
性
・
独
自
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
中
国
人
の
側
か
ら
は
、
本
性
の
同
一
性
が
主
張
さ
れ
る
。

万
物
は
一
気
あ
る
い
は
一
理
か
ら
成
る
と
し
て
、
そ
の
一
体
融
合
性
を
確
信
す
る
中
国
思
想
と
、
人
間
あ
る
い
は
倍
我
の
独
自
性
を
根
底

に
持
つ
天
主
教
思
想
と
の
違
い
が
明
確
に
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
霊
魂
を
め
ぐ
っ
て
も
、
天
主
教
と
朱
子
学
の
聞
に
は
、
人
間
理
解
の
本
質
的
な
相
違
が
見
ら
れ
た
。
で
は
、
天
主
教

を
受
容
し
た
人
々
は
、
こ
の
基
本
的
な
人
間
観
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
を
捨
て
、

一
方
を
受
け
入
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
、
天
主
教
に
対
し
て
接
近
し
て
い
っ
た
人
々
の
多
く
が
、
死
後
や
来
世
と
い
っ
た
問
題
に
多
大
な

関
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
『
天
主
実
義
』
首
篇
の
冒
頭
に
見
え
る
中
土
の
問
い
か
け
も
、
修
己
成
徳
の
道
は
死
後
ど
こ

に
至
る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
利
璃
賓
が
士
大
夫
た
ち
と
実
際
に
行
な
っ
た
対
話
を
収
め
た
『
崎
人
十
篇
』
は
、
死
と
死
後
を

め
ぐ
る
問
答
が
あ
ふ
れ
で
い
る
。
ま
た
、
利
璃
貨
は
報
告
書
の
中
で
、
後
に
中
国
天
主
教
会
の
中
核
と
な
っ
た
徐
光
啓
が
若
い
時
、
儒
教

で
は
来
世
や
魂
の
救
済
に
つ
い
て
語
ら
れ
な
い
の
で
、
仏
教
な
ど
に
求
め
た
が
満
足
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
奉
教
士
人
に
と
っ
て
死
後
の
問
題
が
い
か
に
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
儒
学
は
基
本
的
に
鬼
神
や

死
後
の
こ
と
を
主
題
と
は
し
な
い
。
祭
杷
儀
礼
に
し
て
も
、
死
者
の
霊
そ
の
も
の
が
問
題
と
い
う
よ
り
、
生
き
て
い
る
者
の
家
族
倫
理
・



社
会
倫
理
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
利
璃
賓
が
、
「
こ
う
い
う
儀
式
が
設
け
ら
れ
た
の
は
死
者
の
た
め
と
い
う
よ
り

も
生
き
て
い
る
者
の
た
め
だ
」
（
前
出
）
と
分
析
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
な
り
に
当
を
得
た
も
の
と
い
え
る
。
朱
子
も
、
「
鬼
神
は
二
番
手

に
す
る
こ
と
だ
B
己
（
朱
子
語
類
・
巻
三
）
と
し
、
「
鬼
神
の
道
理
は
、
聖
人
で
も
説
き
が
た
い
（
お
よ
（
朱
子
文
集
・
巻
五
一
・
答
董
叔

重
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
朱
子
は
人
聞
の
死
後
に
関
わ
る
鬼
神
の
問
題
を
無
視
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
道
理
を

窮
め
た
上
で
、
「
知
り
が
た
い
」
「
説
き
が
た
い
」
要
素
に
対
し
て
慎
重
な
態
度
を
と
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
§
）
。
先
に
見
た
よ

う
に
、
朱
子
は
理
気
の
妙
合
と
し
て
存
在
を
捉
え
る
。
朱
子
は
事
物
に
即
し
て
徹
底
的
に
天
理
を
窮
め
た
上
で
、
存
在
の
究
極
、
人
間
の

知
の
究
極
、
そ
こ
に
「
説
き
が
た
い
」
何
か
を
見
つ
め
て
い
た
と
も
言
え
る
。
霊
魂
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
朱
子
学
と
天
主
教
と
の
聞
に

は
、
大
き
な
隔
た
り
が
確
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
死
の
問
題
、
不
可
知
な
る
問
題
は
、
朱
子
学
自
身
が
も
っ
て
い
た
根
本
問
題
と
連
な

る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
朱
子
の
言
、
っ
「
説
き
難
い
」
「
知
り
難
い
」
も
の
へ
の
関
心
と
希
求
が
、
天
主
教
で
説
く
死
生
観
に
対

す
る
関
心
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
方
向
へ
と
向
う
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
利
穏
賓
の
、

「
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ア
に
所
属
す
る
者
（
儒
教
徒
）
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
と
も
、
ま
た
そ
う
な
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
」
（
前

出
）
と
い
う
発
言
は
、
単
な
る
希
望
的
観
測
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
の
た
て
ま
え
論
で
も
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

八
お
わ
り
に

以
上
、
『
天
主
実
義
』
の
議
論
を
見
る
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
天
主
教
と
朱
子
学
と
の
聞
に
は
思
想
的
に
大
き
な
相
違
点
が

天主教と朱子学

存
在
し
た
。

つ
ま
り
、
存
在
の
根
源
、
人
間
の
本
性
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す

る
議
論
を
突
き
詰
め
て
い
く
時
、
互
い
に
相
い
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
相
違
を
越
え
る
道
の
可
能
性
も
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
考
え
方
が
異
な
る
問
題
に
関
す
る
更
な
る
掘
り
下
げ
を
通
し
て
、
実
は
朱
子
学
か
ら
天
主
教
へ
と
い
う
道
も
存
在
し
え
た
の
で
な

い
か
。
む
し
ろ
、
対
立
す
る
思
想
と
の
対
話
に
お
い
て
、
自
己
自
身
の
思
想
を
開
放
し
再
構
築
し
て
い
く
道
が
聞
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ

四
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ろ
う
か
。
明
清
期
の
士
大
夫
た
ち
が
天
主
教
を
受
容
す
る
に
当
っ
て
、
彼
ら
の
思
想
的
素
地
と
し
て
の
朱
子
学
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
論
で
は
こ
の
間
題
に
対
す
る
一
つ
の
推
論
を
行
な
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
今
後
、
更
に

多
様
な
視
点
か
ら
の
接
近
と
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

【註】

（1
）
以
下
、
利
蒋
貨
の
報
告
書
か
ら
の
引
用
は
全
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
土
の
パ
ス
ク
ワ
l
レ・

M
・
デ
リ
l
ア
が
編
纂
し
た
司
O
Z叶，

H
E
R
E包同』

（
一
九
四
一
一
、
四
九
）
を
底
本
と
し
た
、
川
名
公
平
氏
訳
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
一
・
ニ
』
（
岩
波
書
店
『
大
航
海
時
代
叢
書
』
第
ロ
期
第

8
・
9
巻
）
に
よ
る
。

（2
）
『
天
主
実
義
』
の
成
立
過
程
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
弓
天
主
実
義
』
の
成
立
」
（
「
哲
学
年
報
」
第
五
十
二
揖
、
一
九
九
二
）
を
参
照
。

（
3
）
吾
将
訳
天
主
之
公
教
以
徴
其
為
真
教
。
姑
未
論
其
尊
信
者
之
衆
且
賢
与
経
伝
之
所
云
、
且
先
挙
其
所
拠
之
理
。
：
・
今
子
欲
聞
天
主
教
原
、
則
吾
直

陳
此
理
以
対
。
但
伎
理
剖
析
。

（4
）
夫
儒
之
謂
日
有
田
誠
、
難
未
尽
閲
其
釈
、
固
庶
幾
乎
。

（
5
）
太
極
非
他
物
、
乃
理
而
己
。

（6
）
所
調
理
、
則
不
能
為
天
地
万
物
之
原
会
。

（
7
）
無
其
理
則
無
其
物
。
是
故
我
周
子
信
理
為
物
之
原
也
。

（
8
）
凡
有
一
物
、
必
有
一
理
。

（
9
）
吾
問
、
理
者
先
生
陰
陽
五
行
、
然
後
化
生
天
地
万
物
、
放
生
物
有
次
第
鷲
。

（
m）
理
者
霊
覚
否
、
明
義
者
否
。
如
霊
覚
明
義
、
則
属
鬼
神
之
類
。
易
謂
之
太
極
、
謂
之
理
也
。

（
日
）
理
無
霊
無
覚
、
則
不
能
生
霊
生
覚
。

（
ロ
）
但
理
動
而
生
陽
、
陽
乃
自
然
之
霊
覚
、
或
其
然
乎
。

（
日
）
彼
陽
者
何
由
得
霊
覚
乎
。

（M
）
先
生
調
天
主
無
形
無
声
而
能
施
万
象
有
形
有
声
、
則
太
極
無
霊
覚
而
能
施
物
之
霊
覚
、
何
傷
乎
。

（
時
）
如
爾
日
理
含
高
物
之
霊
、
化
生
万
物
、
此
乃
天
主
也
。
何
独
謂
之
理
、
調
太
極
哉
。
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（
時
）
蓋
人
心
之
霊
、
莫
不
有
知
、
而
天
下
之
物
、
莫
不
有
理
。

（
げ
）
心
之
虚
霊
知
覚
一
而
己
失
、
而
以
為
有
人
心
道
心
之
異
者
、
則
以
其
或
生
於
形
気
之
私
、
或
原
於
性
命
之
正
、
而
所
以
為
知
覚
者
不
問
。

（
国
）
所
知
覚
者
是
理
。
理
不
離
知
覚
、
知
覚
不
離
理
。

（
問
）
所
覚
者
、
心
之
理
也
、
能
覚
者
、
気
之
霊
也
。

（
初
）
問
、
知
覚
是
心
之
霊
閤
如
此
、
抑
気
之
為
邪
。
日
、
不
専
是
気
、
是
先
有
知
覚
之
理
。
理
未
知
覚
、
気
家
成
形
、
理
与
気
合
、
便
能
知
覚
。
警
如

這
燭
火
、
是
因
得
這
脂
膏
、
便
有
許
多
光
焔
。

（
幻
）
心
之
所
思
、
耳
之
所
聴
、
目
之
所
視
、
手
之
持
、
足
之
履
、
似
非
気
之
所
能
到
。
気
之
所
運
、
必
有
以
主
之
者
。
目
、
気
中
自
有
箇
霊
底
物
事
。

（
辺
）
問
、
霊
処
是
心
、
抑
是
性
。
日
、
霊
処
只
是
心
、
不
是
性
。
性
只
是
理
。

（
幻
）
虚
霊
自
是
心
之
本
体
、
非
我
所
能
虚
也
。
耳
目
之
視
聴
、
所
以
視
聴
者
即
其
心
也
。
出
旦
有
形
象
。
然
有
耳
目
以
視
聴
之
、
則
猶
有
形
象
也
。
若
心

之
虚
霊
、
何
嘗
有
物
。

（
M
）
心
比
性
、
則
徴
有
迩
。
比
気
、
則
自
然
又
霊
。

（
お
）
夫
至
尊
無
両
、
惟
一
駕
耳
。
回
天
白
地
、
是
二
之
也
。

（
お
）
吾
国
天
主
即
華
言
上
帝
。

（
幻
）
知
上
帝
与
天
主
特
異
以
名
也
。

（
お
）
朱
註
解
帝
為
天
、
解
天
惟
理
也
。

（m
U
）
以
形
体
調
天
、
以
主
宰
謂
帝
、
以
性
情
調
乾
。

（
叩
山
）
夫
欽
崇
天
主
、
即
吾
儒
昭
事
上
帝
也
。

（
担
）
儒
者
本
天
。
故
知
天
、
事
天
、
畏
天
、
敬
天
。
皆
中
華
先
聖
之
学
也
。

（
匁
）
言
天
非
自
西
学
始
也
。
程
子
日
、
儒
者
本
天
、
蓋
宗
古
敬
天
畏
天
言
之
。

（
お
）
要
於
知
天
事
天
、
不
詑
六
経
之
旨
。

（
鈍
）
然
則
天
主
之
義
、
不
自
利
先
生
瓶
失
。

（
お
）
拙
稿
「
楊
廷
鋳
の
思
想
形
式
に
関
す
る
一
考
察
｜
｜
明
末
一
天
主
教
徒
の
人
間
観
｜
」
（
「
中
国
哲
学
論
集
」
第
十
二
号
、
一
九
八
六
）
を
参

照。

（
お
）
拙
稿
「
明
末
天
主
教
の
霊
魂
観
｜
｜
中
国
思
想
と
の
対
話
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
「
東
方
学
」
第
七
十
六
揖
、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

四
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（
幻
）
鬼
神
事
自
是
第
二
著
。

（
お
）
鬼
神
之
理
、
聖
人
葦
難
言
之
。

（
お
）
拙
稿
「
陰
陽
の
霊
と
し
て
の
鬼
神
｜
｜
朱
子
鬼
神
魂
塊
論
へ
の
序
章

l
l
」
（
「
哲
学
年
報
」
第
五
十
揖
、
一
九
九
ご
を
参
照
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
一
九
九
二
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
台
北
市
の
中
央
研
究
院
学
術
活
動
中
心
で
開
催
さ
れ
た
「
国
際
朱
子
学
会
議
」

に
お
い
て
、
「
明
清
期
的
天
主
教
輿
朱
子
学
」
と
い
う
題
で
発
表
し
た
内
容
を
基
に
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
発
表
の
論
文
と
一
部
重
複
す
る
が
、

そ
の
ま
ま
載
録
し
た
。
ま
た
本
稿
は
、
平
成
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
一
般
研
究
（
B
）
「
幕
末
明
治
期
に
お
け
る
明
清
期
天
主
教
関

係
漢
籍
の
流
入
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
代
表
柴
田
篤
）
に
参
加
し
て
得
ら
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。


