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一　

は
じ
め
に

　

筆
者
は
︑
こ
こ
数
年
︑
大
学
の
学
部
の
講
義
で
︑
拙
著
『
入
門　

中
国
思
想
史
』︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
二
年
四
月
︶
を
用
い
て
︑
中

国
思
想
︵
史
︶
を
概
説
し
て
い
る
︒
受
講
生
は
︑
概
ね
中
国
思
想
︵
史
︶
の
初
学
者
で
あ
る
が
︑
中
に
は
︑
高
校
生
の
時
に
「
倫
理
」
と

い
う
教
科
を
受
講
し
て
︑
一
定
程
度
の
中
国
思
想
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
る
学
生
も
い
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
も
そ
も
「
倫
理
」
の
授
業

す
ら
行
な
わ
れ
て
い
な
い
高
校
も
少
な
く
な
く
︑
ま
た
「
倫
理
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
高
校
で
も
︑「
倫
理
」
を
選
択
受
講
す
る
生
徒
は

多
く
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
学
の
学
部
の
講
義
に
お
け
る
受
講
生
の
圧
倒
的
多
数
が
︑
大
学
で
初
め
て
中
国
思
想
︵
史
︶
を
学
ぶ
の

で
あ
る
︒
筆
者
も
︑
そ
う
で
あ
っ
た
︒

　

い
っ
た
い
︑
日
本
の
高
校
の
公
民
「
倫
理
」
の
授
業
で
は
︑
ど
の
程
度
︑
中
国
思
想
が
学
習
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
点
は
︑
筆
者
が
大
学
で
中
国
思
想
の
講
義
を
担
当
し
た
時
か
ら
知
り
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
高
校
教
員
の
教
え
方
に
も
左
右
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
大
学
で
中
国
思
想
を
専
攻
し
た
者
が
高
校
の
「
倫
理
」
担
当
教
員
に
な
っ
た
ば
あ
い
︑
そ
の
者
自
身
が
学

ん
で
き
た
中
国
思
想
の
知
識
を
駆
使
し
て
生
徒
の
興
味
を
ひ
く
話
を
し
︑
一
つ
の
事
が
ら
に
つ
い
て
教
科
書
の
記
述
以
上
に
詳
し
い
説
明

中
国
思
想
は
高
校
生
に
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か

─ 

平
成
28
年
度
使
用 

高
校
「
倫
理
」
の
教
科
書
を
分
析
し
て 

─

井　

ノ　

口　
　

哲　

也
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五
八

を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
で
な
い
ば
あ
い
︑「
倫
理
」
の
教
科
書
に
書
か
れ
て
あ
る
中
国
思
想
の
知
識
を
︵
資
料

集
等
の
補
助
教
材
を
用
い
た
り
し
な
が
ら
︶
吸
収
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒

　

本
稿
は
︑
二
〇
一
六
︵
平
成
二
八
︶
年
度
現
在
︑
高
校
「
倫
理
」
の
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
都
合
七
種
類
の
教
科
書︵
₁
︶の

内
容
を
分
析
し
︑
高
校
生
が
「
倫
理
」
の
教
科
書
を
通
じ
て
︑
中
国
思
想
の
知
識
を
ど
の
程
度
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か

に
し
︑
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る︵
₂
︶︒

二　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
に
お
け
る
「
倫
理
」
の
学
習
内
容
と
中
国
思
想

　

さ
て
︑「
倫
理
」
の
教
科
書
の
内
容
を
分
析
す
る
前
に
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
の
「
倫
理
」
に
中
国
思
想
が
ど
の
よ
う
に
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
の
か
︑
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒「
倫
理
」
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
は
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』︵
東
山
書
房
︑

二
〇
〇
九
年
九
月
︶
の
︑「
第
二
章　

各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科
」

―

「
第
三
節　

公
民
」

−

「
第
二
款　

各
科
目
」

−

「
第
二　

倫
理
」

−

「
二　

内
容
」
に
︑
以
下
の
と
お
り
︑
大
き
く
三
項
目
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
︒

︵
1
︶
現
代
に
生
き
る
自
己
の
課
題

︵
2
︶
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方

　
　

ア　

人
間
と
し
て
の
自
覚

　
　

イ　

国
際
社
会
に
生
き
る
日
本
人
と
し
て
の
自
覚

︵
3
︶
現
代
と
倫
理

　
　

ア　

現
代
に
生
き
る
人
間
の
倫
理

　
　

イ　

現
代
の
諸
課
題
と
倫
理
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九

中
国
思
想
は
高
校
生
に
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
（
井
ノ
口
）

　

こ
れ
ら
の
う
ち
︑
中
国
思
想
に
深
く
関
係
し
て
い
る
の
は
︑︵
2
︶
の
み
で
あ
る
︒︵
2
︶
全
体
の
内
容
説
明
と
︑
ア
・
イ
の
各
内
容
説

明
を
以
下
に
示
す
と
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

　
　
︵
2
︶
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方

　
　
　

自
己
の
生
き
る
課
題
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
︑
先
哲
の
基
本
的
な
考
え
方
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
人
間
の
存
在
や
価
値
に
つ
い

て
思
索
を
深
め
さ
せ
る
︒

　
　
　
　

ア　

人
間
と
し
て
の
自
覚

　
　
　
　
　
　

人
生
に
お
け
る
哲
学
︑
宗
教
︑
芸
術
の
も
つ
意
義
な
ど
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
︑
人
間
の
存
在
や
価
値
に
か
か
わ
る
基
本
的

な
課
題
に
つ
い
て
思
索
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
︑
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
さ
せ
る
︒

　
　
　
　

イ　

国
際
社
会
に
生
き
る
日
本
人
と
し
て
の
自
覚

　
　
　
　
　
　

日
本
人
に
み
ら
れ
る
人
間
観
︑
自
然
観
︑
宗
教
観
な
ど
の
特
質
に
つ
い
て
︑
我
が
国
の
風
土
や
伝
統
︑
外
来
思
想
の
受
容

に
触
れ
な
が
ら
︑
自
己
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
理
解
さ
せ
︑
国
際
社
会
に
生
き
る
主
体
性
の
あ
る
日
本
人
と
し
て
の
在
り

方
生
き
方
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
︒

　

以
上
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
は
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
で
は
︑「
第
二　

倫
理
」
︱
「
三　

内
容
の
取

扱
い
」
の
︵
2
︶
の
イ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
上
掲
の
︵
2
︶
の
ア
・
イ
に
関
し
て
は
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
　

イ　

内
容
の
︵
2
︶
に
つ
い
て
は
︑
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
︒

　
　
　
︵
ア
︶
ア
に
つ
い
て
は
︑
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
︑
キ
リ
ス
ト
教
︑
イ
ス
ラ
ム
教
︑
仏
教
︑
儒
教
な
ど
の
基
本
的
な
考
え
方
を
代
表
す

る
先
哲
の
思
想
︑
芸
術
家
と
そ
の
作
品
を
︑
倫
理
的
な
観
点
を
明
確
に
し
て
取
り
上
げ
る
な
ど
工
夫
す
る
こ
と
︒

　
　
　
︵
イ
︶
イ
に
つ
い
て
は
︑
古
来
の
日
本
人
の
考
え
方
や
代
表
的
な
日
本
の
先
哲
の
思
想
を
手
掛
か
り
に
し
て
︑
自
己
の
課
題
と
し
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〇

て
学
習
さ
せ
る
こ
と
︒

　

イ
の
︵
イ
︶
は
︑
日
本
思
想
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
︑
本
稿
で
は
︑
省
略
す
る︵

3
︶︒
中
国
思
想
に
関
し
て
言
え
ば
︑
イ
の
︵
ア
︶
に
︑

よ
う
や
く
「
儒
教
」
と
い
う
語
が
登
場
し
た
が
︑
し
か
し
︑
こ
れ
だ
け
で
は
︑
い
っ
た
い
何
を
ど
れ
だ
け
勉
強
す
る
べ
き
な
の
か
︑
と
い

う
こ
と
に
関
す
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
な
い
︒

　

そ
こ
で
︑
参
考
ま
で
に
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

公
民
編
』︵
教
育
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
六
月
初
版
︶
を
み
て
み
る
と
︑『
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
の
上
記
の
文
章
に
つ
い
て
︑
や
や
具
体
的
に
学
習
内
容
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
上
掲
の
「
内
容

の
取
り
扱
い
」
の
︵
2
︶
の
イ
の
︵
ア
︶
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒「
儒
教
」
に
つ
い
て
は
︑
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

　
「
儒
教
」
で
は
︑
孔
子
や
孟
子
の
言
行
を
適
宜
取
り
上
げ
︑
儒
教
が
人
間
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
︑
ど
う
生
き
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
︑
自
己
の
課
題
と
結
び
付
け
て
考
え
さ
せ
る
︒
例
え
ば
︑
仁
や
礼
の
言
説
を
取
り
上
げ
て
︑
人
間
に
つ

い
て
の
見
方
や
︑
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
築
き
な
が
ら
社
会
生
活
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
と
い
う
課
題
を
考
え
さ
せ
る
︒
そ
の
際
︑

性
善
説
や
性
悪
説
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
︑
今
後
の
思
索
を
深
め
る
視
点
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
人
間
に
つ

い
て
の
深
い
洞
察
や
共
感
的
理
解
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
気
付
か
せ
る
よ
う
に
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
と
も
す
れ
ば
自
己
や
身
近

な
仲
間
う
ち
に
の
み
関
心
を
向
け
が
ち
な
今
日
の
生
徒
に
︑
良
識
あ
る
公
民
と
し
て
い
か
に
在
る
べ
き
か
︑
い
か
に
生
き
る
べ
き
か

に
つ
い
て
思
索
を
深
め
さ
せ
る
︒

　
「
儒
教
」
の
学
習
内
容
と
し
て
︑
具
体
的
に
︑「
孔
子
や
孟
子
の
言
行
」︑「
仁
や
礼
の
言
説
」︑「
性
善
説
や
性
悪
説
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑「
儒
教
」
を
代
表
す
る
具
体
的
な
先
哲
と
し
て
︑
孔
子
・
孟
子
・
荀
子
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

公
民
編
』
で
は
︑「
儒
教
」
の
解
説
文
の
直
後
に
︑
続
け
て
︑
イ
の
︵
ア
︶
の
文
言
に
つ
い
て
︑
次

の
よ
う
に
非
常
に
細
か
い
点
に
ま
で
解
説
文
が
記
さ
れ
て
い
る
︒



一
六
一

中
国
思
想
は
高
校
生
に
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
（
井
ノ
口
）

　

な
お
︑「
内
容
の
取
扱
い
」
で
は
︑「
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
︑
キ
リ
ス
ト
教
︑
イ
ス
ラ
ム
教
︑
仏
教
︑
儒
教
な
ど
」
と
「
な
ど
」
が
付

さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
思
想
の
ほ
か
に
︑
指
導
の
上
で
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
︑
老
子
・
荘
子
の
思
想
な
ど
も
適
宜

取
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
︒
そ
の
際
︑
そ
れ
ら
の
基
本
的
な
考
え
方
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
し
︑
生
徒
の
「
人
間
と
し
て
の
自
覚
」

を
深
め
さ
せ
る
と
い
う
観
点
で
取
り
扱
う
よ
う
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　

高
校
の
公
民
「
倫
理
」
と
い
う
教
科
に
お
い
て
︑
中
国
思
想
の
内
容
と
し
て
︑「
儒
教
」
以
外
に
「
老
子
・
荘
子
の
思
想
」
を
と
り
あ

げ
て
よ
い
こ
と
の
根
拠
は
︑「
な
ど
」
と
い
う
文
言
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
の
文
章
に
お
い
て
も
︑「
老
子
・
荘
子
の
思
想

な
ど
」
と
「
な
ど
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
︑
こ
の
「
な
ど
」
も
「
老
子
・
荘
子
の
思
想
」
以
外
の
思
想
も
適
宜
と
り
あ
げ
て
よ
い

こ
と
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
く
と
︑
結
局
︑「
な
ど
」
と
い
う
文
言
が
付
い
て
い
る
こ
と
で
︑
と

り
あ
げ
て
よ
い
思
想
は
無
限
定
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
す
な
わ
ち
︑
学
習
内
容
の
選
定
は
︑
高
校
の
教
壇
に
立
つ
「
倫
理
」
の
担
当
教
員
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

公
民
編
』
で
は
︑
中
国
思
想
の
学
習
内
容
と
し
て
︑
具
体
的
に
︑
儒
教
と
老
荘
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
︑
儒
教
と
老
荘
に
分
け
て
︑「
倫
理
」
の
教
科
書
の
内
容
を
紹
介
し
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
︒

三　

儒　
　
　

教

　

儒
教
に
つ
い
て
は
︑
各
教
科
書
の
構
成
か
ら
︑︵
Ⅰ
︶
孔
子
︑︵
Ⅱ
︶
孟
子
︑︵
Ⅲ
︶
荀
子
︑︵
Ⅳ
︶
朱
子
・
王
陽
明
︑︵
Ⅴ
︶
そ
の
他
︑

に
分
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
内
容
を
確
認
し
︑
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

　
︵
Ⅰ
︶
孔
子
︵
前
五
五
二
～
前
四
七
九
︶

　

孔
子
に
つ
い
て
は
︑「
仁
」
と
「
礼
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
そ
の
思
想
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒「
仁
」
を
表
す
四
字
熟
語
と
し
て
「
克
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二

己
復
礼
」
が
示
さ
れ
︑「
仁
」
の
内
容
と
し
て
︑
様
々
な
立
場
に
あ
る
他
者
と
の
間
の
秩
序
を
示
す
「
孝
」「
悌
」「
忠
」「
恕
」「
信
」
に
言

及
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑「
仁
」
と
「
礼
」
を
身
に
つ
け
た
有
徳
の
理
想
的
人
間
を
指
す
「
君
子
」
や
そ
の
対
義
語
で
あ
る
「
小
人
」

も
登
場
す
る
︒
さ
ら
に
︑
孔
子
が
理
想
と
し
た
と
さ
れ
る
政
治
の
方
針
「
徳
治
主
義
」
は
︑「
修
己
治
人
」
を
理
想
と
す
る
こ
と
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
︵「
徳
治
主
義
」
と
い
う
語
は
孟
子
の
所
で
登
場
す
る
教
科
書
も
あ
る
︶︒

　
『
論
語
』
の
中
の
孔
子
の
言
葉
も
︑
教
科
書
中
の
コ
ラ
ム
欄
や
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
実
は
︑
中
国
古
典
の
中
で
︑『
論
語
』
ほ
ど
︑

「
倫
理
」
の
教
科
書
に
引
か
れ
て
い
る
も
の
は
︑
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
七
種
の
教
科
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
論
語
』
の

文
章
を
列
挙
す
る
と
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

「
学
び
て
時
に
之
を
習
う
︑
亦
説
ば
し
か
ら
ず
や
︒
朋
︑
遠
方
よ
り
来
た
る
あ
り
︑
亦
楽
し
か
ら
ず
や
︒
人
知
ら
ず
し
て
慍
ら
ず
︑

亦
君
子
な
ら
ず
や
︒」︵
学
而
篇
︶

「
巧
言
令
色
︑
鮮
な
い
か
な
仁
︒」︵
学
而
篇
︶

「
人
の
己
を
知
ら
ざ
る
を
患
え
ず
︑
人
を
知
ら
ざ
る
を
患
え
よ
︒」︵
学
而
篇
︶

「
政
を
為
す
に
徳
を
以
て
す
れ
ば
︑
譬
え
ば
北
辰
の
其
の
所
に
居
て
︑
衆
星
の
之
を
共
る
が
如
し
︒」︵
為
政
篇
︶

「
子
曰
わ
く
︑
吾
れ
十
有
五
に
し
て
学
に
志
す
︒
三
十
に
し
て
立
つ
︒
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
︒
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
︒
六
十
に

し
て
耳
順
う
︒
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
い
て
矩
を
踰
え
ず
︒」︵
為
政
篇
︶

「
故
き
を
温
め
て
新
し
き
を
知
る
︑
以
て
師
と
為
す
べ
し
︒」︵
為
政
篇
︶

「
君
子
は
器
な
ら
ず
︒」︵
為
政
篇
︶

「
子
曰
わ
く
︑
学
び
て
思
わ
ざ
れ
ば
則
ち
罔
し
︒
思
う
て
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち
殆
し
︒」︵
為
政
篇
︶

「
由
よ
︑
汝
に
知
る
こ
と
を
誨
え
ん
か
︑
こ
れ
を
知
る
は
こ
れ
を
知
る
と
な
し
︑
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
な
す
︑
こ
れ
知
る
な
り
︒」

︵
為
政
篇
︶

「
義
を
見
て
為
ざ
る
は
勇
な
き
な
り
︒」︵
為
政
篇
︶
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「
人
に
し
て
仁
な
ら
ず
ん
ば
︑
礼
を
如
何
せ
ん
︒
人
に
し
て
仁
な
ら
ず
ん
ば
︑
楽
を
如
何
せ
ん
︒」︵
八
佾
篇
︶

「
朝
に
道
を
聞
か
ば
︑
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
︒」︵
里
仁
篇
︶

「
利
に
放
り
て
行
な
え
ば
︑
怨
み
多
し
︒」︵
里
仁
篇
︶

「
子
曰
わ
く
︑
君
子
は
義
に
喩
り
︑
小
人
は
利
に
喩
る
︒」︵
里
仁
篇
︶

「
君
子
は
言
に
訥
に
し
て
︑
行
に
敏
な
ら
ん
と
欲
す
︒」︵
里
仁
篇
︶

「
徳
孤
な
ら
ず
︑
必
ず
隣
あ
り
︒」︵
里
仁
篇
︶

「
季
路
︑
鬼
神
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
︒
子
曰
わ
く
︑
未
だ
人
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
︑
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
︒
曰
わ
く
︑
敢

え
て
死
を
問
う
︒
曰
わ
く
︑
未
だ
生
を
知
ら
ず
︑
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
︒」︵
先
進
篇
︶

「
己
に
克
ち
て
礼
に
復
る
を
仁
と
為
す
︒
一
日
己
に
克
ち
て
礼
に
復
れ
ば
天
下
仁
に
帰
す
︒
仁
を
為
す
は
己
に
由
る
︒
而
し
て
人
に

由
ら
ん
や
︒」︵
顔
淵
篇
︶

「
樊
遅
︑
仁
を
問
う
︒
子
曰
わ
く
︑
人
を
愛
す
︒」︵
顔
淵
篇
︶

「
其
の
身
正
し
け
れ
ば
︑
令
せ
ず
し
て
行
な
わ
れ
︑
其
の
身
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
︑
令
す
と
雖
も
従
わ
ず
︒」︵
子
路
篇
︶

「
君
子
は
和
し
て
同
ぜ
ず
︑
小
人
は
同
じ
て
和
せ
ず
︒」︵
子
路
篇
︶

「
剛
毅
木
訥
は
仁
に
近
し
︒」︵
子
路
篇
︶

「
子
貢
問
い
て
曰
わ
く
︑
一
言
に
し
て
以
て
終
身
こ
れ
を
行
な
う
べ
き
者
あ
る
か
︒
子
曰
わ
く
︑
そ
れ
恕
か
︒
己
の
欲
せ
ざ
る
所
︑

人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
︒」︵
衛
霊
公
篇
︶

「
過
ち
て
改
め
ざ
る
︑
是
れ
を
過
ち
と
謂
う
︒」︵
衛
霊
公
篇
︶

　

こ
れ
ら
の
『
論
語
』
の
文
章
は
︑
い
わ
ば
格
言
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
た
例
や
︑
教
科
書
の
文
中
に
言
及
さ
れ
る
君
子
︵
ま
た
は
小
人
︶

や
仁
に
つ
い
て
の
理
解
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
︑
文
章
を
読
む
こ
と
で
道
徳
・
倫
理
を
学
ぶ
効
果
も
あ
る
と
言
え
る︵
₄
︶︒

　

以
上
の
各
教
科
書
に
見
え
る
孔
子
に
関
す
る
記
述
は
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

公
民
編
』
の
「
︙
︙
︐
孔
子
や
孟
子
の
言



一
六
四

行
を
適
宜
取
り
上
げ
︑
︙
︙
︑
例
え
ば
仁
や
礼
の
言
説
を
取
り
上
げ
て
︑
︙
︙
︒」
に
お
お
む
ね
し
た
が
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　

し
か
し
︑
上
述
し
た
も
の
の
中
に
︑
孔
子
の
思
想
の
説
明
に
用
い
る
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑

「
修
己
治
人
」
で
あ
る
︒「
克
己
復
礼
」
は
︑
教
科
書
に
も
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
︑『
論
語
』
顔
淵
篇
に
見
え
る
語
で
あ
る
が
︑「
修
己
治
人
」

は
そ
う
で
は
な
い
︒
儒
家
思
想
の
テ
キ
ス
ト
で
は
︑「
修
己
」
は
︑『
論
語
』
憲
問
篇
に
孔
子
の
語
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
見
え
︑『
荀
子
』

君
道
篇
に
も
見
え
る
の
が
早
い
例
で
あ
る
︒「
治
人
」
は
︑『
礼
記
』
中
庸
篇
︵
の
ち
の
『
中
庸
』︶
に
も
見
え
る
が
︑『
孟
子
』
に
三
例
︵
滕

文
公
篇
上
に
二
例
︑
離
婁
篇
上
に
一
例
︶
見
え
る
の
が
早
い
例
で
あ
る
︒
で
は
︑「
修
己
治
人
」
と
い
う
四
字
熟
語
は
︑
ど
う
し
て
孔
子

の
思
想
の
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
︒
実
は
︑
こ
の
「
修
己
治
人
」
は
︑『
大
学
章
句
』
序
や
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
第

四
十
「
答
何
叔
京
」
に
朱
熹
が
用
い
た
語
と
し
て
見
え
る
ほ
か
︑『
宋
史
』
朱
熹
列
伝
に
も
朱
熹
が
泉
州
で
優
秀
な
「
弟
子
員
」
を
あ
つ
め
︑

「
日
び
与
に
聖
賢
の
修
己
治
人
の
道
を
講
説
」
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
︒「
修
己
治
人
」
は
︑
朱
子
学
に
由
来
す
る
語
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑「
修
己
治
人
」
の
語
を
用
い
た
孔
子
の
思
想
の
説
明
は
︑
朱
子
学
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
経
由
し
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
ず
︑
孔
子
の
思
想
を
孔
子
が
生
き
た
当
時
の
文
脈
で
捉
え
た
も
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　
︵
Ⅱ
︶
孟
子
︵
前
三
七
二
～
前
二
八
九
︶

　

孟
子
に
つ
い
て
は
︑
性
善
説
︑「
四
徳
」︵
仁
・
義
・
礼
・
智
︶
と
そ
の
端
緒
で
あ
る
「
四
端
」︵
惻
隠
の
心
・
羞
悪
の
心
・
辞
譲
の
心
・
是

非
の
心
︶︑「
仁
義
」
に
基
づ
く
「
王
道
︵
政
治
︶」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
覇
道
」︑「
易
姓
革
命
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒「
四
徳
」
が

体
に
満
ち
充
実
し
て
い
る
状
態
を
「
浩
然
の
気
」
と
呼
び
︑
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
人
を
「
大
丈
夫
」
と
い
う
こ
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
の
ち
の
陽
明
学
を
意
識
し
て
か
『
孟
子
』
中
の
「
良
知
」「
良
能
」
の
両
語
に
言
及
が
あ
り
︑
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋

友
の
五
つ
の
人
間
関
係
を
表
す
「
五
倫
」
も
説
明
さ
れ
る
︵﹇
オ
﹈
は
五
倫
の
う
ち
の
三
綱
に
も
言
及
す
る
︶︒

　
︵
Ⅲ
︶
荀
子
︵
前
三
一
三
～
前
二
三
八
︶

　

荀
子
の
思
想
の
説
明
は
︑
性
悪
説
と
礼
に
尽
き
て
い
る
︒
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性
悪
説
は
孟
子
の
性
善
説
批
判
で
あ
る
︒
礼
は
︑
平
等
主
義
が
当
た
り
前
の
今
日
の
日
本
で
︑
ど
こ
ま
で
正
確
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
︒
荀
子
は
︑

礼
者
︑
貴
賤
有
等
︑
長
幼
有
差
︑
貧
富
軽
重
皆
有
称
也
︒ 

︵『
荀
子
』
富
国
篇
︶

︵「
礼
」
と
は
︑
身
分
の
貴
賤
に
等
級
が
あ
り
︑
年
齢
の
長
幼
に
差
別
が
あ
り
︑
経
済
的
な
貧
富
や
社
会
的
立
場
の
軽
重
に
バ
ラ
ン
ス

が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︶

と
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
荀
子
の
説
く
「
礼
」
と
は
︑
等
級
・
差
別
・
順
序
を
設
け
る
こ
と
で
人
間
関
係
を
秩
序
づ
け
る
社
会
規
範

を
意
味
す
る
︒
見
方
を
か
え
て
言
え
ば
︑
平
等
主
義
の
も
と
に
は
「
礼
」
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
荀
子
は
︑
他
人
と
の
間
に

等
差
を
つ
け
て
ま
で
︑
何
の
た
め
に
「
礼
」
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
人
間
の
「
欲
」
の
調
整
の
た
め
で
あ
っ
た
︒

　

荀
子
に
附
属
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
彼
の
弟
子
の
韓
非
︵
？
～
前
二
三
三
︶
で
あ
り
︑
荀
子
の
礼
治
主
義
か
ら
法
治
主
義
へ
と

展
開
し
た
︑
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

　
︵
Ⅳ
︶
朱
子
︵
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
︶・
王
陽
明
︵
一
四
七
二
～
一
五
二
九
︶

　

朱
子
と
王
陽
明
は
︑
両
者
の
思
想
を
示
す
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

　

朱
子
の
ば
あ
い
︑
こ
の
世
界
の
構
成
を
「
理
」
と
「
気
」
で
説
く
「
理
気
二
元
論
」︑「
居
敬
︵
持
敬
︶
窮
理
」︵
も
し
く
は
「
居
敬
」︵「
持

敬
」︶
と
「
窮
理
」︶︑「
性
即
理
」︑「
格
物
致
知
」︑「
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒

　

そ
し
て
︑
王
陽
明
の
ば
あ
い
︑「
知
行
合
一
」︑「
心
即
理
」︑「︵
致
︶
良
知
」︑「
事
上
磨
錬
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

　

朱
子
と
王
陽
明
は
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

公
民
編
』
の
「
儒
教
」
の
説
明
文
の
中
で
と
り
あ
げ
る
べ
き
思
想
家
と
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
︑
高
等
学
校
「
倫
理
」
の
全
て
の
教
科
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
孔
子
・
孟
子
・
荀
子
の
あ
と
に
展
開

し
た
新
し
い
「
儒
教
」
と
し
て
の
意
味
︑
朱
子
・
王
陽
明
の
思
想
内
容
そ
れ
自
体
の
意
義
︑
江
戸
時
代
の
儒
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し



一
六
六

た
と
い
う
こ
と
︑
こ
れ
ら
が
大
き
く
関
係
し
て
い
よ
う
︒

　

朱
子
学
と
陽
明
学
は
別
々
の
学
問
体
系
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
王
陽
明
が
朱
子
学
の
学
習
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
る
教
科
書
は

無
い
︒
陽
明
学
は
︑
王
陽
明
が
「
理
」
を
窮
め
よ
う
と
し
て
窮
め
ら
れ
ず
︑
朱
子
学
に
行
き
詰
っ
た
先
に
生
み
出
さ
れ
た
学
問
体
系
で
あ

る
︒
言
わ
ば
︑
陽
明
学
は
︑
朱
子
学
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
学
問
体
系
と
言
え
る
面
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
︵
Ⅴ
︶
そ
の
他

　

全
て
の
教
科
書
を
通
覧
す
る
と
︑「
儒
教
」
と
「
儒
学
」
の
定
義
や
使
い
分
け
が
適
切
か
ど
う
か
︑
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
︒

こ
れ
は
︑
難
し
い
問
題
で
あ
り
︑
教
科
書
の
執
筆
者
の
責
任
で
も
な
く
︑「
儒
教
」
と
「
儒
学
」
に
明
確
な
定
義
を
く
だ
せ
な
い
で
い
る

現
在
の
学
界
の
情
況
を
反
映
し
て
い
る
現
象
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
︒「
儒
教
」
は
「
儒
学
」
と
同
じ
意
味
で
よ
い
の
か
︑
意
味
が
異
な

る
と
し
た
ら
ど
の
次
元
で
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
く
る
の
か
︑
た
と
え
ば
︑
少
し
話
の
範
囲
を
拡
げ
る
と
︑
道
教
・
中
国
仏
教
に
照
ら
し

た
ば
あ
い
の
「
儒
教
」
と
は
何
な
の
か
︑「
儒
教
」
は
宗
教
的
な
要
素
を
考
慮
に
入
れ
な
く
て
よ
い
の
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑

「
儒
教
」
に
十
全
か
つ
明
確
な
定
義
を
く
だ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

こ
こ
で
︑「
儒
教
」
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
︑「
儒
教
」
の
説
明
を
し
て
い
る
教
科
書
の
文
章
を
検
討
し
た
い
︒
い
ま
︑
紙
幅
の
関

係
で
︑
教
科
書
︹
イ
︺
の
み
の
文
章
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
る︵
₅
︶︒

　

仁
の
思
想　

中
国
古
来
の
血
縁
的
秩
序
の
な
か
に
︑
他
者
へ
の
愛
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
円
滑
な
共
同
社
会
を
見
い
だ
し
︑
そ
れ
を
普

遍
的
な
人
間
関
係
の
理
法
へ
と
高
め
た
の
が
︑
孔
子
の
教
え
︑
す
な
わ
ち
儒
教
で
あ
る
︒

　

孔
子
は
︑
春
秋
時
代
の
末
期
に
魯
の
国
に
生
ま
れ
た
︒
孔
子
の
母
は
︑
葬
礼
や
招
魂
儀
礼
に
た
ず
さ
わ
っ
た
︑「
儒
」
と
よ
ば
れ

る
宗
教
者
階
層
の
一
員
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
︒
彼
は
︑
礼
に
も
と
づ
く
統
治
を
完
成
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
聖
人
周
公
旦
に
あ
こ
が

れ
て
学
問
に
は
げ
み
︑
周
の
衰
退
と
と
も
に
失
わ
れ
た
礼
の
復
興
に
つ
と
め
た
︒

　

孔
子
の
教
え
は
︑
彼
と
門
人
た
ち
の
言
行
を
集
録
し
た
『
論
語
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
孔
子
は
︑
祭
祀
儀
礼
に
深
く
通
じ
て
い
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た
と
伝
え
ら
れ
る
が
︑
し
か
し
︑
彼
の
関
心
は
自
然
の
神
秘
を
探
究
す
る
こ
と
に
は
な
か
っ
た
︵「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」︶︒
ま
た
︑

死
後
の
安
心
を
直
接
に
問
う
こ
と
も
な
か
っ
た
︵「
未
だ
生
を
知
ら
ず
︑
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」︶︒
彼
の
探
究
は
も
っ
ぱ
ら
︑
現
実

社
会
の
な
か
に
お
け
る
礼
の
意
義
と
︑
礼
に
も
と
づ
い
て
実
現
す
べ
き
人
間
の
正
し
い
あ
り
方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
人
間
と

し
て
も
っ
と
も
望
ま
し
い
あ
り
方
を
︑
孔
子
は
︑「
仁
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
し
た
︒

　

こ
れ
に
よ
る
と
︑「
孔
子
の
教
え
」
が
「
儒
教
」
で
あ
る
︑
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
出
て
く
る
「
儒
」
の
見
方
は
︑
実
は
︑
白
川

静
氏
︵
一
九
一
〇
～
二
〇
〇
六
︶
や
加
地
伸
行
氏
︵
一
九
三
六
～　

︶
ら
に
よ
る
見
解
が
教
科
書
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る︵
₆
︶︒
孔

子
も
「
儒
」
の
一
員
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
孔
子
は
︑
教
科
書
に
よ
る
と
︑
自
然
の
神
秘
の
探
究
に
関
心
が
な
く
︑
死

後
の
こ
と
も
問
わ
ず
︑
彼
の
関
心
は
︑
も
っ
ぱ
ら
︑
現
実
社
会
に
お
け
る
礼
を
通
じ
て
人
間
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
し

か
し
︑
特
に
「
未
だ
生
を
知
ら
ず
︑
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」
に
つ
い
て
は
︑
先
に
引
用
し
た
「
季
路
︑
鬼
神
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
︒
子

曰
わ
く
︑
未
だ
人
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
︑
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
︒
曰
わ
く
︑
敢
え
て
死
を
問
う
︒
曰
わ
く
︑
未
だ
生
を
知
ら
ず
︑

焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
︒」︵
先
進
篇
︶
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
加
地
伸
行
氏
に
よ
る
︑
以
下
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る︵
₇
︶︒

こ
の
章
の
場
合
︑
後
半
の
句
「
未
知
生
︑
焉
知
死
」
だ
け
を
取
り
出
し
︑︿
生
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
の
に
︑
死
の
こ
と
が
分
か
る

は
ず
が
な
い
﹀
と
解
し
︑︿
死
に
つ
い
て
は
考
え
な
い
﹀︑
さ
ら
に
︿
死
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
無
意
味
﹀
と
し
︑
孔
子
は
死
に
つ
い

て
語
ら
ず
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
が
︑
古
来
︑
一
般
的
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
︒
こ
の
章
の
前
半
が
示
す
よ
う
に
︑

鬼
神
と
り
わ
け
鬼
と
い
う
霊
魂
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
︑
後
半
も
具
体
的
な
死
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
と
解
す
る
︒︿
も

し
﹀
あ
る
い
は
︿
ま
だ
﹀︑
在
世
の
親
に
対
し
て
十
分
に
事
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
︑
親
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る

な
ら
ば
︑
親
の
霊
魂
や
死
の
問
題
に
つ
い
て
と
て
も
事
え
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
孔
子
は
言
っ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
︒『
論
語
』
全
編
を
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
孔
子
は
霊
魂
や
死
に
つ
い
て
強
烈
な
関
心
を
有
し
て
い
る
︒
従
来
の
︿
孔
子
は

死
に
つ
い
て
無
関
心
﹀
と
い
う
観
点
で
は
︑『
論
語
』
の
み
な
ら
ず
︑
儒
教
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒



一
六
八

　

筆
者
は
︑
加
地
氏
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
︒「
儒
」
の
環
境
で
育
っ
た
孔
子
が
︑
霊
魂
や
死
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
か
ら

で
あ
る
︒
特
に
「
未
だ
生
を
知
ら
ず
︑
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」
に
つ
い
て
は
︑
他
の
教
科
書
も
軒
並
み
同
じ
論
調
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
︑「
倫
理
」
の
教
科
書
に
お
け
る
「
儒
教
」
理
解
は
間
違
っ
て
い
る
︑
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る︵
₈
︶︒

四　

老　
　
　

荘

　

老
荘
に
つ
い
て
は
︑︵
Ⅰ
︶
老
子
︑︵
Ⅱ
︶
荘
子
︑︵
Ⅲ
︶
道
教
に
分
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
内
容
を
確
認
し
︑
検
討
を
加
え
て
い
く

こ
と
に
す
る
︒

　
︵
Ⅰ
︶
老
子
︵
生
没
年
未
詳
︶

　

各
教
科
書
に
お
け
る
老
子
の
思
想
を
説
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
る
と
︑「
道
」︑「
無
為
自
然
」︑「
小
国
寡
民
」︑「
柔
弱
謙
下
」︑

「
無
」︑「
上
善
は
水
の
ご
と
し
」︑「
知
足
」︑「
玄
徳
」
な
ど
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
キ
ー
ワ
ー
ド
の
中
に
見
え
る
三
つ
の
四
字
熟
語
の
う
ち
︑『
老
子
』
の
こ
と
ば
は
「
小
国

寡
民
」︵
第
八
十
章
の
語
︶
の
み
で
あ
り
︑「
無
為
自
然
」「
柔
弱
謙
下
」
の
両
語
は
『
老
子
』
の
こ
と
ば
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
「
無
為
自
然
」
に
つ
い
て
は
︑「
無
為
」
と
「
自
然
」
に
分
け
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑「
無
為
」
と
「
自
然
」
は
︑『
老
子
』

の
こ
と
ば
だ
か
ら
で
あ
る
︒「
無
為
」
と
は
︑
他
者
に
対
し
て
必
要
以
上
の
余
計
な
働
き
か
け
を
し
な
い
︵
逆
に
言
え
ば
︑
必
要
最
低
限

の
こ
と
は
す
る
︶
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒「
自
然
」
は
︑「
み
ず
か
ら
し
か
り
」
と
「
お
の
ず
か
ら
し
か
り
」
の
二
通
り
に
訓
め
る
が
︑『
老

子
』
の
ば
あ
い
︑
前
者
が
正
し
い
で
あ
ろ
う︵
₉
︶︒「
無
為
」
と
「
自
然
」
の
両
語
が
く
っ
つ
い
て
「
無
為
自
然
」
と
い
う
四
字
熟
語
が
成

立
す
る
の
は
漢
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る︵

10
︶︒
す
な
わ
ち
︑「
無
為
自
然
」
と
い
う
漢
代
に
成
立
し
た
こ
と
ば
に
よ
る
老
子
の
思

想
の
説
明
で
は
︑
そ
の
思
想
が
展
開
さ
れ
た
当
時
の
文
脈
に
即
し
た
説
明
で
は
あ
り
得
ず
︑
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
︒

　
「
柔
弱
謙
下
」
に
つ
い
て
は
︑「
柔
弱
」
は
『
老
子
』
の
こ
と
ば
で
あ
る
も
の
の
︑「
謙
下
」
は
『
老
子
』
の
こ
と
ば
で
は
な
い
︒「
柔
弱
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謙
下
」
は
︑『
荘
子
』
天
下
篇
に
見
え
る
「
濡
弱
謙
下
」
と
い
う
語
を
改
変
し
た
表
現
の
よ
う
で
あ
り
︑
現
在
そ
れ
が
老
子
の
思
想
の
説

明
に
誤
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

実
は
︑『
老
子
』
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
六
年
九
月
の
時
点
で
︑
依
拠
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
が
︑
以
下
の
①
②
③

④
の
と
お
り
︑
少
な
く
と
も
四
種
類
確
認
さ
れ
て
お
り
︑
思
想
内
容
の
検
討
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
︒
長
い
間
︑『
老
子
』

の
テ
キ
ス
ト
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
さ
れ
て
き
た
の
は
︑
①
魏
の
王
弼
︵
二
二
六
～
二
四
九
︶
が
注
し
た
『
老
子
』
で
あ
っ
た
︒
魏
の
王
弼

が
『
老
子
』
に
注
し
︑
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
︑
魏
代
の
時
点
で
の
『
老
子
』
の
文
言
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
こ
と

に
あ
る
︒
し
か
し
︑
魏
代
以
前
の
『
老
子
』
の
文
言
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
情
況
は
一
変
し
た
︒
二
十
世
紀
後
半
︑
前
漢
時
代

の
『
老
子
』
と
戦
国
時
代
の
『
老
子
』
が
出
土
資
料
と
し
て
出
現
し
た
の
で
あ
る
︒
一
九
七
三
年
︑
湖
南
省
長
沙
市
の
前
漢
時
代
の
墓
か

ら
帛は

く

︵
絹
の
こ
と
︶
に
記
さ
れ
た
二
種
類
の
『
老
子
』
が
出
土
し
た
︒
こ
れ
を
②
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
老
子
』
と
い
う
︒
一
九
九
三
年
︑

湖
北
省
荊
門
市
郭
店
村
の
戦
国
時
代
の
楚
の
墓
か
ら
竹
簡
に
記
さ
れ
た
三
種
類
の
『
老
子
』
が
出
土
し
た
︒
こ
れ
を
③
郭
店
楚
墓
竹
簡

『
老
子
』
と
い
う
︒
最
も
古
い
『
老
子
』
で
あ
る
郭
店
楚
墓
竹
簡
『
老
子
』
は
︑
章
の
配
列
も
と
と
の
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
第

六
十
七
章
～
第
八
十
一
章
に
該
当
す
る
部
分
が
無
い
の
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
教
科
書
で
示
さ
れ
て
い
る
第
八
十
章
の
「
小
国
寡
民
」

と
い
う
考
え
方
は
︑
戦
国
時
代
の
『
老
子
』
に
は
無
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
し
て
︑
二
〇
一
二
年
末
に
な
っ
て
︑
④
北
京
大
学
所
蔵

の
前
漢
時
代
の
竹
簡
『
老
子
』
が
公
開
さ
れ
︑
現
在
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
︒
以
上
か
ら
は
︑『
老
子
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
姿
や
現
在
知
ら
れ
る
『
老
子
』
に
至
る
ま
で
の
形
成
過
程
が
注
目
さ
れ
て
い
る
︑
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑『
老
子
』
の
文
章
も
︑『
論
語
』
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
︑
教
科
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
と
︑
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
︒

「
道
の
道
と
す
べ
き
は
︑
常
の
道
に
あ
ら
ず
︒
名
の
名
と
す
べ
き
は
︑
常
の
道
に
あ
ら
ず
︒
無
は
天
地
の
始
に
名
づ
け
︑
有
は
万
物

の
母
に
名
づ
く
︒」︵
第
一
章
︶

「
上
善
は
水
の
若
し
︒
水
は
善
く
万
物
を
利
し
て
而
も
争
わ
ず
︒
衆
人
の
悪
む
所
に
拠
る
︒
故
に
道
に
幾
し
︒
︙
︙
︒」︵
第
八
章
︶
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「
大
道
廃
れ
て
仁
義
あ
り
︒
知
恵
出
で
て
︑
大
偽
有
り
︒
六
親
和
せ
ず
し
て
孝
慈
有
り
︒
国
家
昏
乱
し
て
忠
臣
有
り
︒」︵
第
十
八
章
︶

「
学
を
絶
た
ば
憂
い
無
か
ら
ん
︒」︵
第
二
十
章
︶

「
人
は
地
に
法
り
︑
地
は
天
に
法
り
︑
天
は
道
に
法
り
︑
道
は
自
然
に
法
る
︒」︵
第
二
十
五
章
︶

「
道
は
常
に
為
す
無
く
し
て
︑
而
も
為
さ
ざ
る
は
無
し
︒
侯
王
も
し
能
く
之
を
守
ら
ば
︑
万
物
将
に
自
ら
化
せ
ん
と
す
︒」︵
第

三
十
七
章
︶

「
天
下
に
水
よ
り
柔
弱
な
る
は
莫
し
︒
而
も
堅
強
な
る
者
を
攻
む
る
に
︑
之
に
能
く
勝
つ
こ
と
莫
し
︒
其
の
以
て
之
に
易
う
る
無
き

を
以
て
な
り
︒
弱
の
強
に
勝
ち
︑
柔
の
剛
に
勝
つ
こ
と
︑
天
下
知
ら
ざ
る
は
莫
く
し
て
︑
能
く
行
う
こ
と
莫
し
︒」︵
第
七
十
八
章
︶

　

こ
れ
ら
は
︑「
道
」
へ
の
理
解
を
助
け
る
引
用
で
あ
っ
た
り
︑
知
・
学
の
否
定
や
水
の
柔
弱
性
な
ど
『
老
子
』
の
思
想
の
特
徴
を
代
表

し
て
い
る
も
の
が
引
用
さ
れ
た
︑
と
理
解
で
き
る
︒

　
︵
Ⅱ
︶
荘
子
︵
前
三
六
九
～
前
二
八
六
︶

　

荘
子
に
つ
い
て
は
︑「
万
物
斉
同
」
の
思
想
と
「
真
人
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒「
逍
遥
遊
」
や
「
心
斎
坐
忘
」︵
も
し
く
は
「
心
斎
」「
坐
忘
」︶

の
語
も
見
え
る
︒『
荘
子
』
の
寓
話
は
「
胡
蝶
の
夢
」
が
最
も
多
い
︒

　

こ
こ
に
挙
が
っ
た
二
つ
の
四
字
熟
語
す
な
わ
ち
「
万
物
斉
同
」「
心
斎
坐
忘
」
は
︑
い
ず
れ
も
『
荘
子
』
中
の
こ
と
ば
で
は
な
い
︒
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
︑
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
︒

　

ま
ず
︑「
万
物
斉
同
」
に
つ
い
て
は
︑「
斉
同
」
も
『
荘
子
』
の
こ
と
ば
で
な
い
︒『
荘
子
』
に
は
︑
徳
充
符
篇
に
「
自
其
同0

者
視
之
︑

万
物

0

0

一
也
︒」
と
あ
り
︑
天
地
篇
に
「
万
物

0

0

一
府
︑
死
生
同0

状
︒」
と
あ
り
︑
秋
水
篇
に
「
万
物

0

0

一
斉0

︑
孰
短
孰
長
︒」
と
あ
り
︑
天
下
篇

に
「
斉
万
物

0

0

0

以
為
首
︒」
と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
「
万
物
斉
同
」
と
い
う
こ
と
ば
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

次
に
︑「
心
斎
坐
忘
」
に
つ
い
て
は
︑「
心
斎
」
と
「
坐
忘
」
は
い
ず
れ
も
『
荘
子
』
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒「
心
斎
」
は
『
荘
子
』
人
間

世
篇
に
お
け
る
孔
子
と
顔
回
の
や
り
と
り
に
見
え
︑「
坐
忘
」
は
『
荘
子
』
大
宗
師
篇
に
お
け
る
孔
子
と
顔
回
の
や
り
と
り
に
見
え
る
の



一
七
一

中
国
思
想
は
高
校
生
に
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
（
井
ノ
口
）

み
で
あ
る
︒「
心
斎
」
と
「
坐
忘
」
は
︑『
荘
子
』
に
お
い
て
は
異
な
る
篇
に
お
い
て
登
場
し
て
お
り
︑
本
来
無
関
係
の
は
ず
で
あ
る
︒
な

ぜ
︑
こ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
て
四
字
熟
語
に
な
る
の
か
︑
そ
の
理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒

　

ち
な
み
に
︑
老
子
の
思
想
と
荘
子
の
思
想
は
「
老
荘
思
想
」
と
一
括
り
に
し
て
言
わ
れ
る
が
︑「
老
荘
」
は
漢
代
の
『
淮
南
子
』
要
略

篇
に
初
見
の
語
で
あ
る︵

11
︶︒

　
︵
Ⅲ
︶
道
教

　

道
教
は
︑
老
子
・
荘
子
︵
道
家
︶
に
附
属
し
︑
道
家
の
思
想
と
民
間
信
仰
が
結
び
つ
い
て
で
き
た
宗
教
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

五　

そ　

の　

他

　

こ
こ
で
は
︑
儒
教
と
老
荘
と
い
う
二
つ
の
枠
組
で
は
拾
い
き
れ
な
か
っ
た
︑
教
科
書
中
に
見
ら
れ
る
中
国
思
想
の
ト
ピ
ッ
ク
を
四
つ
︑

紹
介
し
た
い
︒

　
︵
Ⅰ
︶
墨
子

　

墨
子
ま
た
は
そ
の
後
学
を
含
め
た
墨
家
に
つ
い
て
は
︑
墨
子
や
墨
家
が
一
項
目
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
教
科
書
は

少
な
く
︑
多
く
は
コ
ラ
ム
欄
や
注
に
簡
単
な
説
明
が
あ
る
程
度
で
あ
る
︒

　

そ
の
思
想
は
「
兼
愛
」
と
「
非
攻
」
に
代
表
さ
れ
る
が
︑「
兼
愛
」
に
附
随
し
て
「
交
利
」
や
︑
ま
た
「
節
用
」「
節
喪
」
な
ど
倹
約
を

説
く
思
想
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
墨
家
の
思
想
は
儒
家
に
対
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
︑「
兼
愛
」
に
対
す
る
「
別
愛
」︑「
交
利
」

に
対
す
る
「
自
利
」
の
語
も
見
ら
れ
る
︒



一
七
二

　
︵
Ⅱ
︶
諸
子
百
家
全
般

　

多
く
の
教
科
書
に
は
︑
諸
子
百
家
の
一
覧
表
が
載
っ
て
い
る
︒
お
お
む
ね
九
学
派
︵
儒
家
・
道
家
・
法
家
・
墨
家
・
名
家
・
縦
横
家
・

兵
家
・
農
家
・
陰
陽
家
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
春
秋
・
戦
国
時
代
の
当
事
者
意
識
に
よ
る
分
け
方
で
は
な
く
︑
漢
代
以
降
の
分
類

に
基
づ
い
て
い
る
︒

　
︵
Ⅲ
︶
天
人
相
関
説

　

天
人
相
関
説
に
つ
い
て
は
︑
次
の
記
述
を
見
た
い
︒

中
国
に
は
︑
人
間
を
自
然
界
︵
天
︶
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
︑
全
体
性
の
な
か
で
の
あ
る
べ
き
生
き
方
を
探
究
す
る
思
索
が
み
ら
れ

る
︒
自
然
界
と
人
間
界
に
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
す
る
思
考
を
︑
天
人
相
関
説
と
い
う
︒
こ
の
思
想
は
︑
古
く
は
荀
子
に
よ
っ

て
迷
信
だ
と
批
判
さ
れ
︑
近
代
に
な
る
と
科
学
に
反
す
る
と
し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
き
た
︒　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵﹇
オ
﹈
七
二
頁
︶

　

こ
の
あ
と
︑
教
科
書
﹇
オ
﹈
で
は
︑
現
代
の
地
球
温
暖
化
や
人
間
の
活
動
の
自
然
界
へ
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
︒
天
人
相
関
説

は
︑
漢
代
の
董
仲
舒
︵
前
一
七
六
頃
～
前
一
〇
四
頃
︶
の
そ
れ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
戦
国
時
代
の
思
想
を
伝
え
る
『
荀
子
』
天
論

篇
や
一
九
九
三
年
に
出
土
し
た
郭
店
楚
墓
竹
簡
の
「
窮
達
以
時
」
と
呼
ば
れ
る
竹
簡
に
︑
天
と
人
と
は
関
係
し
な
い
思
想
が
見
え
る︵

12
︶︒

こ
の
こ
と
は
︑
逆
に
︑
中
国
で
は
古
い
時
代
か
ら
延
々
と
こ
の
天
人
相
関
説
が
支
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

　

天
人
相
関
説
は
︑
人
の
倫
理
的
行
動
と
自
然
界
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
有
効
な
考
え
方
で
あ
り
︑
高
校
「
倫
理
」
の
教
科
書
に

も
っ
と
採
用
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
︵
Ⅳ
︶
中
国
の
近
代
思
想

　

近
代
中
国
に
つ
い
て
言
え
ば
︑「
倫
理
」
の
教
科
書
に
は
︑
革
命
家
・
思
想
家
と
し
て
の
孫
文
︵
一
八
六
六
～
一
九
二
五
︶
と
毛
沢
東



一
七
三

中
国
思
想
は
高
校
生
に
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
（
井
ノ
口
）

︵
一
八
九
三
～
一
九
七
六
︶︑
文
学
者
の
魯
迅
︵
一
八
八
一
～
一
九
三
六
︶
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
毛
沢
東
は
︑
孫
文
の

三
民
主
義
に
続
け
て
言
及
さ
れ
た
り
︑
マ
ル
ク
ス
︵
一
八
一
八
～
一
八
八
三
︶
や
レ
ー
ニ
ン
︵
一
八
七
〇
～
一
九
二
四
︶
に
続
く
人
物
と

し
て
登
場
す
る
︒

六　

お
わ
り
に

　

以
上
︑
紙
幅
の
関
係
で
ふ
れ
得
な
か
っ
た
点
も
多
々
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
と
『
高
等
学
校
学
習
指
導

要
領
解
説　

公
民
編
』
の
方
針
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
高
校
「
倫
理
」
の
教
科
書
に
見
え
る
中
国
思
想
の
記
述
に
つ
い
て
考
察
し
︑
私
見

を
述
べ
て
き
た
︒

　

ど
の
高
等
学
校
が
ど
の
検
定
済
み
教
科
書
を
採
用
し
よ
う
と
も
︑
学
び
手
で
あ
る
高
校
生
が
教
科
書
を
通
じ
て
学
習
す
る
こ
と
の
で
き

る
内
容
に
大
き
な
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
理
想
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
教
科
書
ご
と
に
執
筆
者
が
異
な
れ
ば
︑
で
き
あ

が
る
教
科
書
の
内
容
も
自
然
と
異
な
っ
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
採
用
す
る
教
科
書
に
よ
っ
て
学
習
す
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
に
少
な
か
ら

ぬ
バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
て
し
ま
う
︒
こ
れ
が
現
実
で
あ
る
︒
こ
の
理
想
と
現
実
の
間
に
生
じ
る
差
異
は
︑
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
︑
解
消
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
何
よ
り
も
教
壇
に
立
つ
高
校
教
員
の
手
腕
に
か
か
っ
て
い
よ
う
︒「
倫
理
」
担
当
教
員
は
︑
勤
務
先
が
採

用
し
た
教
科
書
の
内
容
を
教
え
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
に
細
心
の
注
意
を
払
い
︑
そ
の
不
足
を
補
う
べ
き
不
断
の
努
力
が
も
と

め
ら
れ
て
い
る
︑
と
言
え
る
︒「
検
定
済
」
と
い
う
お
上
の
お
墨
付
き
を
も
ら
っ
た
教
科
書
と
い
え
ど
も
︑
所
詮
︑
人
の
作
っ
た
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
証
拠
と
し
て
︑
あ
る
思
想
を
説
明
す
る
用
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑︵
執
筆
者
サ

イ
ド
に
そ
の
つ
も
り
は
な
く
て
も
︶
誤
っ
た
記
述
も
教
科
書
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒

　

教
科
書
中
の
誤
り
を
指
摘
し
た
本
稿
が
︑
も
し
高
校
「
倫
理
」
の
教
科
書
の
今
後
の
改
善
の
た
め
に
貢
献
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ

に
ま
さ
る
歓
び
は
無
い︵

13
︶︒
日
本
の
教
育
課
程
で
初
め
て
詳
し
く
中
国
思
想
を
学
習
す
る
機
会
を
得
ら
れ
る
高
校
生
に
︑
中
国
思
想
の

知
識
を
正
し
く
修
得
し
て
ほ
し
い
︑
と
心
か
ら
願
う
ば
か
り
で
あ
る
︒
そ
う
あ
っ
て
こ
そ
︑
近
年
振
る
わ
な
い
中
国
学
の
裾
野
を
拡
げ
る



一
七
四

こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
　

注

︵
1
︶　

二
〇
一
六
年
︵
平
成
二
八
年
︶
度
︑
日
本
全
国
の
高
等
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
倫
理
」
の
教
科
書
は
︑
以
下
の
﹇
ア
﹈
～
﹇
キ
﹈
の
と
お
り

七
種
類
で
あ
る
︵
こ
の
情
報
は
文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
「
教
科
書
目
録
」
の
「
平
成
二
十
七
年
四
月
目
録
︵
平
成
二
十
八
年
度
使

用
教
科
書
︶」
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
「
高
等
学
校
用
教
科
書
目
録
︵
平
成
二
十
八
年
度
使
用
︶」
の
公
民
・
倫
理
十
三
頁
に
基

づ
く
が
︑
以
下
に
列
挙
し
て
い
る
教
科
書
の
順
番
は
こ
れ
に
拠
っ
て
い
な
い
︶︒

　
﹇
ア
﹈『
高
校
倫
理
』︵
執
筆
：
矢
内
光
一
ほ
か
︑
平
成
二
四
年
検
定
済
︑
実
教
出
版
︶︒

　
﹇
イ
﹈『
高
等
学
校　

新
倫
理　

最
新
版
』︵
執
筆
：
菅
野
覚
明
ほ
か
︑
平
成
二
四
年
検
定
済
︑
清
水
書
院
︶︒

　
﹇
ウ
﹈『
現
代
の
倫
理
』︵
執
筆
：
濱
井
修
ほ
か
︑
平
成
二
四
年
検
定
済
︑
山
川
出
版
社
︶︒

　
﹇
エ
﹈『
倫
理
』︵
執
筆
：
片
山
洋
之
介
ほ
か
︑
平
成
二
四
年
検
定
済
︑
数
研
出
版
︶︒

　
﹇
オ
﹈『
高
等
学
校　

倫
理
』︵
執
筆
：
越
智
貢
ほ
か
︑
平
成
二
四
年
検
定
済
︑
第
一
学
習
社
︶︒

　
﹇
カ
﹈『
倫
理
』︵
執
筆
：
竹
内
整
一
ほ
か
︑
平
成
二
五
年
検
定
済
︑
東
京
書
籍
︶︒

　
﹇
キ
﹈『
高
等
学
校　

現
代
倫
理　

最
新
版
』︵
執
筆
：
村
上
隆
夫
ほ
か
︑
平
成
二
五
年
検
定
済
︑
清
水
書
院
︶︒

︵
2
︶　

筆
者
は
︑
か
つ
て
二
〇
〇
六
年
度
使
用
の
「
倫
理
」
の
教
科
書
計
十
種
の
内
容
を
分
析
し
て
︑
拙
稿
「
高
校
「
倫
理
」
と
中
国
思
想
」︵
東
京
学

芸
大
学
平
成
十
八
年
度
重
点
研
究
費
報
告
書
『
現
代
日
本
の
高
校
教
科
書
に
お
け
る
中
国
認
識
形
成
に
関
す
る
研
究
』︑
東
京
学
芸
大
学
︑

二
〇
〇
七
年
三
月
︑
以
下
︑「
前
稿
」
と
呼
ぶ
︶
と
い
う
形
で
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
本
稿
の
基
本
的
な
骨
格
は
︑
こ
の
拙
稿
に
よ
っ
て
組
ま
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

　
　
　

し
か
し
︑
前
稿
か
ら
約
十
年
が
経
過
し
︑
教
科
書
の
数
が
減
り
︑
内
容
に
も
少
な
か
ら
ぬ
変
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︑
平
成
二
八
年
度
使
用
の

教
科
書
に
依
っ
て
︑
あ
ら
た
め
て
稿
を
起
こ
す
こ
と
に
し
た
︒
加
え
て
︑
前
稿
は
︑
本
務
校
の
重
点
研
究
費
に
よ
る
報
告
書
で
あ
り
︑
国
立
国
会
図

書
館
に
納
本
し
た
ほ
か
は
︑
い
く
つ
か
の
中
国
学
に
強
い
大
学
・
研
究
機
関
の
図
書
館
や
学
内
外
の
関
係
者
に
送
付
す
る
に
と
ど
ま
り
︑
結
果
的
に
︑

多
く
の
人
々
が
容
易
に
参
照
で
き
る
媒
体
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
び
︑
前
稿
を
全
面
的
に
見
直
し
最
新
情
報
に
更
新
し
た
本
稿
を
本
紀

要
に
掲
載
す
る
こ
と
の
意
義
は
︑
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
︒

　
　
　

な
お
︑
本
稿
の
内
容
は
︑
筆
者
が
毎
年
度
担
当
す
る
機
会
を
得
て
い
る
︑
本
務
校
に
お
け
る
免
許
状
更
新
講
習
の
選
択
科
目
「「
道
徳
」
教
育
・「
倫



一
七
五

中
国
思
想
は
高
校
生
に
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
（
井
ノ
口
）

理
」
教
育
と
中
国
思
想
」
に
お
い
て
も
︑
部
分
的
に
と
り
あ
げ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
3
︶　

も
ち
ろ
ん
︑
中
国
思
想
の
影
響
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
受
け
た
日
本
の
思
想
︑
た
と
え
ば
︑
中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
教
や
江
戸
儒

学
に
つ
い
て
は
︑
中
国
思
想
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
り
︑
と
り
あ
げ
る
意
味
も
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
実
際
︑
注
︵
2
︶
で
言
及
し
た
報
告
書
や
免
許
状
更

新
講
習
の
場
で
は
︑「
倫
理
」
の
教
科
書
が
言
及
す
る
範
囲
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
︑
前
者
に
つ
い
て
は
大
乗
仏
教
・
聖
徳
太
子
・
鑑
真
・
最
澄
・
空

海
・
栄
西
・
道
元
を
︑
後
者
に
つ
い
て
は
朱
子
学
派
・
陽
明
学
派
・
古
学
派
を
と
り
あ
げ
た
︒
し
か
し
︑
今
回
は
︑
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
︑
主
に
中

国
大
陸
の
儒
教
と
老
荘
に
対
象
を
絞
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
︒

︵
4
︶　

高
校
の
「
倫
理
」
は
︑
小
・
中
学
校
の
「
道
徳
」
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

道
徳
編
』︵
日

本
文
教
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
九
月
︶
に
︑
高
等
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
お
よ
び
「
倫
理
」
に
関
し
て
︑「
第
一
章　

総
説
」︱
「
第
一
節　

道
徳
教

育
改
訂
の
要
点
」︱
「
二　

道
徳
教
育
改
訂
の
趣
旨
」︱
「︵
3
︶
改
善
の
具
体
的
事
項
」
の
︵
エ
︶
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　

高
等
学
校
に
お
い
て
は
︑
高
等
学
校
の
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
じ
て
道
徳
教
育
が
効
果
的
に
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
︑
学
校
と
し

て
の
指
導
の
重
点
や
方
針
を
明
確
に
し
︑
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成
を
必
須
化
す
る
と
と
も
に
︑
各
教
科
や
特
別
活
動
︑
総
合
的
な
学
習

の
時
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
踏
ま
え
て
担
う
も
の
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
︒

　

ま
た
︑
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
己
の
生
き
方
を
探
求
す
る
な
ど
︑
生
徒
が
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
議

論
し
考
え
た
り
し
て
そ
の
自
覚
を
一
層
深
め
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
︑
中
核
的
な
指
導
場
面
と
な
る
「
倫
理
」
や
「
現
代
社
会
」︵
公
民
科
︶︑

「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」︵
特
別
活
動
︶
な
ど
に
つ
い
て
内
容
の
改
善
を
図
る
︒

︵
5
︶　

注
︵
1
︶
所
掲
︹
イ
︺
の
六
〇
頁
か
ら
︒

︵
6
︶　

白
川
静
『
孔
子
伝
』︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
一
年
二
月
／
も
と
一
九
七
二
年
十
一
月
︶︑
加
地
伸
行
『
孔
子
』︵K

A
D

O
K

AW
A

︑
二
〇
一
六
年

四
月
／
も
と
『
孔
子
︱
時
を
越
え
て
新
し
く
』︑
集
英
社
︑
一
九
八
四
年
七
月
︶︒

︵
7
︶　

加
地
伸
行
『
孔
子
』︵
前
掲
︶
二
五
〇
頁
の
注
︵
3
︶
か
ら
︒

︵
8
︶　

同
様
の
趣
旨
の
こ
と
は
︑
拙
稿
「
巫
祝
の
子　

孔
子
」︵『
宗
教
史
学
論
叢 
21
巻
』︑
リ
ト
ン
︑
二
〇
一
七
年
三
月
刊
行
予
定
︶
で
述
べ
て
い
る
︒

︵
9
︶　

池
田
知
久
「
中
国
思
想
史
に
お
け
る
「
自
然
」
の
誕
生
」︵『
中
国
︱
社
会
と
文
化
』︑
中
国
社
会
文
化
学
会
︑
一
九
九
三
年
六
月
︶︑
井
ノ
口
哲
也

「
王
充
の
「
自
然
」
観
」︵『
東
京
学
芸
大
学
紀
要　

第
二
部
門　

人
文
科
学
』
第
五
十
六
集
︑
東
京
学
芸
大
学
︑
二
〇
〇
五
年
二
月
︶
を
参
照
︒
私

見
に
よ
れ
ば
︑
少
な
く
と
も
後
漢
初
期
に
も
な
お
「
自
然
」
に
「
み
ず
か
ら
し
か
り
」
の
意
味
が
保
存
さ
れ
て
い
た
︒

︵
10
︶　
「
無
為
自
然
」
あ
る
い
は
「
自
然
無
為
」
の
語
が
後
漢
時
代
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
田
中
麻
紗
巳
「『
淮
南
子
』
の
「
自
然
」
に



一
七
六

つ
い
て
︱
前
漢
道
家
思
想
の
一
面
︱
」︵『
集
刊
東
洋
学
』
第
三
十
六
号
︑
一
九
七
六
年
一
月
︶
に
指
摘
が
あ
る
︒

︵
11
︶　

金
谷
治
氏
︵
一
九
二
〇
～
二
〇
〇
六
︶
は
︑「
老
荘
」
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

『
老
子
』と
『
荘
子
』と
を
並
べ
あ
げ
て
重
視
し
︑「
老
荘
」と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
の
は
︑『
淮
南
子
』か
ら
初
ま
る
こ
と
で
︑そ
れ
以
前
の
文
献
と
し

て
確
実
な
も
の
に
は
両
者
を
近
親
な
も
の
と
し
て
説
い
た
例
が
な
く
︑︙
︙
︒『
老
子
』と
『
荘
子
』と
は
本
来
無
関
係
に
で
き
あ
が
り
︑そ
れ
を
信

奉
す
る
人
々
も
別
派
を
な
し
て
い
た
ら
し
い
の
を
︑恐
ら
く
初
め
て
︑そ
の
類
似
性
に
注
目
し
て
そ
れ
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
が
︑淮
南

の
道
家
学
者
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
︒︵
金
谷
治
『
老
荘
的
世
界
︱
淮
南
子
の
思
想
︱
』︑平
楽
寺
書
店
︑一
九
五
九
年
／
『
淮
南
子
の
思
想
︱
老

荘
的
世
界
︱
』︑講
談
社
︑一
九
九
二
年
︑一
四
一
頁
～
一
四
三
頁
︶

︵
12
︶　
「
天
人
の
分
」
と
は
︑
天
が
人
︵
＝
地
上
の
統
治
者
︶
と
は
独
立
し
た
別
個
の
存
在
で
人
と
関
係
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
こ

れ
の
登
場
前
は
︑
天
は
意
志
を
も
つ
存
在
で
人
に
働
き
か
け
︑
人
か
ら
も
天
に
働
き
か
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒「
天
人
の
分
」
に
つ
い
て
は
︑

長
い
間
︑『
荀
子
』
天
論
篇
の
︑

天
行
有
常
︑
不
為
堯
存
︑
不
為
桀
亡
︒
︙
︙
︒
故
明
於
天
人
之
分
︑
則
可
謂
至
人
矣
︒︵
天
の
運
行
に
は
一
定
不
変
性
が
あ
り
︑
堯
の
た
め
に

存
在
す
る
の
で
は
な
く
︑
桀
の
た
め
に
亡
失
す
る
の
で
な
い
︒
︙
︙
︒
従
っ
て
天
と
人
の
区
別
に
明
ら
か
な
人
は
︑
最
高
の
人
物
と
言
え
る
︒
︶

　
　

と
い
う
記
述
に
よ
り
︑『
荀
子
』
天
論
篇
特
有
の
思
想
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑

有
天
有
人
︑
天
人
有
分
︒︵
天
が
あ
り
人
が
あ
り
︑
天
と
人
に
は
区
別
が
あ
る
︒
︶　　
︵『
窮
達
以
時
』︶

　
　

と
い
う
戦
国
時
代
の
郭
店
楚
墓
竹
簡
が
一
九
九
三
年
に
出
土
し
た
こ
と
で
︑「
天
人
の
分
」
が
『
荀
子
』
天
論
篇
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
思
想
で
あ
る
か

疑
わ
し
い
︑
と
い
う
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
︒

︵
13
︶　

そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
高
校
「
倫
理
」
の
教
科
書
に
お
け
る
宗
教
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
い
た
藤
原
聖
子
『
教
科
書
の
中
の
宗
教
︱

そ
の
奇
妙
な
実
態
』︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
六
月
︶
と
︑
問
題
意
識
は
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

　
　
　

な
お
︑
高
校
生
に
手
に
と
っ
て
も
ら
い
た
い
高
校
「
倫
理
」
の
た
め
の
書
籍
と
し
て
︑
直
江
清
隆
・
越
智
貢
編
『
高
校
倫
理
か
ら
の
哲
学
』
全
五

冊
︵「
₁　

生
き
る
と
は
」「
₂　

知
る
と
は
」「
₃　

正
義
と
は
」「
₄　

自
由
と
は
」「
別
巻　

災
害
に
向
き
あ
う
」︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︶
を

挙
げ
て
お
く
︒
ち
な
み
に
︑
中
国
思
想
の
執
筆
者
は
︑
串
田
久
治
氏
で
あ
る
︒


