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は
じ
め
に

本
稿
は
、
王
陽
明
の
「
心
即
理
」
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。「
心
即
理
」
と
は
い
か
な
る
主
張
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

と
り
わ
け
、
陽
明
に
お
い
て
人
欲
・
私
欲
や
悪
と
い
う
も
の
が
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
に
、
朱
子
的
修
養
論
か
ら
陽

明
の
倫
理
的
実
践
論
へ
の
転
換
と
い
う
視
点
で
、
心
即
理
説
の
意
義
を
考
察
し
て
み
た
い
。

筆
者
は
先
に
理
気
論
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
（
一
）。
筆
者
の
理
気
論
の
主
張
は
、
陽
明
の
理
気
説
（
二
）
に
は
朱
子
の
よ
う
な
体
系
性
は
な
い
も

の
の
、
理
気
が
整
合
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
理
は
道
徳
的
理
想
原
理
で
あ
る
が
、
そ
の
理
と
相
互
に
規
定
し
合
う
存
在
の
生
成
原
理

で
あ
る
「
気
」
に
つ
い
て
も
、
全
面
的
に
肯
定
的
な
概
念
と
み
る
も
の
。
そ
こ
に
陽
明
の
人
間
性
へ
の
信
頼
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
主
張
で
も
あ
る
。
も
し
そ
う
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
心
」
に
つ
い
て
も
、
陽
明
の
全
面
的
な
信
頼
と
い
う
も
の
が
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
仮
説
と
し
て
、「
心
即
理
」
説
を
考
察
し
て
み
た
い
。

と
は
い
え
、「
人
間
性
へ
の
信
頼
」
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
本
稿
な
ど
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
島
田
虔
次
が
夙
に
言
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
三
）。
島

田
の
先
駆
性
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
陽
明
研
究
か
ら
み
た
問
題
を
、
本
稿
の
関
心
に
引
き
付
け
て
い
え
ば
、
陽
明
に
お
い
て
悪
を
原
理

的
に
非
存
在
、
と
み
る
こ
と
で
あ
る
（
四
）。
島
田
の
先
鋭
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
も
、「
心
即
理
」
と
は
「
我
が
心
は
理
で
あ
る
」
こ

と
、
と
断
定
し
、
よ
き
生
活
人
と
し
て
の
実
践
の
す
す
め
、
と
す
る
研
究
が
あ
る
（
五
）。
こ
の
研
究
で
は
「
即
」
が
ほ
ぼ
棚
上
げ
さ
れ
て
い
る
。「
即
」

と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
こ
れ
は
こ
れ
で
大
問
題
で
あ
り
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
。
訳
語
と
し
て
は
本
稿
で
も
「
そ
の
ま
ま
」
と
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し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
実
践
を
“
そ
の
ま
ま
”
理
の
実
現
に
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
（
六
）
陽
明
に
お
い
て
も
人
欲
は
あ
る
と
み
る

の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
り
、
悪
（
人
欲
）
を
無
み
す
る
、
あ
る
い
は
（
原
理
的
に
）
非
存
在
と
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
本
稿
で
の
大
場
、
そ
し

て
島
田
へ
の
批
判
が
あ
る
。
こ
の
対
極
に
、
道
徳
的
理
想
原
理
で
あ
る
理
の
認
識
主
体
と
し
て
心
を
措
定
し
、
心
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
実
行
さ
れ

た
も
の
が
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
心
即
理
」
の
内
容
だ
と
す
る
研
究
が
あ
る
（
七
）。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
の
認
識
主
体
（
心
）
―
に
悪
が
ま
と
わ

り
つ
く
こ
と
―
へ
の
不
信
で
あ
る
。
そ
れ
が
論
者
の
島
田
へ
の
異
論
で
も
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
点
は
「
心
」
に
信
頼
を
寄
せ
る
本
稿
と
も
真
逆
と

な
る
。
そ
れ
に
、
言
葉
尻
を
と
ら
え
る
よ
う
だ
が
、
心
を
認
識
主
体
と
し
、
理
を
認
識
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
―
陽
明
の
言
説
に

背
い
て
―
心
と
理
と
を
分
け
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
方
は
実
践
が
無
前
提
に
理
（
理
想
）
の
実
現
と
な
り
、

一
方
は
心
へ
の
不
信
か
ら
、（
理
の
）
実
践
が
躊
躇
さ
れ
る
。
そ
の
両
極
端
の
な
か
で
、
陽
明
の
人
間
性
へ
の
信
頼
を
読
み
取
り
た
い
の
で
あ
る
。

陽
明
は
人
欲
を
否
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
人
欲
の
あ
る
こ
と
が
、
人
間
性
の
信
頼
を
言
う
こ
と
に
何
の
支
障
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
、
陽

明
に
寄
り
添
う
、
本
稿
の
立
ち
位
置
で
あ
る
。
そ
の
主
張
を
す
る
た
め
に
、
こ
の
先
行
研
究
を
批
判
的
に
克
服
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ

る
（
八
）。

そ
こ
で
、
先
ず
も
っ
て
「
心
」
と
は
何
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
答
え
る
こ
と
も
、
到
底
筆
者
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。「
身
体
を
主
宰
す
る
の
が
心
」（
身
之
主
宰
便
是
心
。『
全
集
』
6
頁
）
を

挙
げ
た
と
こ
ろ
で
、
―
い
く
ら
か
朱
子
的
な
道
徳
的
な
知
覚
・
感
覚
に
触
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
（
九
）
―
陽
明
の
思
想
の
倫
理
性
に
は
何
も
答

え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
心
に
つ
い
て
は
、
島
田
虔
次
が
、
朱
子
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
理
・
気
・
性
・
情
を
コ
ン
パ
ク
ト

に
整
理
し
て
い
る
（
一
〇
）。
本
稿
で
は
、
心
即
理
の
再
検
討
の
前
に
、
島
田
を
参
考
に
、
ま
ず
は
こ
の
「
心
」
と
い
う
曖
昧
模
糊
と
し
た
「
も
の
」
を

分
析
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
応
の
整
理
を
試
み
た
い
。
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2　

心
の
分
析
―
理
・
気
・
性
・
情
の
定
義

（
1
）「
心
即
性
」

宋
学
で
は
「
心
は
性
情
を
統
ぶ
」（
張
横
渠
）
と
い
い
、
陽
明
も
こ
れ
を
受
け
て
、
心
は
性
（
本
性
）
と
情
（
情
意
）
と
を
統
合
し
た
も
の
で
あ

り
、
性
・
情
を
、
心
の
体
（
本
体
）・
心
の
用
（
作
用
）
と
す
る
（
一
一
）。

宋
学
で
は
こ
の
「
性
」
に
道
徳
的
理
想
を
み
て
「
性
即
理
」
と
い
う
。
陽
明
は
そ
れ
に
対
し
て
「
心
」
そ
の
も
の
に
道
徳
的
理
想
を
置
い
て
「
心

即
理
」
と
す
る
。
朱
子
と
陽
明
と
の
相
違
は
、
確
か
に
こ
の
「
性
即
理
」
と
「
心
即
理
」
に
あ
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
朱
子
に
も
心
即
理
に
近

い
言
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
（
一
二
）、
一
方
、
陽
明
の
心
即
理
は
、「
心
即
性
、
性
即
理
」
と
、
分
析
的
に
み
る
の
で
あ
り
（
一
三
）、
む
し
ろ
、
朱
子

の
理
気
説
体
系
に
は
な
い
「
心
即
性
」
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
も
あ
る
（
一
四
）。
以
下
で
は
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
考

え
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
心
即
性
の
「
性
」
で
あ
る
が
、
陽
明
は
、
程
子
（
遺
書
一
）
を
受
け
、「
気
即
性
、
性
即
気
」
と
も
い
う
（
一
五
）。
こ

こ
で
も
陽
明
が
宋
学
を
ベ
ー
ス
に
し
て
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
、
倫
理
的
な
概
念
規
定
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。（

2
）
性
と
仁
義
礼
智
・
惻
隠
羞
悪
辞
譲
是
非
と
の
関
係

陽
明
の
ほ
う
か
ら
仁
・
義
・
礼
・
智
と
並
べ
る
事
例
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
が
、
理
・
性
は
仁
義
礼
智
。
仁
義
礼
智
は
理
・
性
で
あ
る
（
一
六
）。

さ
ら
に
「
惻
隠
・
羞
悪
・
辞
譲
・
是
非
」（
孟
子
の
い
わ
ゆ
る
四
端
）
も
性
と
す
る
と
と
も
に
（
一
七
）、「
気
」
と
も
規
定
さ
れ
る
（
一
八
）。
朱
子
と
は
こ

こ
で
規
定
の
違
い
が
出
て
く
る
。
朱
子
は
こ
の
四
端
を
「
情
」
と
す
る
の
で
あ
る
（
一
九
）。

因
み
に
、
惻
隠
な
ど
を
性
と
み
る
こ
と
と
情
と
み
る
こ
と
と
で
は
、
何
が
ち
が
う
の
か
。

朱
子
は
、
四
端
を
情
と
み
、
赤
子
の
井
戸
に
落
ち
る
の
を
見
て
惻
隠
の
情
を
起
こ
さ
な
い
の
は
悪
だ
と
い
う
（
二
〇
）。
井
戸
に
落
ち
た
赤
子
を
助

け
な
い
こ
と
を
悪
と
み
る
と
こ
ろ
に
倫
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
赤
子
を
助
け
な
い
人
が
い
る
（
か
も
し
れ
な
い
）。
人
は
悪
だ
と
わ
か
っ
て
も
、
そ

の
悪
を
犯
す
も
の
。
そ
こ
に
朱
子
の
人
間
観
察
が
あ
り
、「
情
」
と
す
る
理
由
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
儒
教
道
徳
で
い
う
悪
と
は
、
―
惻
隠
を
い
う
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の
で
あ
り
、
全
く
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
い
が
―
そ
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
陽
明
は
何
と
い
う
の
か
。
周
知

の
と
お
り
、

見
孺
子
入
井
自
然
知
惻
隠
、
是
便
是
良
知
不
假
外
求
。『
全
集
』
6
頁

孺
子
の
井
戸
に
落
ち
る
の
を
み
れ
ば
、
自
然
に
惻
隠
を
知
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
良
知
で
あ
り
、
外
に
求
め
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

赤
子
の
井
戸
に
落
ち
る
の
を
見
れ
ば
、
自
然
に
“
だ
れ
で
も
”、
惻
隠
の
心
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
陽
明
の
理
想
主
義
が
あ
り
、
性
と
す
る

理
由
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
、“
あ
た
り
ま
え
”
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
倫
理
学
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

陽
明
は
こ
こ
ま
で
、「
心
」
の
内
容
を
「
性
」
で
括
っ
て
い
る
。

〇
心
即
性
・
性
即
理
（
性
の
表
徳
：
仁
、
義
、
礼
、
智
）

〇　
　
　
　

性
即
気
（
性
の
表
徳
：
惻
隠
、
羞
悪
、
辞
、
是
非
）・
気
即
性

し
か
し
、
性
は
情
と
対
比
さ
れ
る
。
そ
の
「
情
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

（
3
）
情
の
概
念

朱
子
で
は
惻
隠
羞
悪
辞
譲
是
非
が
「
情
」
と
さ
れ
、
喜
怒
哀
楽
も
情
で
あ
る
（
二
一
）。
陽
明
に
と
っ
て
の
情
は
「
喜
怒
哀
楽
」
で
あ
る
が
、
そ
の

喜
怒
哀
楽
と
は
。

除
了
人
情
事
変
，
則
無
事
矣
。
喜
怒
哀
楽
非
人
情
乎
？
『
全
集
』
15
頁

人
情
や
世
の
出
来
事
を
除
い
て
、
事
物
は
な
い
。
喜
怒
哀
楽
は
人
情
で
な
く
て
な
ん
だ
ろ
う
。

陽
明
の
情
の
場
合
は
為
学
の
要
と
も
さ
れ
る
が
（
二
二
）、
喜
怒
哀
楽
（
情
）
は
、
こ
の
よ
う
に
倫
理
的
な
規
定
を
拡
張
し
た
「
人
情
」
と
い
う
言
い

方
で
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
情
に
つ
い
て
は
ま
だ
情
報
が
不
足
し
て
い
る
。
喜
怒
哀
楽
を
言
う
資
料
と
し
て
は
、
例
え
ば
、

喜
怒
哀
楽
，
本
体
自
是
中
和
的
。
纔
自
家
着
些
意
思
，
便
過
不
及
，
便
是
私
。『
全
集
』
19
頁

喜
怒
哀
楽
の
本
体
は
自
然
に
中
和
し
て
い
る
。
わ
ず
か
で
も
そ
こ
に
自
分
の
考
え
が
着
け
ば
、
す
な
わ
ち
過
不
及
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
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わ
ち
私
欲
・
私
で
あ
る
（
二
三
）。

喜
怒
哀
楽
も
本
来
（
本
体
）
は
中
和
的
な
も
の
だ
が
、
情
に
は
過
不
及
が
あ
る
と
い
う
。「
本
来
性
」
を
言
う
陽
明
も
、
私
・
欲
を
見
な
い
、
あ
る

い
は
無
視
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
心
は
性
情
を
統
合
し
た
も
の
。
性
と
情
と
は
体
用
の
関
係
。
と
は
い
え
、
性
と
情
の
位
相

と
私
欲
の
関
係
は
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。

（
4
）
性
・
情
と
人
欲
と
の
関
係

そ
こ
で
、
性
情
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
し
て
み
た
い
。『
伝
習
録
』
中
巻
で
は
、
次
の
よ
う
な
資
料
に
出
会
う
。

性
一
而
已
、
仁
義
礼
智
、
性
之
性
也
、
聡
明
叡
智
、
性
之
質
也
、
喜
怒
哀
楽
、
性
之
情
也
。
私
欲
客
気
、
性
之
蔽
也
。
質
有
清
濁
、
故
情
有

過
不
及
、
而
蔽
有
浅
深
也
。『
全
集
』
68
頁

性
は
ひ
と
つ
で
あ
る
。
仁
義
礼
智
は
性
の
性
で
あ
り
、
聡
明
叡
智
は
性
の
質
で
あ
り
、
喜
怒
哀
楽
は
性
の
情
で
あ
り
、
私
欲
は
性
を
蔽
う

も
の
で
あ
る
。
質
に
清
濁
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
に
は
過
不
及
が
あ
り
、
蔽
に
浅
深
が
あ
る
。

陽
明
の
思
想
に
宋
学
的
な
「
質
」
は
馴
染
ま
な
い
が
、
質
問
者
（
陽
明
の
弟
子
陸
原
静
）
に
答
え
た
も
の
。
多
岐
に
わ
た
る
が
、
要
は
、
い
わ
ゆ

る
英
才
と
聖
賢
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
英
才
の
質
は
優
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
儒
（
宋
学
）
の
尊
ぶ
「
記
誦
訓
詁
」（『
全
集
』
68
頁
）
の
こ
と

な
の
か
、
道
を
知
る
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
内
容
を
受
け
て
答
え
た
、
そ
の
冒
頭
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
客
気
（
血
気
・
カ
ラ
元
気
）
は
略
す
が
、
全

体
を
質
（
聡
明
叡
智
）
の
清
濁
が
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
が
情
の
「
過
不
及
」
の
説
明
に
な
り
、
私
欲
と
し
て
の
性
の
蔽
の
「
浅
深
」
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
質
は
、
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
が
、
陽
明
は
聖
賢
と
英
才
・
常
人
の
質
に
は
清
濁
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
道
に
近
い

か
否
か
と
は
別
だ
、
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
道
（
孝
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
改
め
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
情

を
「
性
の
情
」
と
、
性
で
括
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
性
は
ひ
と
つ
」
で
あ
る
と
い
う
。
先
に
仁
義
礼
智
な
ど
を
性
で
括
っ

た
の
を
み
た
が
、
情
も
ま
た
、
性
で
括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
心
即
性
」
か
ら
出
発
し
て
、「
性
」
を
軸
に
み
て
き
て
、
陽
明
は
性
情
も
性
を
軸
に

「
心
即
性
」
に
シ
ン
プ
ル
に
収
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
情
に
は
「
過
不
及
」
が
あ
る
が
、
蔽
も
過
不
及
も
、
聖
賢
と
常
人
の
差
、
と
い
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う
よ
り
、
学
問
と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
記
誦
訓
詁
」
か
、
聖
人
の
道
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
向
か
う
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
私
欲
の
意

味
も
宋
学
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
も
と
も
と
私
欲
（
蔽
）
と
い
う
も
の
が
、
心
、
あ
る
い
は
理
（
天
理
）
に
と
っ
て
、
如
何

な
る
位
相
に
あ
る
の
か
、
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
初
期
に
お
い
て
、
直
接
「
私
欲
」

「
蔽
」
を
い
い
、「
天
理
人
欲
」
を
ど
う
説
明
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
こ
と
の
わ
か
る
資
料
ま
で
戻
っ
て
、「
人
欲
」
を
手
が
か
り
に
、「
心
即
理
」

説
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

3　

陽
明
学
説
の
実
践
論
と
し
て
の
意
義

そ
こ
で
、
改
め
て
陽
明
の
「
心
即
理
」
の
言
説
を
考
察
し
た
い
。
こ
の
資
料
こ
そ
が
、
問
題
と
し
た
い
「
心
即
理
」
説
で
あ
る
。

心
即
理
也
。
此
心
無
私
欲
之
弊
、
即
是
天
理
、
不
須
外
面
添
一
分
。
以
此
純
乎
天
理
之
心
、
発
之
事
父
便
是
孝
、
発
之
事
君
、
便
是
忠
、
・・

�

『
全
集
』
2
頁

心
即
理
で
あ
る
。
こ
の
心
に
（
も
と
も
と
）
私
欲
の
蔽
い
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
天
理
な
の
で
あ
り
、
外
か
ら
何
も
交
え
加
え
る
必
要
が
な

い
。
こ
の
天
理
に
純
の
心
を
発
し
て
父
に
つ
か
え
る
の
を
孝
と
い
い
、
兄
に
つ
か
え
る
の
を
弟
と
い
う
。

こ
の
「
心
即
理
」
の
言
説
は
、
陽
明
の
弟
子
徐
愛
の
疑
問
に
対
す
る
陽
明
の
回
答
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
徐
愛
の
質
問
は
、
孝
・
忠
・
信
・
仁
な
ど

の
徳
目
（
理
）
は
「
外
」
に
遍
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
考
察
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
心
の
「
外
」
に
（
も
）
理
が
あ
る
の
で
は
、

と
い
う
、
陽
明
に
対
す
る
疑
問
、
な
い
し
は
反
論
で
あ
る
。
陽
明
は
そ
れ
に
対
し
て
「
天
下
に
心
外
の
事
、
心
外
の
理
は
な
い
」（『
全
集
』
2
頁
）

と
言
っ
て
、
徐
愛
の
議
論
を
打
ち
消
す
の
で
あ
る
。
上
記
で
は
「
心
即
理
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
心
即
天
理
」、
あ
る
い
は
「
理
は
天
理
」
と
な
る
。

理
と
は
心
の
（
内
な
る
）
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、「
天
理
に
純
」
の
心
が
発
動
す
る
と
、「
孝
」
と
な
り
、「
弟
」
と
な
る
。
陽
明
の
い
う
と
こ

ろ
は
明
確
で
あ
る
。
問
題
は
、
私
欲
（
の
弊
害
・
蔽
い
）
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
心
即
理
（
天
理
）
で
あ
る
こ
と
の
「
条
件
」
な
の
だ
ろ
う

か
。
従
来
は
、
そ
の
よ
う
に
条
件
と
理
解
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
（
二
四
）。
し
か
し
、
私
欲
の
蔽
い
が
な
け
れ
ば
、
と
い
う
条
件
の
下
で
の
「
心

即
理
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
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も
と
も
と
徐
愛
の
質
問
の
文
脈
に
「
私
欲
」
の
こ
と
は
な
く
、「
外
」
に
理
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
欲
の
有
無
と
は
一
応
別

の
話
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
条
件
と
し
て
の
「
私
欲
」
と
の
話
と
み
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
も
「
再
検
討
」
の
必
要
を
み
る
の
だ
が
、
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
陽
明
が
後
段
で
「
去
人
欲
存
天
理
」
を
用
意
す
る
と
こ
ろ
に
理
由
の
一
端
が
あ
ろ
う
。

只
在
此
心
去
人
欲
、
存
天
理
上
用
功
便
是
。『
全
集
』
2
頁

こ
こ
心
の
人
欲
を
除
き
天
理
を
存
す
る
こ
と
に
工
夫
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

心
か
ら
人
欲
を
除
き
、
天
理
を
保
つ
こ
と
に
修
養
を
尽
く
せ
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
を
前
段
に
遡
及
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天

理
人
欲
は
頻
繁
に
出
て
き
て
お
り
、
天
理
人
欲
は
並
び
立
た
ず
（『
全
集
』
7
頁
）、
本
稿
の
こ
だ
わ
り
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
し
て
い
な
い
よ

う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
条
件
と
み
る
こ
と
は
、
人
欲
を
“
除
く
工
夫
”
に
力
点
が
か
か
り
、
結
局
は
修
養
論
に
ゆ
き
つ
く
こ
と
に
し
か
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
天
理
人
欲
を
い
う
「
心
即
理
」
説
を
、
宋
学
的
な
修
養
論
や
、
ま
し
て
認
識
論
な
ど
で
は
な
く
、
倫

理
的
「
実
践
論
」
と
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
解
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
考
察
し
て
み
た
い
。

陽
明
は
徐
愛
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、「
心
即
理
」
と
い
う
、
い
わ
ば
立
言
宗
旨
を
高
唱
す
る
。
自
ら
の
信
念
を
高
ら
か
に
述
べ
る
場
面
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
の
っ
け
か
ら
条
件
つ
き
の
言
説
、
あ
る
い
は
説
明
だ
と
い
う
の
は
お
か
し
な
話
で
は
な
い
か
。
陽
明
は
持
論
で
あ
る
人
間
の
本
来
性
と

し
て
の
「
心
即
理
」
を
主
張
し
て
い
る
。
人
間
は
“
本
来
”
心
即
理
な
の
で
は
な
い
か
。

と
は
い
え
、
徐
愛
と
陽
明
の
問
答
は
か
み
合
っ
て
い
な
い
。
徐
愛
は
、
心
外
に
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
続
け
る
。
そ

れ
に
対
し
て
陽
明
は
、「
天
理
人
欲
」
論
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
「
天
理
人
欲
」
は
ど
う
「
説
明
」
さ
れ
て
い
る
の
か
。

こ
れ
も
実
は
、
ど
う
す
れ
ば
人
欲
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
ノ
ウ
・
ハ
ウ
あ
る
い
は
修
養
の
方
法
を
語
る
わ
け
で

は
な
い
。
敢
え
て
言
え
ば
、「
去
人
欲
存
天
理
」
そ
れ
自
体
が
工
夫
な
の
で
あ
る
（
二
五
）。（
人
欲
の
な
い
）
天
理
（
に
純
）
の
心
と
は
、
例
え
ば
親

に
対
し
て
は
、

却
是
須
有
這
誠
孝
的
心
、
然
後
有
這
条
件
発
出
来
。
譬
之
樹
木
、
這
誠
孝
便
是
根
、
許
多
条
件
便
是
枝
葉
、
須
先
有
根
然
後
有
枝
葉
、
不
是
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先
尋
了
枝
葉
然
後
去
種
根
。『
全
集
』
3
頁

こ
の
誠
の
孝
の
心
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
項
目
（
注
：
温
清
定
省
）
が
で
て
く
る
。
こ
れ
を
樹
木
に
例
え
れ
ば
、
誠
の
孝

と
は
根
で
あ
り
、
多
く
の
項
目
と
は
枝
葉
で
あ
る
。
先
ず
根
が
あ
っ
て
枝
葉
が
あ
る
の
で
あ
り
、
予
め
枝
葉
を
探
し
て
か
ら
根
を
植
え
る
の

で
は
な
い
。

「
誠
の
孝
・
親
へ
の
孝
に
誠
で
あ
る
心
」
を
持
つ
べ
き
、
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
根
と
は
（
誠
の
）
孝
で
あ

り
、
枝
葉
と
は
温
清
定
省
（
冬
温
か
く
、
夏
涼
し
く
、
夜
は
寝
具
を
整
え
、
朝
機
嫌
を
う
か
が
う
）
の
類
。
仮
に
温
清
定
省
が
枝
葉
だ
と
し
て
も
、

そ
こ
に
「
理
」
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
陽
明
の
言
う
の
は
、
ま
ず
は
し
っ
か
り
根
を
植
え
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
根
が
し
っ

か
り
し
て
い
れ
ば
、
枝
葉
は
そ
こ
か
ら
自
ず
と
育
っ
て
く
る
。「
心
即
理
」
は
陽
明
の
理
念
、
あ
る
い
は
信
念
で
あ
り
、
天
理
・
人
欲
が
並
び
立
た

な
い
と
い
っ
て
も
、
あ
れ
か
こ
れ
か
、
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
心
か
ら
人
欲
を
引
く
と
天
理
が
残
る
と
い
う
算
数
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
人
欲
が
混
じ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
心
が
天
理
で
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
本
来
の
姿

が
あ
る
（
二
六
）。“
本
来
”
心
即
理
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
単
な
る
（
人
欲
を
除
く
、
と
い
う
）
修
養
論
で
は
な
く
、
陽
明
に
お
い
て
は
（
そ
の
意
味

で
は
人
欲
を
決
し
て
排
除
し
て
い
な
い
）
倫
理
実
践
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
以
下
で
も
み
て
ゆ
き
た
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
天
理
人
欲
を
「
工
夫
」
と
い
う
。
そ
れ
で
は
手
段
・
方
策
で
し
か
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
実
は
天
理
人
欲
上
で
の
講
求
こ
そ
が
「
頭
脳
」（
主
要
・
根
本
）（『
全
集
』
3
頁
）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
根
本
の
議
論
が
根
―
枝
葉

論
だ
か
ら
だ
。
ま
る
で
循
環
論
の
よ
う
で
あ
る
が
、「
工
夫
」
即
「
根
本
」
な
の
で
あ
る
。
心
即
理
・
本
体
即
工
夫
・
・
こ
れ
が
陽
明
の
論
法
の
常

套
手
段
、
と
い
っ
て
わ
る
け
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
陽
明
の
思
想
で
は
な
い
か
！
で
は
、
陽
明
は
何
を
問
題
に
し
て
「
天
理
人
欲
」
の
工
夫
を
い
う
の

だ
ろ
う
。

就
如
講
求
冬
温
、
也
只
是
要
尽
此
心
之
孝
、
恐
怕
有
一
毫
人
欲
間
雑
。・
・『
全
集
』
3
頁

冬
温
を
求
め
、
心
の
孝
を
尽
く
そ
う
と
す
る
だ
け
で
は
、
恐
ら
く
は
人
欲
の
混
じ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。

冬
に
は
温
か
い
よ
う
に
、
と
、
孝
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
人
欲
が
混
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
な
か
な
か
厳
し
い
見
方
で
は
あ
る
が
、
陽
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明
の
心
配
は
そ
こ
に
あ
る
（
二
七
）。

人
間
に
は
人
欲
が
混
じ
る
も
の
、
と
い
う
の
は
、
本
稿
の
仮
説
に
反
し
て
、
人
間
を
信
用
し
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
え

ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
逆
に
例
え
ば
、
役
者
が
「
温
清
定
省
」
を
演
じ
た
場
合
、
そ
れ
は
孝
行
な
の
か
、
と
問
う
資
料
が
あ
る
。

若
只
是
那
些
儀
節
求
得
是
当
、
便
謂
至
善
、
即
如
今
扮
戲
子
、
扮
得
許
多
温
清
奉
養
的
儀
節
是
当
、
亦
可
謂
之
至
善
。『
全
集
』
3
頁

も
し
、
行
為
の
正
し
さ
を
求
め
て
、
こ
れ
を
至
善
と
い
う
な
ら
、
役
に
扮
し
て
、
多
く
の
温
清
、
孝
養
の
行
為
を
正
し
く
演
ず
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
こ
れ
を
至
善
と
い
え
よ
う
。

陽
明
の
言
う
の
は
極
端
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
が
飢
え
ず
、
冬
温
か
い
、
と
い
う
形
だ
け
な
ら
で
き
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
（
か
も
し
れ
な
い
）。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
孝
で
な
い
。
外
見
や
行
為
の
正
し
さ
だ
け
で
は
、
そ
こ
に
人
欲
の
入
る
余
地
の
あ
る
こ
と
は
あ
る
程
度
想
像
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
、「
冬
温
」
を
求
め
る
、
そ
の
よ
う
な
方
策
を
「
講
求
」
す
る
こ
と
に
さ
え
、
人
欲
の
入
る
余
地
を
言
う
陽
明
で
は
な
い
か
。

因
み
に
、「
工
夫
」
と
い
う
と
き
、『
中
庸
』
で
い
う
「
学
問
思
弁
」
も
工
夫
と
し
て
い
る
（
学
問
思
弁
之
功
：『
全
集
』
3
頁
）。
こ
れ
も
、
上

記
に
密
接
に
関
連
し
て
い
て
、
し
か
も
、
端
的
に
陽
明
の
倫
理
実
践
論
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
工
夫
と
は
学
問
思
弁
と
い
う
修
養
で
天
理

に
純
の
心
を
修
め
て
か
ら
温
清
を
求
め
る
、
と
い
う
こ
と
―
俗
流
朱
子
学
的
な
先
知
後
行
―
で
は
決
し
て
な
い
。「
学
問
思
弁
」
で
温
清
時
の
天
理

に
純
を
「
工
夫
」
す
る
の
で
あ
る
（
惟
於
温
清
時
、
也
要
此
心
純
乎
天
理
之
極
：
同
上
）。「
工
夫
」
即
「
孝
」
行
。
そ
こ
に
、
い
わ
ば
「
事
上
磨

錬
」（『
全
集
』
12
頁
）
と
し
て
の
実
践
論
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
結
果
の
如
何
を
い
う
結
果
主
義
・
功
利
主
義
で
は
な
く
、
誠
と
言
い
、
天

理
に
純
と
言
い
、
何
よ
り
も
、
心
の
純
粋
さ
、
動
機
の
純
粋
さ
を
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
陽
明
の
思
想
を
、
動
機
主
義
で
括
っ
て
よ
い
の
か
。

筆
者
は
こ
こ
で
も
、
従
来
の
研
究
を
「
再
検
討
」
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
根
は
孝
に
誠
の
心
で
あ
り
、
枝
葉
は
温
清
定
省
で
あ
る
。
天
理
に

純
の
、
親
に
孝
で
あ
る
こ
と
に
誠
の
心
と
は
、

冬
時
自
然
思
量
父
母
的
寒
、
便
自
要
去
個
温
的
道
理
。
夏
時
自
然
思
量
父
母
的
熱
、
便
自
要
去
個
清
的
道
理
。
這
都
那
誠
的
心
発
出
来
的
条
件
。

�

『
全
集
』
2
頁
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冬
に
、
父
母
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
寒
さ
で
あ
り
、
自
ず
か
ら
温
か
く
し
て
あ
げ
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
正
し
い
道

で
あ
る
。
夏
に
、
父
母
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
暑
さ
で
あ
り
、
自
ず
か
ら
涼
し
く
し
て
あ
げ
る
こ
と
を
求
め
る
の
が
正
し
い
道
で

あ
る
。
こ
れ
は
み
な
誠
の
心
か
ら
発
せ
ら
れ
て
く
る
項
目
で
あ
る
。

冬
、
あ
る
い
は
夏
に
な
れ
ば
、
人
は
父
母
の
寒
さ
、
暑
さ
を
思
い
、
温
か
く
し
、
あ
る
い
は
涼
し
く
し
て
や
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
。
方
策
な
ど

を
あ
れ
こ
れ
講
求
す
れ
ば
人
欲
が
混
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
陽
明
の
言
説
は
、
求
め
る
べ
き
は
「
道
理
（
正
し
い
道
）」
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ

る
（
二
八
）。
こ
の
あ
と
に
、
先
に
見
た
、
樹
木
の
根
と
枝
葉
の
議
論
と
な
る
。
根
（
孝
に
誠
の
心
）
が
き
ま
れ
ば
、
枝
葉
（
温
清
定
省
）
は
お
の
ず

と
出
て
く
る
も
の
と
い
う
陽
明
は
、
原
理
主
義
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
欲
の
有
無
な
ど
問
題
に
し
て
い
な
い
。
人
欲
（
人
欲
の
議
論
）
の
入

る
余
地
が
な
い
、
そ
れ
が
本
稿
の
見
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
心
を
誠
に
し
て
こ
の
「
道
理
」
の
ま
ま
に
実
践
し

て
み
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
悪
の
由
来
を
云
々
し
て
も
始
ま
ら
な
い
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
悪
の
由
来
を
言
い
な
が
ら
、
そ
の
追
究
の
で
き
て
い

な
い
宋
学
的
「
天
理
人
欲
」
説
が
、
み
ご
と
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
て
わ
か
る
こ
と
は
、
陽
明
の
「
心
即
理
」
の
議
論
は
、
本
来
主
義
・
原
理
主
義
で
あ
る
が
、「
存
天
理
去
人
欲
」
の
工
夫
論
‒

す
な
わ
ち
、
じ
っ
さ
い
は
（
根
・
枝
葉
の
）
原
理
主
義
の
「
孝
」
行
の
実
践
論
―
で
、
あ
る
意
味
十
分
に
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
理
人
欲
説
自
体
、
先
行
す
る
朱
子
学
の
土
俵
に
乗
っ
か
っ
て
、（
修
養
論
と
い
う
よ
り
）
実
践
論
を
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
宋
学
と
対
決
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

4　

人
欲
の
先
に
あ
る
問
題

で
は
、
宋
学
と
対
決
し
た
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
初
期
の
心
即
理
説
の
段
階
で
、
そ
の
結
果
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
節
で

陽
明
を
原
理
主
義
と
み
、
ま
た
陽
明
の
言
説
の
根
・
枝
葉
の
議
論
を
追
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
瑕
疵
な
く
、
学
説
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
、
と
い

え
ば
、
実
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
問
題
を
み
る
の
で
あ
る
。

仁
是
造
化
生
生
不
息
之
理
・・・
譬
之
木
、
其
始
抽
芽
、
便
是
木
之
生
意
発
端
処
、
抽
芽
然
後
発
幹
、
発
幹
然
後
生
枝
生
葉
、
然
後
是
生
生
不
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息
。
若
無
芽
、
何
以
有
幹
有
枝
葉
？
能
抽
芽
、
必
是
下
面
有
個
根
在
。
有
根
方
生
、
無
根
便
死
。
無
根
何
従
抽
芽
？
父
子
兄
弟
之
愛
、
便
是

人
心
生
意
発
端
処
、
如
木
之
抽
芽
。
自
此
而
仁
民
、
而
愛
物
、
便
是
発
幹
生
枝
生
葉
。・
・
孝
弟
為
仁
之
本
、
却
是
仁
理
従
裏
面
発
生
出
来
。

仁
は
造
化
の
生
生
息
ま
ざ
る
の
理
で
あ
る
・・・
こ
れ
を
木
に
例
え
れ
ば
、
は
じ
め
に
芽
が
吹
く
の
は
木
の
生
気
の
発
端
で
あ
り
、
発
芽
の

の
ち
幹
が
出
、
幹
が
出
て
枝
が
生
え
、
葉
が
生
え
、
生
生
息
ま
ざ
る
状
態
で
あ
る
。
も
し
芽
が
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
幹
や
枝
葉
が
あ
ろ

う
か
。
芽
が
出
る
の
は
そ
の
下
に
根
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
根
が
あ
っ
て
こ
そ
生
が
あ
り
、
根
が
な
け
れ
ば
死
ぬ
。
根
が
な
け
れ
ば
ど
こ
か

ら
芽
が
出
よ
う
。
父
子
兄
弟
の
愛
は
人
生
の
生
気
の
発
端
で
あ
り
、
木
の
芽
吹
き
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
民
を
愛
し
、
物
を
愛
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
幹
が
生
え
枝
葉
が
生
え
る
よ
う
と
で
あ
る
。・・・「
孝
弟
は
仁
を
為
す
の
本
」（
論
語
・
学
而
）
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
仁
（
理
）

は
孝
弟
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
万
物
一
体
の
仁
」（
程
明
道
）
の
説
明
と
、
同
時
に
、
墨
子
の
「
兼
愛
」（
一
種
の
博
愛
）
へ
の
批
判
を
合
わ
せ
て
説
明
す
る
箇
所
で
あ

る
。
万
物
一
体
の
仁
の
言
外
に
あ
る
の
は
、「
親
親
而
仁
民
、
愛
物
」（
親
に
親
し
み
、
民
を
い
つ
く
し
み
、
物
を
愛
惜
す
る
：
孟
子
・
尽
心
）
で

あ
り
、
父
子
（
兄
弟
）
の
愛
か
ら
の
出
発
と
は
、
兼
愛
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
論
語
』
の
有
子
の
言
が
引
い
て
あ
っ
て
、
も
と
も
と

陽
明
の
根
・
枝
葉
議
論
と
親
和
性
の
み
ら
れ
る
言
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
子
は
「
君
子
は
本
に
務
む
。
本
立
ち
て
道
生
ず
。
孝
弟
な
る
者
は
、

そ
れ
、
仁
を
為
す
の
本
か
」（
学
而
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
で
は
、
孝
弟
が
本
な
の
か
、
仁
が
本
な
の
か
、
理
論
問
題
と
し
て
は
曖
昧

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
素
直
に
読
め
ば
、
孝
弟
が
本
で
、
為
仁
が
道
と
な
る
（
二
九
）。
宋
学
で
も
そ
れ
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
仁
を
性

（
体
）、
孝
弟
を
用
と
も
す
る
の
で
あ
る
（
論
語
集
注
）。
孝
弟
も
重
要
だ
が
、
仁
＝
理
と
み
て
こ
れ
を
根
本
に
す
る
こ
と
が
動
か
せ
な
い
よ
う
で
あ

る
。
陽
明
は
ど
う
か
。
陽
明
は
、
こ
こ
で
言
い
淀
む
の
で
あ
る
（
三
〇
）。

し
か
し
、
結
局
は
陽
明
も
仁
を
理
と
し
て
心
の
本
体
と
す
る
。
朱
子
を
踏
襲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
仁
理
」
が
根
で
、「
父
子
兄
弟
の
愛
」

は
芽
、「
仁
民
・
愛
物
」
が
幹
・
枝
葉
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
孝
弟
」
は
ど
う
な
る
の
か
。
陽
明
は
先
に
は
孝
弟
を
根
と
し
て
い
た
し
、
上
記

の
よ
う
に
論
語
を
引
用
し
て
、
孝
弟
を
根
本
・
根
（
仁
を
な
す
の
本
）
と
し
、
仁
理
が
孝
弟
の
な
か
か
ら
出
て
く
る
、
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
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〇
仁
理
（
根
）
―
父
子
兄
弟
の
愛
（
芽
）�

―
仁
民
・
愛
物
（
幹
・
枝
葉
）

〇　
　

孝
弟
（
本
・
根
）�

―
仁
理
（
道
・
枝
葉
？
）

仁
理
が
二
様
と
な
っ
て
齟
齬
す
る
だ
け
で
な
く
、
仁
民
・
愛
物
の
仁
・
愛
と
も
重
な
る
し
、
父
子
兄
弟
の
愛
と
孝
弟
と
の
関
係
も
―
根
と
芽
の
ち

が
い
も
含
め
て
―
不
明
で
あ
る
。
論
理
的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
の
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
い
た
い

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
教
倫
理
と
し
て
譲
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

陽
明
は
「
父
子
兄
弟
の
愛
は
人
生
の
生
気
の
発
端
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
「
愛
」
を
妨
げ
る
も
の
は
何
か
。
例
え
ば
、
親
子
げ
ん
か
、
兄
弟

げ
ん
か
（
三
一
）、
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
子
や
弟
の
私
的
な
不
平
感
情
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
は
、「
誠
」
の
心
に
反
し
、
そ
の
動
機
に
お
い
て
、

愛
を
裏
切
る
行
為
と
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
愛
を
阻
害
す
る
「
私
」
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
欲
・
私
欲
が
如
何
な
る
も
の
か
、
陽
明
は
具
体
的

に
は
何
も
語
ら
な
い
が
、
親
子
・
兄
弟
関
係
を
想
定
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
予
測
は
つ
く
の
で
あ
る
。

倫
理
は
義
務
と
し
て
国
家
が
定
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
教
育
の
こ
と
を
問
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
倫
理
と
は
当
然
に
個
人
の
自
覚
に
俟
つ

べ
き
も
の
で
あ
る
。
上
で
孝
弟
と
親
子
兄
弟
の
愛
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
を
み
た
。
子
や
弟
か
ら
親
や
兄
へ
の
愛
（
親
親
）
か
ら
仁
民
・

愛
物
へ
と
及
ぶ
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
親
は
子
を
愛
す
る
の
で
あ
る
（
三
二
）。
そ
う
す
る
と
、
父
子
兄
弟
の
愛
と
は
、
父
子
兄
弟
間
の
愛
の
“
関
係

性
”
を
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「（
西
欧
）
近
代
」
的
な
見
方
か
も
し
れ
な
い
し
、「
父
子
兄
弟
の
愛
」
と
い
う
言
説
だ
け

で
関
係
性
を
云
々
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
他
者
へ
の
愛
、
他
者
に
つ
く
す
愛
と
み
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
（
三
三
）。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
人
が
人
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
、
個
人
の
処
世
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
る
べ
き
は
、
近
代
性
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む

し
ろ
、
他
者
と
の
取
引
の
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
他
者
（
世
界
）
は
こ
う
あ
る
は
ず
だ
、
他
者
（
世
界
）
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
規
範
の
押

し
つ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
俗
流
朱
子
学
的
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
ゆ
く
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
こ
に
陽
明
の
理
想
主
義
が
あ
り
、
人
間
性
へ

の
信
頼
を
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
心
即
理
」
と
は
孝
弟
を
根
と
す
る
こ
と
と
、
仁
を
為
す
こ
と
（
人
を
愛
す
る
こ
と
）
を
人
の
道
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
は
矛
盾
し
て

も
そ
の
両
方
を
譲
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
三
四
）。
そ
こ
に
ま
た
陽
明
の
、
別
の
意
味
で
の
人
間
性
を
見
る
思
い
が
す
る
。
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お
わ
り
に

陽
明
の
「
心
即
理
」
説
に
み
ら
れ
る
、
性
を
軸
に
し
た
理
気
性
情
論
の
整
合
性
を
追
い
な
が
ら
、
人
欲
を
媒
介
に
、
そ
の
儒
教
倫
理
と
し
て
の

意
義
を
み
て
き
た
。
細
部
で
の
論
理
の
不
整
合
も
み
た
が
、
朱
子
の
場
合
も
、
必
ず
し
も
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
性
に
天
命
の

性
、
気
質
の
性
が
あ
り
、
情
に
も
善
悪
両
面
が
あ
る
（
三
五
）。
如
何
な
る
場
合
に
善
と
な
り
、
如
何
な
る
場
合
に
悪
と
な
る
の
か
。
善
の
場
合
は
、
情

を
気
の
作
用
と
み
る
（
三
六
）。
そ
れ
は
、
情
・
気
を
肯
定
的
に
み
て
の
論
証
で
あ
っ
た
。
善
は
人
間
の
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
な
ぜ
悪
を
犯

す
の
か
、
と
い
う
、
否
定
的
な
悪
の
由
来
を
示
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
で
き
て
い
な
い
。
悪
も
ま
た
人
間
の
“
自
然
”
で
は
な
い
の
か
（
三
七
）。

陽
明
も
、
宋
学
を
抱
え
込
ん
で
、
基
本
的
に
は
宋
学
の
矛
盾
か
ら
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
陽
明
の
情
と
気
と
は
、
朱
子
の
よ

う
に
肯
定
・
否
定
の
両
義
的
で
は
な
く
、
肯
定
的
な
概
念
で
あ
る
。
情
と
気
と
は
相
関
的
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
直
接
に
関
係
は
し
な
い
。
正
確

に
は
、
関
係
す
る
言
説
が
な
い
。
気
が
動
く
と
悪
に
な
る
よ
う
に
（
三
八
）、
情
に
過
不
及
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
根
本
は
「
心
」（
心
即
理
）

な
の
で
あ
る
。

陽
明
の
主
張
・
学
説
は
「
心
即
理
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
に
欲
・
悪
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
だ
か

ら
粗
雑
だ
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
理
・
気
・
性
・
情
が
整
っ
た
「
心
即
理
」
と
い
う
人
間
の
「
本
来
性
」
の
主
張
の
“
体
系
”
に
、
人

欲
の
入
る
余
地
は
な
い
、
そ
の
こ
と
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
、
儒
教
研
究
（
陽
明
研
究
）
の
意
味
を

見
失
っ
て
し
ま
う
。
陽
明
に
お
い
て
心
即
理
の
理
は
「
仁
」
で
あ
り
、
仁
は
「
愛
」
で
あ
る
。
そ
の
実
践
が
「
孝
弟
」。
そ
し
て
、
仁
を
な
す
こ
と

が
「
道
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
孝
弟
が
儒
教
の
道
と
な
る
。
そ
れ
が
現
代
社
会
で
ど
こ
ま
で
意
味
を
持
ち
価
値
を
持
つ
か
は
、
ま
た
、
問
題

が
別
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
心
即
理
説
が
、
宋
学
に
依
拠
し
て
い
る
以
上
、
天
理
人
欲
を
、
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
は
い
な
い
し
、
足

し
算
引
き
算
に
み
ら
れ
か
ね
な
い
天
理
人
欲
説
の
克
服
は
、
陽
明
独
自
の
「
致
良
知
」
説
―
そ
れ
が
成
功
し
た
か
否
か
は
と
も
か
く
―
に
持
ち
越

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注（一
）　

拙
稿
「
王
陽
明
理
気
説
再
検
討
の
一
考
察
」『
歴
史
学
部
論
集
』
第
11
集
、
2
0
2
1
年
。

（
二
）　

理
気
の
関
係
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
が
、「
理
者
気
之
条
理
、
気
者
理
之
運
用
」（
理
は
気
の
条
理
で
あ
り
、
気
は
理
の
運
用
で
あ
る
。（『
王
陽

明
全
集
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
1
9
9
2
年
、
62
頁
）
と
い
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
該
書
を
使
用
し
、
以
下
『
全
集
』
と
省
略
す
る
。

（
三
）　

島
田
虔
次
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』
筑
摩
書
房
、
1
9
7
0
年
、
49
頁
。

（
四
）　

そ
の
先
に
欲
望
の
肯
定
が
あ
る
。
た
だ
し
、
陽
明
に
お
い
て
、
そ
れ
が
整
合
的
だ
と
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
未
完
成
で
あ
り
、
宋
学

の
徹
底
と
し
て
の
明
学
は
、
李
卓
吾
に
お
い
て
欲
望
的
な
も
の
、
私
的
な
も
の
が
人
間
の
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
島
田
、
前

掲
書
2
0
4
頁
）。
島
田
は
、
陽
明
―
泰
州
学
派
―
李
卓
吾
と
い
う
展
開
を
構
築
し
て
そ
う
い
う
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
清
代
の
戴
震
ま
で
を
見
据

え
て
い
る
の
が
溝
口
雄
三
で
あ
っ
た
（
溝
口
雄
三
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、
1
9
8
0
年
）。
溝
口
は
「
理
」
を

中
心
に
見
て
、
李
卓
吾
に
理
観
の
再
生
、
清
代
に
新
し
い
理
観
の
確
立
を
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
宋
学
で
言
う
本
然
の
性
に
対
す
る

気
質
（
の
性
）
が
す
で
に
人
間
存
在
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
気
質
自
体
は
悪
と
無
縁
の
も
の
と
な
る
（
溝
口
、
同
書
3
0
2

頁
）。
理
か
ら
気
へ
と
い
う
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
を
み
る
も
の
。
筆
者
は
明
末
清
初
の
理
気
や
情
欲
理
解
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
。
し
か

し
、
島
田
や
溝
口
の
陽
明
理
解
を
み
る
と
、
そ
う
し
た
宋
代
か
ら
明
末
清
初
へ
の
展
開
の
結
節
点
で
あ
る
陽
明
の
思
想
へ
の
理
解
に
疑
問
が
残
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陽
明
は
宋
か
ら
清
へ
の
単
な
る
通
過
点
で
あ
り
、
宋
学
と
李
卓
吾
・
戴
震
に
引
き
裂
か
れ
て
い
て
、
独
自
性
が
み
え
な

い
の
で
あ
る
。
溝
口
の
、
陽
明
の
人
欲
理
解
に
宋
学
と
の
違
い
が
み
え
な
い
こ
と
は
、
注
二
四
参
照
。

（
五
）　
「
生
活
の
中
で
倫
理
的
に
生
き
る
こ
と
」
が
そ
の
ま
ま
聖
人
と
し
て
の
生
活
で
あ
り
、
理
も
個
別
的
な
生
活
に
顕
れ
た
倫
理
意
識
で
あ
る
。
心
も

理
も
生
活
に
密
着
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
と
し
て
、
個
別
事
象
を
捨
象
し
た
心
や
理
の
概
念
的
な
価
値
を
確
定
し
て
ゆ
く
こ
と

は
「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
の
だ
と
い
う
（
大
場
一
央
『
心
即
理
―
王
陽
明
前
期
思
想
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
2
0
1
7
年
）。
生
活
へ
の
着
眼
は

卓
見
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
心
即
理
」
を
棚
上
げ
し
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、「
悪
が
発
生
す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
疑
問
は
意

味
を
な
さ
な
い
、
現
実
の
良
き
生
活
の
中
に
理
が
あ
る
」
と
し
て
、
汚
辱
に
満
ち
た
現
実
社
会
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

（
六
）　

本
文
と
は
別
に
、「
即
」
を
「
渾
一
」
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
一
五
参
照
。
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（
七
）　

上
田
弘
毅
「
王
陽
明
の
心
即
理
に
つ
い
て
」『
集
刊
東
洋
学
』
90
号
、
2
0
0
3
年
。
上
田
氏
は
、
心
即
理
を
二
様
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
他
方

で
は
、
理
を
心
よ
り
下
位
に
あ
る
も
の
、
心
は
良
知
の
下
位
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
良
知
―
心
―
理
と
い
う
階
梯
を
つ
け
な
が
ら
、「
本
性
で

あ
る
良
知
が
理
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
の
判
断
・
実
行
主
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
心
即
理
は
成
立
し
て
い
る
」、
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の

場
合
、
良
知
は
理
で
あ
り
、
そ
の
理
（
あ
る
い
は
本
性
）
が
理
の
判
断
実
行
主
体
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
循
環
論

に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
良
知
を
天
理
の
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
陽
明
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
一
方
で
窮
理
の
対
象
と
し
て
の
朱

子
学
的
な
理
を
肯
定
さ
れ
る
。
良
知
（
天
理
）
が
理
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
上
田
氏
が
「
心
」
に
根

本
的
な
悪
が
つ
き
ま
と
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
固
執
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
八
）　

先
行
研
究
と
し
て
、
吉
田
賢
抗
「
心
即
理
の
哲
学
」『
集
刊
東
洋
学
』
第
6
号
、
1
9
6
1
年
。
大
西
晴
隆
「
陽
明
的
「
心
即
理
」
の
一
考
察
」

『
東
洋
の
文
化
と
社
会
』
第
3
号
、
1
9
5
3
年
。
市
川
安
司
「
王
陽
明
の
「
心
即
理
」
に
関
す
る
一
考
察
」『
二
松
学
舎
大
学
東
洋
学
研
究
所
集

刊
』
7
、
1
9
7
6
年
が
あ
る
。
大
西
氏
は
程
朱
と
仙
仏
を
否
定
的
に
媒
介
し
、
こ
れ
を
超
克
し
た
も
の
と
し
て
「
心
即
理
」
が
成
立
し
た
と
み

る
。
吉
田
賢
抗
氏
は
孔
子
以
来
の
儒
教
、
特
に
朱
陸
二
程
な
ど
宋
代
の
な
か
に
淵
源
を
求
め
る
が
、
最
終
的
に
は
契
崇
の
心
即
理
と
の
比
較
や
影

響
関
係
を
み
る
。
と
も
に
陽
明
の
心
即
理
の
「
哲
学
」
の
位
置
づ
け
、
と
い
う
大
き
な
構
想
の
下
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
は
、
本
稿

も
含
め
、
問
題
を
「
心
即
理
」
の
哲
学
「
内
部
」
の
分
析
に
み
て
い
る
。
な
お
、
市
川
氏
の
研
究
は
朱
子
学
研
究
の
立
場
か
ら
「
心
即
理
」
と
は
、

心
の
内
容
を
、
朱
子
の
（
宇
宙
原
理
あ
る
い
は
条
理
と
し
て
の
）
理
に
よ
っ
て
説
明
し
た
も
の
で
、「
理
即
心
」
と
も
み
る
。
宇
宙
論
ま
で
含
む
朱

子
の
理
で
倫
理
主
体
の
陽
明
の
「
心
」
の
内
容
を
規
定
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
陽
明
研
究
に
は
み
ら
れ
な
い
重
要
な
指
摘
に

つ
い
て
は
、
注
一
四
参
照
。
中
国
で
の
研
究
も
盛
ん
で
、
改
革
開
放
以
降
、
1
9
8
0
年
代
に
は
自
由
な
研
究
が
見
ら
れ
る
が
、
心
即
理
の
専
著

を
み
る
と
、
当
初
は
「
主
観
唯
心
論
」
と
い
う
規
定
に
禍
さ
れ
て
議
論
は
深
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
（
例
え
ば
李
徳
芳
「
試
論
王
陽
明
的

心
即
理
説
」『
貴
州
社
会
科
学
』
1
9
8
5
年
、
2
期
）。
そ
の
後
は
「
心
学
」
と
い
う
理
解
が
見
ら
れ
（
程
念
祺
「
心
即
理
与
人
的
主
体
性
」『
学

術
界
』
1
9
8
9
年
、
第
四
期
）、
認
識
論
と
い
う
理
解
も
み
ら
れ
た（
陳
奇
「
王
守
仁
的
心
即
理
及
其
認
識
論
意
義
」『
貴
州
文
史
叢
刊
』
1
9
9
6

年
（
5
））。
2
0
0
0
年
代
に
入
り
、
心
即
理
の
内
涵
（
内
包
）・
意
義
そ
し
て
意
向
性
（
意
図
・
目
的
）
が
い
わ
れ
（
焦
佩
鋒
「
王
陽
明
心
即
理

命
題
内
涵
与
意
義
考
」『
咸
陽
師
範
学
院
学
報
』
2
0
0
9
年
、
3
期
。
欧
陽
謙
「
心
即
理
的
意
向
性
詮
釈
」『
孔
学
堂
』
2
0
1
5
年
、
4
期
な

ど
）、
加
え
て
、
近
年
で
は
、
改
め
て
西
欧
哲
学
の
枠
組
み
で
の
認
識
論
・
客
観
性
理
解
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
（
楊
道
宇
「
心
即
理
的
認
識
論
意
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義
」『
中
州
学
刊
』
2
0
1
5
（
5
）。
王
広
傑
「
由
心
即
理
探
入
王
陽
明
心
学
的
客
観
性
問
題
」）。
中
国
で
は
一
様
に
陽
明
の
倫
理
性
に
着
目
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
他
方
に
陽
明
の
抽
象
的
な
言
説
（
例
え
ば
万
物
一
体
の
仁
な
ど
）
に
自
然
社
会
（
あ
る
い
は
世
界
観
・
政
治
観
も

含
め
）
の
具
体
的
な
事
物
の
存
在
原
理
を
み
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
認
識
論
客
観
性
な
ど
は
、
靴
に
合
わ
せ
足
を
切
る
感
も
あ
る
し
、
倫
理

性
を
い
い
な
が
ら
、
実
践
性
を
ほ
と
ん
ど
見
て
い
な
い
。
心
は
陽
明
だ
が
、
理
は
総
じ
て
朱
子
学
の
理
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
こ
と
と
パ
ラ
レ

ル
で
あ
る
。
こ
う
し
た
専
著
と
別
に
、
著
名
な
陳
来
氏
（『
有
無
之
境
』
人
民
出
版
社
、
1
9
9
1
年
）
や
呉
震
氏
（『
伝
習
録
精
読
』
復
旦
大
学

出
版
社
、
2
0
1
1
年
）
の
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
陳
来
氏
も
朱
子
の
客
観
性
に
対
し
て
陽
明
の
主
観
性
主
体
性
を
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て

お
り
、
カ
ン
ト
か
ら
道
徳
主
体
概
念
（
心
）
を
引
き
出
す
の
だ
が
、
一
方
に
朱
子
的
な
理
論
理
性
・
実
践
理
性
を
置
き
、
陽
明
の
場
合
は
道
徳
法

則
が
道
徳
主
体
か
ら
出
て
く
る
と
み
る
。
孝
を
主
観
的
・
私
的
な
主
体
か
ら
出
る
と
み
る
の
は
倫
理
と
し
て
正
し
く
な
い
し
、
先
験
的
と
い
う
こ

と
を
、
陽
明
に
適
用
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
呉
震
氏
は
丁
寧
に
心
即
理
を
追
っ
て
い
る
が
、
心
理
を
一
つ
と
み
る
―
そ
れ
自
体
は
陽
明
に
根
拠

が
あ
ろ
う
が
―
心
が
そ
の
ま
ま
理
で
は
、「
人
欲
」
を
ど
う
み
る
の
か
、
太
陽
の
光
を
遮
る
障
害
と
み
る
の
は
（
前
掲
書
68
頁
）、
本
稿
の
人
欲
説

（
後
出
）
を
補
強
し
て
く
れ
る
が
、
工
夫
＝
実
践
＝
行
為
と
な
っ
て
い
て
、
生
身
の
人
間
の
実
践
性
・
行
為
（
を
阻
害
す
る
も
の
）
へ
の
陽
明
の
思

想
的
営
為
が
消
失
し
た
「
認
識
論
」
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
結
局
、
上
田
・
大
場
の
研
究
に
収
束
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
九
）　

辻
井
義
輝
「
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
「
知
覚
」
論
」『
白
山
中
国
学
』
18
号
、
2
0
1
2
年
。
同
「
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
心
と
気
の
流
れ
を
め
ぐ
る

問
題
」『
白
山
中
国
学
』
17
号
、
2
0
1
1
年
。
三
浦
国
雄
『
朱
子
と
気
と
身
体
』
平
凡
社
、
1
9
9
7
年
を
み
る
と
、
道
家
へ
の
広
が
り
が
わ
か

る
が
、
筆
者
は
道
家
に
は
不
案
内
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
儒
教
倫
理
に
絞
り
た
い
。

（
一
〇
）　

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
書
店
、
1
9
6
7
年
、
93
頁
。
心
・
理
気
・
性
情
・
仁
義
礼
智
・
惻
隠
羞
悪
辞
譲
是
非
、
そ
こ
に
人
欲

も
か
ら
ま
せ
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
体
用
に
区
分
・
整
理
し
て
い
る
。

（
一
一
）　
「
心
統
性
情
。
性
、
心
体
也
。
情
、
心
用
也
。」「
答
汪
石
潭
内
翰
」『
全
集
』
1
4
6
頁
。
朱
子
に
も
「
理
者
、
天
之
体
。
命
者
、
理
之
用
。
性

者
人
之
所
受
、
情
是
性
之
用
」（
朱
子
語
類
巻
五　

性
理
二
）
と
あ
る
。

（
一
二
）　

性
便
是
心
之
所
有
之
理
、
心
便
是
理
之
所
会
之
地
。（
朱
子
語
類
巻
五　

性
理
二
）。

（
一
三
）　
「
心
即
性
、
性
即
理
」（『
全
集
』
15
頁
）。
こ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、「
心
之
本
体
原
自
不
動
。
心
之
本
体
即
是
性
、
性
即
是
理
、
性

元
不
動
、
理
元
不
動
。
集
義
是
復
其
心
之
本
体
。」（
心
の
本
体
は
も
と
も
と
は
不
動
の
も
の
で
あ
る
。
心
の
本
体
は
性
で
あ
り
、
性
は
即
ち
理
で
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あ
る
。
性
は
も
と
も
と
不
動
で
あ
り
、
理
は
も
と
も
と
不
動
で
あ
る
。「
集
義
」（
孟
子
・
公
孫
丑
上
）
と
は
こ
の
心
の
本
体
に
復
帰
す
る
こ
と
で

あ
る
）『
全
集
』
24
頁
。

（
一
四
）　
「
心
即
性
」
自
体
は
程
子
（
遺
書
18
）
に
典
拠
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
陽
明
の
性
は
善
で
あ
り
、
程
子
の
よ
う
な
、「
善
固
性
、

然
悪
亦
不
可
不
謂
之
性
也
」
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
分
析
的
な
記
述
や
、
ま
し
て
陽
明
の
「
心
即
理
」
説
が
程
子
に
由
来
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
な
お
、
市
川
安
司
氏
（
前
掲
書
）
が
、
宋
学
研
究
の
立
場
か
ら
、
陽
明
の
こ
の
「
心
即
性
」
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
性
情

の
概
念
が
朱
子
陽
明
で
は
異
な
る
た
め
に
、
性
情
を
統
ぶ
そ
の
心
を
、
朱
子
の
理
の
枠
内
で
「
理
即
心
」
と
も
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
陽
明
か
ら

外
れ
る
こ
と
は
注
八
参
照
。

（
一
五
）　

陽
明
は
「
性
即
気
、
気
即
性
」
を
踏
襲
す
る
。
し
か
し
、
性
（
気
）
の
概
念
は
同
じ
で
は
な
い
。
性
に
お
い
て
程
子
は
性
善
と
と
も
に
、
悪
を

排
除
し
な
い
が
（
注
一
四
参
照
）、
陽
明
自
身
は
悪
を
性
に
含
め
な
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
棚
上
げ
し
て
い
る
「
即
」
を
、「
分
割
で
き
な
い
」、「
渾

一
」
と
定
義
し
、
性
は
心
と
渾
一
で
あ
る
、
と
言
う
理
解
が
あ
る
（
吉
田
公
平
『
陸
象
山
と
王
陽
明
』
研
文
出
版
、
1
9
9
0
年
、
2
8
2
‒
4

頁
）。
陽
明
も
「
人
心
天
理
渾
然
」（『
全
集
』
11
頁
）
な
ど
と
い
う
。
特
に
、
晩
年
の
良
知
説
か
ら
み
た
氏
の
「
心
即
理
（
心
性
渾
然
）」
理
解
は

本
稿
と
は
異
な
る
が
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
前
後
内
外
な
く
渾
然
一
体
（『
全
集
』
64
頁
）
で
は
あ
っ
て
も
「
心
性
渾
然
（
一
）」
と
い
う
資
料

が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
心
即
性
」
が
陽
明
の
言
説
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
心
は
「
性
情
を
統
ぶ
」、
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
、
情
に
ま
つ
わ
る

人
欲
に
つ
い
て
考
察
し
、
心
の
「
本
来
性
」
を
検
証
し
て
ゆ
き
た
い
。
同
様
に
、「「
生
之
謂
性
」、「
生
」
字
即
是
「
気
」
字
、
猶
言
気
即
是
性
也
」

（『
全
集
』
61
頁
）「
生
を
、
こ
れ
性
と
謂
う
」（
孟
子
・
告
子
上
）
と
告
子
が
い
う
が
、「
生
」
の
字
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
気
」
の
字
の
意
味
で

あ
っ
て
、
気
は
即
ち
性
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
）。「
若
見
得
自
性
明
白
時
、
気
即
是
性
、
性
即
是
気
、
原
無
性
気
之
可
分
也
。」（
も
し
自
性

と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
は
、
気
は
即
ち
性
で
あ
り
、
性
は
即
ち
気
で
あ
り
、
も
と
も
と
性
と
気
と
が
分
け
る
こ
と

の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。）『
全
集
』
61
頁
、
と
も
い
う
。

（
一
六
）　
「
礼
也
者
、
理
也
。
理
也
者
、
性
也
。・
・
・
其
燦
然
而
条
理
也
謂
之
礼
。
其
純
然
而
粹
善
也
謂
之
仁
。
其
截
然
而
裁
制
也
謂
之
義
。
其
昭
然
而

明
覚
也
謂
之
知
。
其
渾
然
於
其
性
也
、
則
理
一
而
已
矣
」（『
全
集
』
2
4
3
頁
）。（
礼
と
は
、
理
で
あ
る
。
理
と
は
、
性
で
あ
る
。・・・
そ
の
燦
然

と
し
て
条
理
の
あ
る
こ
と
を
礼
と
い
い
、
純
然
と
し
て
粋
善
で
あ
る
こ
と
を
義
と
い
い
、
昭
然
と
し
て
明
覚
で
あ
る
こ
と
を
知
と
い
う
。
そ
の
よ

う
に
性
に
お
い
て
渾
然
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
理
と
な
っ
て
い
る
）。
朱
子
に
お
い
て
も
、
仁
義
礼
智
は
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
て
い
る
が
、「
理
者
有
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条
理
、
仁
義
礼
智
皆
有
之
」（
朱
子
語
類
巻
六　

性
理
三
）
と
あ
り
、
理
と
仁
義
礼
智
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
朱
子
に
お
い
て
、
仁
義
礼
智
は
性
で

あ
る
。「
仁
義
礼
智
、
性
之
大
目
、
皆
是
形
而
上
者
、
豈
可
分
也
！
」（
朱
子
語
類
巻
六　

性
理
三
）。

（
一
七
）　
「
澄
曰
：「
惻
隠
、
羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
、
是
性
之
表
徳
邪
？
」
曰
：「
仁
、
義
、
礼
、
智
、
也
是
表
徳
。
性
一
而
已
。」（
陸
澄
が
い
う
「
惻
隠
、

羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
は
、
性
の
表
徳
（
徳
を
表
す
も
の；

表
徴
・
め
じ
る
し
の
徳
）
で
し
ょ
う
か
。」
先
生
曰
く
「
仁
、
義
、
礼
、
智
も
ま
た
、
性

の
表
徳
な
の
だ
。
性
は
一
で
あ
る
。」）（『
全
集
』
15
頁
）。
な
お
、
仁
義
礼
智
は
性
で
あ
り
、「
性
之
表
徳
」
も
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
性
」
と

み
て
お
く
。

（
一
八
）　
「
惻
隠
、
羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
、
即
是
気
、
程
子
謂
「
論
性
不
論
気
不
備
、
論
気
不
論
性
不
明
」、
亦
是
為
学
者
各
認
一
辺
、
只
得
如
此
説
」。

（
惻
隠
、
羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
は
、
即
ち
気
で
あ
る
。
程
子
は
謂
う
、「
性
を
論
じ
て
気
を
論
じ
な
け
れ
ば
議
論
が
十
分
で
は
な
く
、
気
を
論
じ
て

性
を
論
じ
な
け
れ
ば
本
質
が
明
確
に
は
な
ら
な
い
」（
遺
書
六
）
と
。
こ
れ
は
学
ぶ
者
が
そ
れ
ぞ
れ
気
、
性
の
一
方
だ
け
を
み
る
た
め
に
、
こ
の
よ

う
に
説
い
た
の
で
あ
る
）（『
全
集
』
61
頁
）。

（
一
九
）　

四
端
、
便
是
情
、
是
心
之
発
見
処
。（
朱
子
語
類
巻
五　

性
理
二
）。

（
二
〇
）　

惻
隠
是
善
也
。
見
孺
子
入
井
而
無
惻
隠
之
心
、
便
是
悪
矣
（『
朱
子
語
類
』
巻
五　

性
理
二
）。

（
二
一
）　

朱
子
が
「
情
」
を
「
喜
怒
哀
楽
」
と
み
る
の
は
「
至
於
喜
怒
哀
楽
、
却
只
是
情
（『
朱
子
語
類
』
巻
四　

性
理
一
）。

（
二
二
）　

天
下
雖
万
変
、
吾
所
以
応
之
不
出
乎
喜
怒
哀
楽
四
者
。
此
為
学
之
要
、
而
為
政
亦
在
其
中
矣
（『
全
集
』
1
5
4
‒
5
頁
）。

（
二
三
）　
「
父
之
愛
子
、
自
是
至
情
。
然
天
理
亦
自
有
個
中
和
処
、
過
即
是
私
意
。・
・
・
大
抵
七
情
所
感
、
多
只
是
過
、
少
不
及
者
」（『
全
集
』
17
頁
）。

と
も
あ
る
。
父
の
子
を
愛
す
る
の
は
至
情
で
あ
る
。
そ
れ
が
天
理
に
叶
え
ば
中
和
で
あ
る
が
、
過
剰
は
中
和
を
外
れ
、
私
意
と
な
る
。

（
二
四
）　

溝
口
訳
で
は
、「
心
が
そ
の
ま
ま
天
理
で
あ
る
の
だ
。
こ
の
心
が
私
欲
に
蔽
わ
れ
て
さ
え
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
天
理
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
何
も
外
か
ら
つ
け
加
え
る
も
の
は
な
い
。」『
王
陽
明　

伝
習
録
』
中
央
公
論
新
社
、
2
0
0
5
年
、
13
頁
。
日
本
語
文
脈
と
し
て
こ
な

れ
た
訳
に
な
る
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
他
の
訳
者
の
も
「
条
件
」
に
な
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
無
私
心
即
当
理
と
い
う
資
料
も
あ
る
（
心
即
理
也
、
無

私
心
即
是
當
理
・
・
若
析
心
與
理
言
之
、
恐
亦
未
善
。」『
全
集
』
26
頁
）。

（
二
五
）　
「
只
要
去
人
欲
、
存
天
理
、
方
是
功
夫
」（『
全
集
』
13
頁
）。

（
二
六
）　

本
稿
で
は
展
開
で
き
な
い
が
、
陽
明
に
は
「
精
金
」
の
説
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
な
お
、「
人
欲
」
を
、
太
陽
の
光
を
遮
る
障
害
と
み
る
の
は
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呉
震
（
前
掲
書
68
頁
）。

（
二
七
）　

溝
口
訳
で
は
「
わ
が
心
中
の
孝
を
尽
く
し
き
り
、
い
さ
さ
か
の
人
欲
も
微
塵
だ
に
ま
じ
る
こ
と
の
な
い
な
い
よ
う
心
が
け
る
べ
き
で
あ
り
・
・
」

（
溝
口
『
伝
習
録
』
14
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
人
欲
を
除
く
こ
と
ま
で
先
取
り
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
陽
明
が
な
ぜ
人
欲
が
混
じ
る
こ
と
を
懸
念
す
る

の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
修
養
論
に
収
め
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
す
る
理
由
で
あ
る
。
修
養
論
の
問
題
は
本
文
に
譲
る
。

（
二
八
）　

溝
口
訳
で
は
「
か
く
て
、
冬
に
は
お
の
ず
と
父
母
の
寒
き
に
想
い
が
及
び
、
な
ん
と
か
し
て
温
か
に
す
る
道
を
求
め
よ
う
と
し
、
夏
に
は
お
の

ず
と
父
母
の
暑
き
に
想
い
が
及
び
、
な
ん
と
か
清
し
く
す
る
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
要
目
は
す
べ
て
誠
の
孝
の
心
よ
り
ほ
と

ば
し
り
出
る
も
の
な
の
だ
。」
こ
こ
で
溝
口
は
、
道
理
を
道
（
方
策
）
と
し
、
条
件
を
要
目
（
か
な
め
、
た
い
せ
つ
な
条
目
）
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
心
を
尽
く
す
だ
け
で
は
、
人
欲
が
混
じ
る
か
も
し
れ
な
い
（
前
出
）
と
み
る
の
が
陽
明
で
あ
る
。
手
元
に
あ
る
三
輪
執
齋
、
佐
藤
一
齋
、
梁

啓
超
、
洪
樵
榕
、
近
藤
康
信
の
注
釈
を
見
て
も
、
基
本
的
に
溝
口
訳
と
同
じ
考
え
方
で
あ
る
が
、
発
想
を
変
え
て
み
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

鄧
艾
民
『
伝
習
録
注
疏
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
2
0
1
5
年
）
が
「
礼
記
曲
礼
上
」
の
「
冬
温
而
夏
清
」
に
、
陳
澔
注
曰
く
と
し
て
「
温
以
御
其

寒
、
清
以
致
其
涼
、
・
・
・
」
を
引
く
。
道
理
（
正
し
い
道
）
と
は
、
寒
に
対
し
て
は
温
、
熱
に
対
し
て
は
清
を
講
ず
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、「
温
以

御
其
寒
、
清
以
致
其
涼
、
・
・
・
」
全
体
の
こ
と
で
あ
る
。
語
法
的
に
は
、
判
断
文
（
是
の
省
略
）
だ
と
考
え
る
。「
冬
時
自
然
思
量
父
母
的
」
は

（
是
）「
寒
」、
で
あ
り
、「
便
自
要
去
個
温
的
」
は
（
是
）「
道
理
」
で
あ
る
。「
的
構
造
が
連
体
修
飾
語
と
な
る
偏
正
構
造
と
同
形
で
あ
る
た
め
多

義
性
を
も
つ
」（
朱
徳
熙
『
文
法
講
義
』
白
帝
社
、
1
9
9
5
年
、
1
4
0
頁
）。
し
か
し
、
偏
正
構
造
（
〜
の
〜
）
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
仮

に
、
判
断
文
と
し
な
く
と
も
、
鄧
氏
の
示
唆
す
る
、
冬
（
温
）
夏
（
清
）
が
対
句
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
み
れ
ば
、「
道
理
」
が
方
策
で

あ
る
余
地
は
な
い
。

（
二
九
）　

日
本
で
は
、
伊
藤
仁
斎
（
論
語
古
義
）
な
ど
が
わ
ざ
わ
ざ
「
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
の
本
た
る
か
」
と
読
ん
で
朱
子
を
批
判
し
、
日
本
に
伝

わ
る
論
語
の
写
本
が
「
其
仁
之
本
与
」
と
な
っ
て
い
た
た
め
か
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語
』
朝
日
文
庫
、
1
9
7
8
年
、
2
5
‒
6
頁
。
簡
野
道
明

補
註
『
論
語
集
註
』
明
治
書
院
、
1
9
2
6
年
、
2
頁
）
近
年
の
朱
子
に
よ
る
日
本
の
注
釈
書
も
朱
子
を
採
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
に

混
雑
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。

（
三
〇
）　

陽
明
は
「
此
亦
甚
難
言
」（『
全
集
』
2
5
‒
2
6
頁
）
と
い
っ
て
体
認
な
ど
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。

（
三
一
）　
「
天
下
之
人
心
、
其
始
亦
非
有
異
於
聖
人
也
、
特
其
間
於
有
我
之
私
、
隔
於
物
欲
之
蔽
、
大
者
以
小
、
通
者
以
塞
、
人
各
有
心
、
至
有
視
其
父
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子
兄
弟
如
仇
讎
者
。
聖
人
有
憂
之
、
是
以
推
其
天
地
万
物
一
体
之
仁
以
教
天
下
、
使
之
皆
有
以
克
其
私
、
去
其
蔽
、
以
復
其
心
体
之
同
然
。」『
全

集
』
54
頁
。

（
三
二
）　
「
父
之
愛
子
、
自
是
至
情
」『
全
集
』
17
頁
。

（
三
三
）　

加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
中
公
新
書
、
1
9
9
0
年
、
81
頁
。

（
三
四
）　

父
・
兄
へ
の
愛
か
ら
発
し
て
、
論
語
の
「
愛
人
」（
顔
淵
）、「
汎
く
衆
を
愛
す
」（
学
而
）、
の
よ
う
に
広
げ
て
ゆ
く
、
と
考
え
れ
ば
、
仁
（
愛
）

と
孝
弟
（
愛
）
と
の
間
に
矛
盾
は
な
い
だ
ろ
う
。
論
語
の
有
子
の
言
説
の
曖
昧
さ
が
混
乱
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
陽
明
に
お
い
て
、
孝
弟
は

愛
（
仁
）
の
実
践
で
あ
り
、
そ
れ
が
「（
仁
を
な
す
、
あ
る
い
は
仁
た
る
）
道
」
な
の
で
あ
る
。

（
三
五
）　

性
纔
発
、
便
是
情
、
情
有
善
悪
（『
朱
子
語
類
』
巻
五　

性
理
二
）。

（
三
六
）　

安
田
二
郎
「『
中
国
近
世
思
想
研
究
』
1
9
7
5
年
（
初
版
は
1
9
4
7
年
）
筑
摩
書
房
8
6
‒
7
頁
。

（
三
七
）　
「
晦
庵
の
思
想
で
は
善
を
性
と
し
自
然
の
存
在
と
す
る
こ
と
に
主
な
る
意
味
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
不
善
の
由
来
を
説
か
う
と
す
る
と
、
や

は
り
そ
れ
を
自
然
の
存
在
と
す
る
外
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
こ
に
、
自
然
に
対
す
る
人
の
地
位
の
自
覚
、
万
物
の
間
に
於
け
る
人

の
特
殊
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
は
っ
き
り
し
て
ゐ
な
い
、
従
っ
て
道
徳
の
基
礎
が
し
っ
か
り
し
て
ゐ
な
い
、
支
那
思
想
の
特
色
が
あ
る
。・・・
し
か

し
道
徳
を
説
く
立
場
か
ら
は
、
其
の
不
善
を
除
き
去
る
の
が
人
の
つ
と
め
と
し
て
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（「
朱
晦
庵
の
理
気
説
」『
東
洋
思
想
研

究
』
第
二
88
頁
。『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
18
巻
、
岩
波
書
店
、
3
6
1
頁
）。

（
三
八
）　
「
無
善
無
悪
者
理
之
静
、
有
善
有
悪
者
気
之
動
。」『
全
集
』
29
頁
。


