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李
贄
に
お
け
る
修
己
・
治
人
を
め
ぐ
っ
て 

─
そ
の
内
実
と
相
互
関
係
─

馬
　
淵
　
昌
　
也

は
じ
め
に

　

明
代
の
李
贄
（
一
五
二
七
─
一
六
〇
二
）
の
思
想
に
つ
い
て

は
、
古
く
容
肇
祖
氏
の
『
李
卓
吾
評
伝1
』
で
始
め
て
ま
と
ま
っ

た
考
察
が
加
え
ら
れ
て
以
来
、
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
分
析
に

取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
研
究
業
績
は
、
相
当
の
量
に
昇
り
、

個
別
的
事
象
で
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
は
す
で
に
網
羅
的
に
指

摘
さ
れ
た
観
が
あ
る2
。

　

そ
の
中
で
、
李
贄
の
思
想
は
、
①
「
人
之
是
非
、
初
無
定

質
、
人
之
是
非
人
也
、
亦
無
定
論
」
を
根
拠
に
孔
子
の
是
非
の

絶
対
性
を
否
定
し
、
様
々
な
る
是
非
の
存
在
を
容
認
す
る
と
と

も
に
、「
絶
仮
純
真
の
真
心
」
た
る
〝
童
心
〟
を
根
拠
に
、
天

下
古
今
の
至
文
と
し
て
の
『
西
廂
記
』『
水
滸
伝
』
に
対
し

て
、
六
経
の
権
威
を
「
道
学
之
口
実
、
仮
人
之
淵
薮
」
と
お
と

し
め
、
儒
教
に
お
け
る
正
し
さ
の
収
斂
点
と
し
て
の
経
書
の
絶

対
性
を
貶
め
た
こ
と
、
②
人
性
の
自
然
と
し
て
、「
私
」
な
る

も
の
と
し
て
の
「
功
利
」
の
追
求
や
、
欲
望
の
消
去
不
可
能
な

実
在
性
を
強
調
し
た
こ
と
、
③
為
政
者
個
人
の
道
徳
性
よ
り

も
、
民
生
の
安
定
、
国
家
の
富
強
の
実
効
性
を
重
視
し
た
こ

と
、
④
董
仲
舒
や
朱
熹
な
ど
、
古
今
の
権
威
あ
る
儒
学
者
の
偽

善
・
無
能
を
徹
底
的
に
暴
い
て
罵
倒
を
加
え
た
こ
と
、
な
ど
が

注
目
を
集
め
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
特
に
孔
子
や
六
経
の
権
威
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と

を
中
心
に
、
名
教
に
反
逆
し
た
思
想
家
と
す
る
見
方3
、
或
い
は

儒
教
の
中
か
ら
出
て
、
す
べ
て
の
既
成
の
権
威
を
剥
ぎ
取
り
、

時
代
に
相
応
し
た
真
の
性
命
の
立
場
を
模
索
し
た
思
想
家
だ
と

す
る
見
方4
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
き
た5
。

　

本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
彼
の
思
想
に
お

け
る
修
己
と
治
人
の
問
題
を
再
考
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の

は
、
一
方
に
、
修
己
関
連
の
領
域
で
の
見
方
と
し
て
、
彼
の
主

著
の
ひ
と
つ
、『
焚
書
』
に
収
め
ら
れ
た
有
名
な
「
童
心
説
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
先
天
的
に
人
間
は
完
全
な
る
本
性
を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
最
も
正
し
い
生
き
方
で
あ

る
、
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
ま
た
、
治
人
関
連
の
領
域
で
は
、

『
蔵
書
』
に
記
さ
れ
た
歴
史
上
の
各
人
物
の
評
価
に
み
ら
れ

る
、
民
生
の
安
定
・
国
家
の
富
強
と
い
う
実
際
的
効
果
に
よ
る
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評
価
づ
け
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
領
域
は
、
読
者
に
と
っ
て
、

一
連
の
議
論
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
彼

の
主
観
に
お
い
て
は
、
果
た
し
て
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ

れ
は
十
分
に
成
功
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
先
に
、
李

贄
よ
り
約
百
年
後
に
生
を
受
け
た
唐
甄
（
一
六
三
〇
─
一
七
〇

四
）
が
、
修
己
治
人
論
の
構
造
の
新
し
い
把
握
を
示
し
た
こ
と

を
報
告
し
た6
。
で
は
、
唐
甄
と
同
じ
く
、
治
人
の
欠
如
に
傾
き

が
ち
な
同
時
代
の
儒
学
者
に
対
し
て
強
烈
な
批
判
意
識
を
抱
い

て
い
た
李
贄
の
修
己
・
治
人
把
握
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
そ
の
内
実
と
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

一 　

宋
明
期
儒
学
の
基
本
的
発
想
と
李
贄
の

当
下
聖
人
説
︑
及
び
儒
教
の
＂
自
壊
＂

　

ま
ず
、
筆
者
と
し
て
は
、
李
贄
は
当
時
の
儒
教
通
有
の
発
想

に
乗
り
な
が
ら
、
自
己
の
立
場
を
確
立
し
た
も
の
で
、
彼
の
主

観
に
即
し
て
い
え
ば
、
あ
く
ま
で
真
正
の
儒
教
（
儒
仏
の
間
の

差
異
に
意
味
を
見
出
さ
な
い
李
贄
に
と
っ
て
は
、
同
時
に
仏
教

も
）
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
修
己
・
治
人
の

両
領
域
を
通
底
す
る
基
本
的
な
発
想
と
し
て
、
こ
れ
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
あ
わ
せ
て
そ
の
発
想
の
展
開
の
上

で
、
李
贄
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

李
贄
は
、
以
下
の
引
文
に
明
瞭
な
よ
う
に
、
我
々
の
心
の
中

に
、
天
の
本
質
で
も
あ
る
完
全
な
る
性
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ

の
点
か
ら
い
え
ば
、
す
べ
て
の
人
間
は
本
来
生
ま
れ
な
が
ら
に

聖
人
と
し
て
の
本
質
を
具
備
し
て
い
る
、
と
す
る
、
当
時
通
有

の
「
本
来
聖
人
」
説
に
従
っ
て
い
た7
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
、
現
実
の
我
々
と
、〝
聖
人
性
〟
と
の
距

離
に
つ
い
て
、
李
贄
は
、
そ
の
距
離
を
最
も
短
く
み
つ
も
る

〝
当
下
聖
人
〟
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
即
ち
、
本
人
は
意
識

し
て
い
な
い
も
の
の
、
実
は
日
常
の
中
で
我
々
の
聖
人
性
は
完

全
に
露
呈
・
機
能
し
て
お
り
、〝
当
下
〟（
た
だ
今
、
即
今
）
の

我
々
は
そ
の
ま
ま
に
聖
人
で
あ
る
と
見
て
い
た8
。

　

そ
も
そ
も
、
大
人
の
学
と
い
う
の
は
、
そ
の
道
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
こ

の
大
円
鏡
智
と
い
う
も
の
を
具
え
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
自

分
の
明
徳
と
い
う
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
明
徳
は
、
上

は
天
と
同
じ
、
下
は
地
と
同
じ
、
中
は
多
く
の
聖
賢
と
同

じ
で
、
あ
ち
ら
が
多
い
わ
け
で
も
な
く
、
こ
ち
ら
が
少
な

い
わ
け
で
も
な
い
も
の
だ
。
す
で
に
多
寡
の
違
い
が
無
い

の
で
あ
れ
ば
、
聖
人
の
座
に
あ
る
ま
い
と
し
た
り
、
大
人
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の
学
を
譲
ろ
う
と
し
て
も
、
で
き
な
い
相
談
だ
。
し
か

し
、
学
ば
な
け
れ
ば
、
明
徳
が
お
の
れ
に
具
わ
っ
て
い
る

こ
と
も
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
の
ま
ま
凡
愚
に
甘
ん
じ
て
わ

か
ら
な
い
で
終
わ
ろ
う
。（
與
馬
歴
山
・『
続
焚
書
』
巻
一

〔
一
九
七
五
・
中
華
書
局
、
以
下
同
じ
〕
三
）

　

す
べ
て
の
人
が
〝
大
円
鏡
智
〟
を
具
え
て
お
り
、〝
聖
人
〟

と
な
ん
ら
の
差
等
が
無
い
と
い
う
。
問
題
な
の
は
、
そ
れ
を

〝
学
ん
で
〟
自
覚
す
る
か
否
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
学
の
必
要
性

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
が
直
ち
に
〝
聖
人
〟

だ
と
い
う
こ
と
は
、
明
徳
を
〝
大
円
鏡
智
〟
と
い
う
玄
奘
唯
識

由
来
の
仏
教
語
で
形
容
し
て
い
る
通
り
、
同
時
に
仏
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。

　

天
下
に
生
知
な
ら
ぬ
人
は
一
人
も
な
い
し
、
生
知
な
ら

ぬ
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
ま
た
生
知
な
ら
ぬ
時
分
な
ど

ひ
と
時
も
な
い
が
、
自
分
で
わ
か
っ
て
い
な
い
だ
け
な
の

だ
。
し
か
し
、
ま
た
知
ら
せ
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

…
彼
の
見
地
に
よ
れ
ば
、
生
知
の
人
も
い
る
し
、
生
知
な

ら
ぬ
人
も
お
り
、
生
知
の
も
の
は
仏
、
生
知
な
ら
ざ
る
も

の
は
仏
で
な
い
、
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た

し
が
不
思
議
に
思
う
の
は
、
彼
が
人
生
の
前
半
で
行
っ
た

事
柄
は
、
誰
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
だ
。
こ
れ
で
は
「
日
々
用
い
な
が
ら
自
覚
し
て
い
な

い
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
？
わ
か
ら
な
い
の
は
よ
い

と
し
て
も
、
更
に
自
分
で
今
現
在
仏
だ
と
思
っ
た
り
す
る

こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
な
ど
と
い
っ
て
い
る
（
の
が
問

題
だ
）。
今
現
在
仏
が
い
な
い
以
上
、
い
ず
れ
ど
う
し
て

仏
が
存
在
し
え
よ
う
？
も
し
い
ず
れ
仏
に
な
る
と
き
、
は

じ
め
て
仏
が
存
在
す
る
の
な
ら
、
現
在
仏
と
な
っ
て
い
な

い
と
き
、
仏
は
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？
い
た
り

い
な
か
っ
た
り
、
こ
れ
は
識
心
の
分
別
で
、
で
た
ら
め
に

有
無
を
こ
ね
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
お
ま
え
の
仏
が

有
っ
た
り
無
か
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

だ
。（
答
周
西
巌
・『
焚
書
』
巻
一
〔
一
九
七
五
・
中
華
書

局
、
以
下
同
じ
〕
一
）

　

こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
基
本
的
発
想
は
、
当
下

聖
人
・
当
下
仏
を
ひ
と
つ
に
と
ら
え
る
、
儒
・
仏
を
分
か
た
ぬ

〝
当
下
〟
の
完
全
性
に
あ
っ
た9
。
そ
し
て
、
我
々
が
現
在
直
ち

に
聖
人
・
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
相
即
し
て
、
我
々
の
側

に
、
何
か
に
な
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
意
識
性
、
作
為
性
が
微
塵
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で
も
あ
れ
ば
そ
の
完
全
性
は
台
無
し
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。

　

し
か
る
べ
き
人
が
い
な
い
の
は
、
世
の
学
者
が
、
我
も

無
く
人
も
無
い
工
夫
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
し
か
知
ら

ず
、
も
と
も
と
我
も
人
も
無
く
、（
工
夫
で
）
で
き
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
。
も
し
で
き
る
も

の
な
ら
ば
、
意
識
的
は
か
ら
い
が
あ
る
こ
と
と
な
り
、
長

く
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
己
を
欺
き
、
人
を
欺
い

て
、
意
を
誠
に
し
え
ぬ
弊
害
に
落
ち
込
む
こ
と
を
免
れ
な

い
。
自
得
を
望
ん
で
も
、
結
局
そ
の
期
は
来
な
い
。（
答

鄧
明
府
・『
焚
書
』
巻
一
・
四
一
）

　

我
々
が
よ
り
ゆ
く
べ
き
原
理
は
、
内
発
的
な
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
ず
、
人
為
的
に
加
え
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

李
贄
は
、「
不
容
已
（
已
む
を
容
れ
ず
）」
＝
と
ど
め
よ
う
な
く

迸
っ
て
く
る
心
に
、
端
的
な
聖
人
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
中
か
ら
で
た
も
の
を
礼
と
い
い
、
外

か
ら
入
る
も
の
を
非
礼
と
い
う
。
天
か
ら
降
っ
た
も
の
を

礼
と
い
い
、
人
為
に
よ
っ
て
得
た
も
の
を
非
礼
と
い
う
。

学
ば
ず
、
思
慮
せ
ず
、
勉
め
ず
、
知
ら
ず
し
て
や
っ
て
く

る
も
の
を
礼
と
い
い
、
耳
目
聞
見
に
よ
り
、
心
で
思
い
を

め
ぐ
ら
し
、
以
前
の
人
々
の
言
行
を
ふ
ま
え
て
、
似
た
よ

う
に
模
倣
し
て
手
に
入
る
も
の
を
非
礼
と
い
う
。
こ
と
ば

や
心
の
道
が
絶
え
、
尋
ね
う
る
小
道
も
な
く
、
よ
る
べ
き

先
轍
も
な
く
、
守
る
べ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
な
く
、
限
定

さ
れ
る
限
界
も
無
く
、
開
く
べ
き
鍵
も
無
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、（
論
語
に
い
う
）
四
勿
に
つ
い
て
、
言
わ

ず
と
も
会
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
四
勿
説
・『
焚
書
』
巻

三
・
一
〇
一
）

　

こ
う
し
て
、
李
贄
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
直
ち

に
天
の
本
質
で
も
あ
る
性
を
そ
の
心
身
に
完
全
に
発
現
さ
せ
て

い
る
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
仏
性
を
そ
の

ま
ま
に
顕
現
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

と
な
る
と
、
こ
こ
か
ら
、
過
去
の
聖
人
た
ち
の
超
越
的
権
威

と
い
う
も
の
が
失
わ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
と
理
解
さ
れ

る
。
自
ら
が
、
現
在
天
そ
の
も
の
た
る
聖
人
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
過
去
の
聖
人
が
、
そ
れ
よ
り
上
位
の
存
在
と
し
て
は
認
め

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
は
最
高
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
現
在
の
聖
人
た
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は

単
に
過
ぎ
去
っ
た
影
に
す
ぎ
な
い
。
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経
書
も
、
単
に
過
去
の
聖
人
の
残
し
た
迹
と
し
て
、
相
対
化

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
聖
人
が
あ
る
特
殊
な
状
況
下
で
後

世
の
人
々
に
言
説
の
形
で
残
し
た
、
個
別
具
体
的
な
文
脈
に
制

約
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
現
在
の
聖
人
た
る
我
々
に
と
っ
て

は
、
至
上
無
比
の
規
範
で
は
な
く
な
る
。
ま
し
て
現
実
の
経
書

の
大
半
は
実
は
聖
人
の
手
に
出
る
も
の
で
な
く
、
暗
愚
な
弟
子

た
ち
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
尚
更
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
経
書
批
判
や
、
孔
子
の
是

非
の
相
対
化
と
い
っ
た
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
当
下

聖
人
説
は
、
唐
代
禅
宗
の
即
心
即
仏
説
か
ら
考
え
れ
ば
、
中
国

で
は
長
い
伝
統
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
発
想
が
、
過
去
の

聖
人
や
経
書
の
権
威
を
害
う
危
険
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
王
守
仁
に
お
け
る
そ
の
問
題
性
を
、
容
肇
祖
氏
や
島

田
虔
次
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る11
。
ま
た
、
そ
れ
は

宋
代
の
陸
九
淵
の
思
想
に
も
潜
在
的
に
見
え
て
い
た11
。
島
田
氏

が
、
李
贄
の
童
心
は
、
良
知
の
成
年
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
の

は
、
王
守
仁
の
思
想
に
含
ま
れ
て
い
た
潜
在
的
危
険
性
が
現
実

の
言
明
と
し
て
形
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
と
し
て
正
し
い
総
括

で
あ
る11
。

　

つ
ま
り
、
李
贄
は
、
他
の
当
下
聖
人
説
に
立
っ
た
人
々
よ
り

も
、
そ
の
論
理
を
更
に
一
歩
進
め
て
、
危
険
な
方
向
へ
と
進
ん

で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
童
心

と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
万
人
に
備
わ
る
天
性
の
至
高
（
最
高

善
）
性
を
前
提
に
、
六
経
・
孔
子
と
い
っ
た
、
儒
教
に
お
い

て
、
実
践
主
体
に
対
し
て
先
在
・
外
在
し
、
実
践
主
体
を
正
し

さ
に
誘
導
す
る
機
能
を
果
た
す
究
極
的
権
威
と
さ
れ
て
き
た
聖

人
・
経
書
の
特
権
的
地
位
を
剥
奪
し
た
。
し
か
も
経
書
に
か
わ

っ
て
童
心
の
表
現
と
し
て
称
揚
さ
れ
た
の
は
、
誨
淫
の
書
・
誨

盗
の
書
と
も
い
わ
れ
る
『
西
廂
記
』『
水
滸
伝
』
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
連
の
立
場
は
、
儒
教
の
説
と
し
て
は
、
経
書
や
孔
子
と

い
う
、
人
々
の
価
値
観
を
儒
教
的
道
徳
に
統
一
す
る
社
会
的
聚

斂
力
の
中
心
を
抹
消
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
で
、
確
か
に
極

め
て
危
険
な
側
面
が
存
在
す
る
。
同
時
に
、
不
容
已
な
る
心
と

し
て
把
握
さ
れ
る
至
高
（
最
高
善
）
な
る
〝
真
心
〟
に
関
し

て
、
孝
弟
な
ど
の
儒
教
的
価
値
へ
の
方
向
付
け
を
前
提
と
し
な

か
っ
た
こ
と
も
、
儒
教
的
道
徳
の
履
行
の
必
然
性
の
根
拠
を
消

去
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
儒
教
の
説
と
し
て
は
甚
だ

危
険
で
あ
る11
。

　

と
な
る
と
李
贄
の
思
想
は
、
本
来
聖
人
説
の
構
造
を
有
す
る

宋
明
時
代
の
儒
教
の
枠
組
み
の
も
と
、〝
当
下
聖
人
〟
の
徹
底

に
よ
っ
て
儒
教
が
崩
壊
し
始
め
た
、
臨
界
点
上
の
も
の
と
し
て

評
価
で
き
る
。
当
下
聖
人
の
前
提
の
も
と
で
見
出
さ
れ
た
当
下
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性
の
実
態
は
、
必
ず
し
も
従
来
の
儒
教
の
枠
組
み
に
お
さ
ま
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
李
贄
は
明
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
当
時
の
儒
教
の
論
理
に
沿
っ
て
展
開
し
た
結
果

で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
儒
教
の
〝
自
壊
〟
と
呼
称
す
る
の
が

最
も
ふ
さ
わ
し
い
。

二　

李
贄
の
修
己
論
再
考

　

次
に
、
こ
う
し
た
当
下
聖
人
の
発
想
の
も
と
に
あ
っ
た
、
李

贄
の
修
己
論
を
確
認
し
た
い
。
李
贄
の
修
己
論
を
考
え
る
と
き

注
意
す
べ
き
は
、
彼
が
当
下
聖
人
・
当
下
仏
の
立
場
を
と
っ
た

と
い
っ
て
も
、
何
も
し
な
い
で
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、

〝
学
問
〟
の
不
可
欠
性
を
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

人
の
徳
性
は
、
本
来
至
尊
で
対
と
な
り
う
る
も
の
も
な

く
、
い
わ
ゆ
る
独
で
あ
り
、
中
で
あ
り
、
大
本
で
あ
り
、

至
徳
で
あ
る
。
し
か
し
修
道
の
努
力
が
無
く
て
は
、
慎
独

と
は
何
か
、
ど
う
や
っ
て
中
を
致
し
、
本
を
立
て
、
道
を

凝
集
さ
せ
う
る
か
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
徳
性
は
本

来
至
尊
で
対
た
り
う
る
も
の
が
な
い
わ
け
だ
が
、
か
な
ら

ず
問
学
の
努
力
で
導
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
天
地
の
間
の

至
尊
至
貴
で
、
愛
す
べ
く
求
む
べ
き
も
の
が
、
常
に
自
分

に
あ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻

十
八
〔
一
九
七
一
・
文
史
哲
出
版
社
・
以
下
同
じ
〕
一
〇

四
二
─
三
）

　

彼
が
、
著
作
の
中
で
、
学
問
の
不
可
欠
性
・
緊
急
性
を
説
く

こ
と
は
再
三
で
あ
り
、
そ
れ
は
読
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る11
。

こ
こ
に
い
う
学
問
と
は
、
か
の
有
名
な
「
穿
衣
喫
飯
、
即
是
人

倫
物
理
」
の
発
言
に
も
見
え
る
、「
倫
物
上
に
真
空
を
識
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

服
を
着
た
り
食
事
を
し
た
り
と
い
う
の
が
、
と
り
も
な

お
さ
ず
人
倫
物
理
で
あ
る
。
服
を
着
た
り
食
事
を
し
た
り

を
除
い
た
ら
、
倫
物
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
世
間
の

様
々
な
事
柄
は
す
べ
て
衣
服
と
食
事
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。

そ
こ
で
衣
服
と
食
事
を
挙
げ
れ
ば
世
間
の
様
々
な
も
の
は

自
ず
と
す
べ
て
そ
の
中
に
入
る
の
で
あ
っ
て
、
衣
服
と
食

事
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
一
般
人
と
は
違
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
学
者

は
倫
物
に
お
い
て
真
空
を
見
て
取
る
べ
き
な
の
で
あ
っ

て
、
倫
物
に
お
い
て
倫
物
を
弁
別
し
て
は
い
け
な
い
。
…

真
空
を
は
っ
き
り
見
て
取
れ
れ
ば
、「
仁
義
に
由
っ
て
行
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く
」
こ
と
と
な
り
、
明
ら
か
に
見
て
取
ら
な
け
れ
ば
、

「
仁
義
を
行
う
」
こ
と
と
な
り
、
支
離
に
落
ち
込
み
な
が

ら
自
分
で
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。（
答
鄧
石

陽
・『
焚
書
』
巻
一
・
四
）

　

通
常
の
我
々
が
日
々
過
ご
す
中
で
行
っ
て
い
る
「
穿
衣
喫

飯
」
の
あ
り
か
た
に
そ
の
ま
ま
任
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
の

で
は
な
く
、
そ
こ
で
「
真
空
を
識
る
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
発
言
も
、
同
様
の
文
脈
に
お
い

て
語
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

わ
た
し
は
心
の
狭
い
人
間
な
の
で
、
一
緒
に
い
る
人
も

い
く
ら
も
い
な
い
。
と
き
に
一
、
二
の
同
参
の
も
の
が
門

の
入
り
方
が
わ
か
ら
な
い
の
を
見
た
り
す
る
と
、
菩
提
心

を
発
し
て
、
庶
民
の
日
用
の
と
こ
ろ
で
ひ
と
つ
提
起
し
た

り
す
る
こ
と
に
な
る
。
貨
を
好
み
、
色
を
好
み
、
学
に
励

み
、
進
取
し
て
、
多
く
金
や
財
宝
を
積
み
上
げ
た
り
、
田

や
屋
敷
を
た
く
さ
ん
買
っ
て
子
孫
の
た
め
に
図
っ
た
り
、

広
く
風
水
を
求
め
て
子
孫
に
福
が
ゆ
く
よ
う
計
ら
っ
た
り

と
い
っ
た
、
世
間
の
す
べ
て
の
産
業
な
ど
の
事
柄
は
、
い

ず
れ
も
み
な
が
と
も
に
好
み
習
い
、
と
も
に
知
り
語
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
本
当
の
「
身
近
な
言
葉
（
邇
言
）」

と
い
う
も
の
だ
。
も
し
こ
こ
で
わ
が
身
に
返
っ
て
求
め
る

こ
と
が
で
き
て
、
直
ち
に
こ
の
心
を
手
に
入
れ
、
即
座
に

す
べ
て
の
賢
聖
仏
祖
の
偉
大
な
は
た
ら
き
を
み
て
と
っ

て
、
本
来
の
面
目
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
無
始
劫
以

来
わ
か
ら
な
か
っ
た
大
事
も
、
そ
の
場
で
決
着
が
つ
く

（
當
下
了
畢
）。（
答
鄧
明
府
・『
焚
書
』
巻
一
・
四
〇
）

　

彼
は
、
自
分
に
従
学
す
る
門
弟
子
た
ち
が
真
の
仏
道
に
入
れ

な
い
で
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、「
好
貨
」「
好
色
」
な
ど
、「
世

間
一
切
産
業
等
事
」
の
「
百
姓
日
用
處
」
に
お
い
て
、「
本
来

面
目
」
を
見
て
取
ら
せ
、
そ
こ
で
〝
当
下
〟
に
大
悟
さ
せ
て
仏

道
を
了
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、
李
贄
は
我
々
が
よ
り
ゆ
く
べ
き
真

心
を
、「
自
己
不
容
已
之
實
心
」（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻

十
九
・
一
〇
八
三
）
な
ど
と
語
り
、
確
か
に
そ
れ
を
消
去
不
可

能
な
「
勢
利
之
心
」「
私
心
」
に
重
ね
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

彼
と
し
て
は
、
こ
こ
に
お
い
て
一
段
階
の
突
破
が
必
要
で
あ
っ

て
、
無
自
覚
の
ま
ま
た
だ
暮
ら
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る11
。

　

ま
た
、『
道
古
録
』
に
も
、
こ
れ
と
通
ず
る
発
言
が
見
ら
れ
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る
。　

わ
が
聖
人
は
、
人
が
、
物
の
有
る
と
こ
ろ
で
物
の
無
い

こ
と
に
通
じ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
こ
う
す
れ
ば
物
の
有

る
こ
と
即
ち
物
の
無
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
物
の
無
い
こ
と
に
通
ず
れ
ば
、

物
は
そ
の
ま
ま
道
な
の
で
あ
っ
て
、
物
の
有
る
こ
と
が
ど

う
し
て
問
題
に
な
ろ
う
。
も
し
物
の
無
い
こ
と
に
通
じ
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
物
は
な
お
も
物
に
と
ど
ま
り
、

道
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
だ
。
…
そ
も
そ
も
物
に

お
い
て
、
末
か
ら
ま
ず
本
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
な

ら
、
本
か
ら
更
に
先
へ
い
っ
て
大
本
に
至
る
こ
と
を
求
め

て
い
け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
事
に
お
い
て
は
、
終
わ

り
か
ら
ま
ず
始
め
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
な
ら
、
始

め
か
ら
更
に
先
へ
い
っ
て
無
始
に
至
る
こ
と
を
求
め
て
い

け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
大
本
を
知
り
無
始
を
知
る
こ

と
は
、
こ
の
先
後
を
知
る
心
が
す
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し

は
そ
こ
で
、
聖
人
は
人
が
、
物
の
有
る
と
こ
ろ
で
物
の
無

い
と
こ
ろ
に
通
じ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻
十
八
・
一
〇
一
六
─

一
七
）

　

こ
こ
に
い
う
「
物
の
有
る
と
こ
ろ
で
物
の
無
い
こ
と
に
通
じ

る
（
於
有
物
上
通
無
物
）」
と
は
、「
倫
物
上
で
真
空
を
識
る
」

と
い
う
の
と
通
底
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
似
た
よ
う
な
記

述
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

　

中
庸
が
わ
か
る
と
は
、
天
命
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
、「
あ
あ
深
く
し
て
」「
徴
表
が
無
い
」、
伺
い
知
れ

ぬ
も
の
か
ら
命
と
い
う
が
、
命
と
な
れ
ば
虚
に
ま
ぎ
ら
わ

し
く
、
理
と
い
わ
な
け
れ
ば
、
空
寂
に
堕
す
る
恐
れ
が
あ

る
。
空
寂
で
命
を
語
る
と
い
う
の
が
、
命
を
知
る
こ
と
で

あ
り
え
よ
う
か
？
真
実
で
虚
な
ら
ず
、
抑
遏
で
き
な
い
点

か
ら
理
と
い
う
が
、
理
と
な
れ
ば
作
為
に
わ
た
り
、
命
と

い
わ
な
け
れ
ば
、
典
要
に
滞
る
恐
れ
が
あ
る
。
典
要
で
理

を
語
る
と
い
う
の
が
、
理
を
知
る
こ
と
で
あ
り
え
よ
う

か
？
だ
か
ら
、
本
当
に
命
を
知
っ
た
も
の
は
、
礼
を
語
る

こ
と
を
借
り
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
か
。「
あ
あ
深
く
し

て
」「
徴
表
が
無
い
」
で
は
あ
り
な
が
ら
、
実
は
不
断
に

続
い
て
お
り
、
本
来
至
空
な
の
に
又
至
実
で
あ
っ
て
、
だ

か
ら
真
空
な
の
だ
。
本
当
に
礼
を
知
っ
た
も
の
は
、
命
を

語
る
こ
と
を
借
り
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
か
。
已
ま
な
い
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の
で
あ
り
な
が
ら
又
「
あ
あ
深
く
し
て
」「
徴
表
が
無
い
」

で
あ
り
、
本
来
至
実
な
の
に
又
至
空
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら

妙
有
な
の
だ
。
真
空
は
妙
有
で
、
こ
れ
を
至
誠
と
い
い
、

誠
で
な
け
れ
ば
何
が
物
で
あ
っ
て
ど
う
し
て
命
が
貴
い
だ

ろ
う
か
。
妙
有
は
真
空
で
、
こ
れ
を
「
費
隠
」
と
い
い
、

隠
で
な
け
れ
ば
誰
が
費
で
あ
り
、
ど
う
し
て
礼
が
あ
り
え

よ
う
か
。（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻
十
八
・
一
〇
二
七

─
二
八
）

　

こ
こ
で
は
、『
中
庸
』
を
踏
ま
え
て
、
於
穆
無
朕
で
窺
測
で

き
な
い
側
面
か
ら
命
と
い
う
と
と
も
に
（
上
の
真
空
・
無
物
に

相
当
し
よ
う
）、
真
実
不
虚
で
抑
遏
で
き
な
い
側
面
か
ら
理
と

い
う
の
だ
と
し
（
同
じ
く
倫
物
・
有
物
に
相
当
し
よ
う
）、

伝
・
法
蔵
『
妄
尽
還
源
観
』
等
に
も
と
づ
く
仏
教
語
を
用
い

て
、
両
者
の
相
即
し
た
「
真
空
妙
有
」
こ
そ
、
あ
る
べ
き
形

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
議
論
か
ら
見
る
と
、
李
贄
の
修
己
論
の
本
質

は
、
即
ち
、
現
実
の
「
穿
衣
喫
飯
」
と
か
「
勢
利
」
と
い
っ
た

通
常
の
人
間
の
「
不
容
已
」
の
と
こ
ろ
を
真
の
性
命
の
発
露
の

場
で
あ
る
と
し
て
直
視
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
不
可
離
の
関

係
に
あ
る
─
上
引
『
道
古
録
』
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
そ
の
根
底

に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
無
限
定
の
心
と
も
考
え
ら
れ
る
─
本

来
の
心
に
覚
醒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
や
「
勢
利
の
心
」

を
否
定
せ
ず
、
ま
た
と
ら
わ
れ
ず
に
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
と
理

解
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
李
贄
の
思
想
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

『
道
古
録
』
に
み
え
る
、『
尚
書
』
大
禹
謨
に
い
う
人
心
・
道
心

に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
即
ち
、
李
贄
は
、
人
間
の
心
に
は

表
層
の
多
様
性
を
な
す
人
心
と
、
中
心
に
お
い
て
そ
れ
を
支
え

る
道
心
と
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

虞
書
に
人
心
道
心
と
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
二
つ
の
心

だ
が
、
心
に
二
つ
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
答
え
。
心
は
ひ

と
つ
だ
け
だ
。
知
覚
運
動
と
し
て
各
人
が
使
っ
て
い
る
も

の
を
人
心
と
い
い
、
こ
の
知
覚
運
動
を
主
宰
し
て
天
地
人

物
の
大
根
柢
を
な
す
も
の
を
、
道
心
と
い
う
の
で
あ
る
。

人
心
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
は
、
顔
が
違
う
よ
う
な
も
の

で
、
た
と
え
ば
嗜
欲
の
一
端
で
い
え
ば
、
南
人
は
稲
を
食

し
、
北
人
は
粟
を
食
す
。
し
か
し
北
人
で
も
稲
が
好
き
な

も
の
は
い
る
し
、
南
人
で
も
粟
が
好
き
な
も
の
は
い
る
。

七
情
が
発
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
そ
の
違
い
は
ま
す
ま
す

甚
だ
し
い
。
そ
こ
で
ひ
と
た
び
喜
べ
ば
百
草
が
喜
色
を
生
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じ
、
ひ
と
た
び
怒
れ
ば
群
雄
が
肝
を
つ
ぶ
す
も
の
が
あ

り
、
ま
た
ひ
と
た
び
喜
べ
ば
国
も
城
も
傾
き
、
ひ
と
た
び

怒
れ
ば
死
屍
累
々
、
流
血
の
惨
事
と
な
る
も
の
も
あ
る
。

そ
の
危
険
で
恐
る
べ
き
こ
と
、
人
心
ほ
ど
ひ
ど
い
も
の
は

無
く
、「
惟
れ
危
し
」
で
な
い
わ
け
が
あ
ろ
う
か
。
つ
ま

る
と
こ
ろ
身
の
安
危
、
国
の
興
亡
が
実
に
こ
こ
に
か
か
っ

て
い
る
の
だ
。
道
心
の
方
は
と
い
え
ば
、
声
も
臭
い
も
無

く
、
見
え
ず
聞
こ
え
ず
、
こ
の
う
え
な
く
微
妙
で
伺
う
こ

と
の
で
き
ぬ
理
で
は
な
い
か
。（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』

巻
十
八
・
一
〇
〇
七
─
〇
八
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
嗜
欲
・
七
情
な
ど
、
多
種
多
様
な
我
々
の

心
の
動
き
は
、
人
心
と
い
う
表
層
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
を
主
宰
す
る
も
の
と
し
て
、
天
地
人
物
の
大
根
柢
と

し
て
の
道
心
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
人

心
は
そ
の
ま
ま
で
放
置
す
る
と
甚
だ
危
険
な
存
在
で
あ
る
と
い

う
。
そ
こ
で
、
道
心
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
人
心
を
統
制
す

る
こ
と
（
立
本
以
定
之
）
が
、
自
己
の
た
め
に
も
、
社
会
の
整

序
の
た
め
に
も
必
要
だ
と
す
る
。

　

し
か
し
微
か
な
も
の
を
、
そ
れ
が
微
か
で
あ
る
ま
ま
に

ま
か
せ
、
心
を
潜
め
て
究
め
る
よ
う
に
し
な
い
し
、
ま
た

危
な
い
も
の
を
、
そ
の
危
な
い
ま
ま
に
ま
か
せ
、
本
を
立

て
て
定
め
る
よ
う
に
し
な
い
。
そ
こ
で
危
な
い
も
の
は
更

に
危
な
く
な
り
、
知
覚
運
動
が
ゆ
が
ん
で
国
を
破
り
身
を

破
滅
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
つ
い
に
枯
れ
草
枯
れ
木
と
と

も
に
灰
燼
に
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
知
覚
運
動
の

正
し
い
も
の
が
、
人
に
羨
ま
し
が
ら
せ
て
吹
聴
さ
せ
た
と

し
て
も
、
草
木
が
み
な
春
に
浸
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
秋

に
な
っ
た
ら
生
意
も
尽
き
て
し
ま
い
、
残
り
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
。
そ
の
危
う
く
て
恐
ろ
し
い
こ
と
、
ひ
と
え

に
こ
こ
ま
で
至
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
聖
人
は
こ
れ
を

重
ん
じ
慎
み
、
懼
れ
恐
れ
て
、
薄
氷
を
踏
む
が
如
く
、
深

淵
に
臨
む
が
如
く
し
て
、
人
々
が
結
局
危
険
の
中
で
死
ん

で
し
ま
っ
て
自
活
で
き
な
い
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻
十
八
・
一
〇
〇
八
─
〇
九
）

　

李
贄
は
明
ら
か
に
、
心
の
表
層
に
迸
る
「
不
容
已
」
の
真
心

に
そ
の
ま
ま
身
を
委
ね
よ
と
い
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
一

転
回
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
人
心
を
前
提
に
い
か
に
し
て
道
心
を
打
ち
立
て
て
ゆ

く
の
か
、
或
い
は
ど
の
よ
う
に
「
倫
物
上
に
」「
真
空
」
が
捉



『言語・文化・社会』第 13 号

四一

え
ら
れ
る
の
か
、
の
方
途
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
手
立
て
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
彼
は
、
上
に
も

述
べ
た
如
く
、
聖
人
・
仏
が
当
下
に
現
成
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
、
聖
人
・
仏
に
な
ら
ん
と
す
る
作
為
を
排
し
て
い
た
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
仏
と
成
る
と
い
う
の
は
、
仏
は
本
来

自
ず
と
成
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
し
仏
と
成
る
と
い
う

な
ら
ば
、
す
で
に
理
に
外
れ
た
話
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま

し
て
願
を
発
し
て
仏
に
成
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
。
成
仏

と
い
う
の
は
、
成
る
べ
き
仏
な
ど
無
き
仏
と
成
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
が
千
万
の
仏
が
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。（
観
音
問　

答
澹
然
師
・『
焚
書
』
卷
四
・
一
六
七
）

　

彼
に
と
っ
て
、
道
心
を
把
握
す
る
手
立
て
、
真
空
を
識
る
手

立
て
な
ど
講
ず
る
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ

た
。
つ
ま
り
そ
の
具
体
的
方
法
は
、
現
在
そ
の
〝
外
部
〟
に
あ

る
も
の
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
彼
は
一
方
で
、
当
下
聖
人
を
主
張
し
つ
つ
も
、
一

方
で
学
問
の
決
定
的
重
要
性
を
説
き
、
実
践
主
体
に
、
人
心
に

お
い
て
道
心
を
見
て
取
り
打
ち
立
て
る
こ
と
、
倫
物
上
に
真
空

を
識
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、
聖
人
・
仏

へ
の
志
向
性
を
も
っ
て
努
力
す
る
こ
と
を
無
意
味
な
こ
と
と
し

て
封
殺
す
る
な
ど
、
真
空
・
道
心
を
つ
か
め
な
い
で
い
る
者
に

対
し
、
具
体
的
な
手
掛
か
り
を
与
え
な
い
方
向
を
と
っ
て
い

た
。
こ
う
し
た
手
が
か
り
の
無
さ
は
、
当
下
聖
人
の
構
え
を
と

る
場
合
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
だ
が
、
李
贄
の
思
想
も
ま
さ
に

そ
う
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た11
。

三　

李
贄
の
治
人
論

　

で
は
、
李
贄
は
、
彼
に
と
っ
て
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
修
己

か
ら
導
き
出
せ
る
、
正
し
い
治
人
行
為
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
彼
は
、
誰
か
が
自

分
の
「
一
己
之
定
見
」
を
執
し
て
人
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る
こ
と

に
反
対
し
、
政
治
の
回
路
に
お
い
て
民
に
上
か
ら
「
吾
の
条

理
」
を
押
し
付
け
て
、
民
を
整
序
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
強
烈

な
反
発
を
示
す11
。
こ
れ
が
、
最
も
重
要
な
治
人
の
原
則
で
あ
る

と
い
え
る
。

　

世
の
儒
者
た
ち
は
、
礼
と
は
人
心
が
同
じ
く
そ
う
と
す

る
も
の
で
、
本
来
ひ
と
つ
の
い
き
い
き
と
し
た
理
だ
と
い

う
こ
と
を
知
ら
ず
、
固
執
し
て
一
定
不
可
変
の
も
の
だ
と

考
え
る
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
斉
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
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か
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
、
む
り
や
り
斉
え
よ
う
と
す

る
。
そ
こ
で
有
徳
の
君
主
が
い
て
も
、
政
刑
を
用
い
な
い

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
。
…
好
悪
に
お
い
て
民
の
欲
に

従
っ
て
自
分
の
欲
に
従
わ
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
礼
と
い

う
。
礼
で
あ
れ
ば
自
ず
と
斉
い
、
別
に
斉
え
る
必
要
は
な

い
。
好
悪
に
お
い
て
民
の
性
に
逆
ら
え
ば
、
必
ず
わ
ざ
わ

い
が
身
に
及
ぶ
し
、
ま
し
て
斉
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
か
。（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻
十
九
・
一
〇

六
〇
─
六
一
）

　

誰
も
が
聖
人
・
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
聖

人
は
、
他
人
に
か
く
あ
れ
、
と
い
う
よ
う
な
準
則
は
設
け
な
い

の
だ
と
も
い
う
。

　

聖
人
は
、
人
が
こ
う
で
き
な
く
て
は
い
け
な
い
な
ど
と

い
わ
な
い
か
ら
、
誰
も
が
聖
人
に
な
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で

陽
明
先
生
は
、「
町
中
の
人
が
聖
人
だ
」
と
い
い
、
仏
氏

も
「
心
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
り
、
誰
も
が
仏
だ
」
と
い
っ

た
の
だ
。
そ
も
そ
も
誰
も
が
聖
人
だ
か
ら
、
そ
こ
で
聖
人

に
は
人
に
示
す
べ
き
別
の
「
已
む
を
い
れ
ざ
る
」
道
理
な

ど
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
（
孔
子
は
）「
わ
た
し
は
何
も
言

い
た
く
な
い
」
と
い
っ
た
の
だ
。
そ
も
そ
も
誰
も
が
仏
だ

か
ら
、
そ
こ
で
仏
は
衆
生
を
済
度
し
た
こ
と
も
な
い
。
衆

生
の
相
が
無
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
人
の
相
が
あ
り
え
よ

う
。
道
理
の
相
が
無
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
自
分
の
相
が
あ

り
え
よ
う
。
自
分
の
相
が
無
い
の
で
、
自
分
を
捨
て
ら
れ

る
し
、
人
の
相
が
無
い
の
で
、
人
に
従
う
こ
と
が
で
き

る
。
無
理
に
そ
う
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
じ
か
に
誰
も

が
皆
仏
で
あ
り
、
人
と
善
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
見
て

取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
答
耿
司
寇
・『
焚
書
』
巻

一
・
三
一
）

　

ま
た
、
こ
の
姿
勢
は
、
孔
子
は
人
に
自
己
の
あ
り
方
を
規
範

と
し
て
押
し
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
議
論
に
も

な
る
。

　

そ
も
そ
も
天
が
一
人
を
生
ず
れ
ば
、
そ
こ
に
一
人
の
用

が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
孔
子
に
な
に
か
も
ら
っ
て
始
め
て

充
足
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
孔
子
に
も
ら
っ

て
は
じ
め
て
充
足
す
る
な
ら
、
千
古
以
前
に
孔
子
は
い
な

か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
人
は
人
た
り
え
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
孔
子
を
学
び
た
い
、
と
い
う
説
を
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立
て
た
こ
と
こ
そ
、
孟
子
が
孟
子
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
た
理

由
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
過
ち
を
大
変
残
念
に
思
っ
て
い

る
の
だ
が
、
あ
な
た
は
私
が
そ
れ
を
願
う
と
で
も
い
う
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
孔
子
は
人
が
孔
子
を
学
ぶ
こ
と
な

ど
、
教
え
た
た
め
し
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
孔
子
が
人

に
孔
子
を
学
ぶ
よ
う
に
教
え
て
い
た
と
し
た
ら
、
顔
淵
が

仁
を
質
問
し
た
と
き
、
ど
う
し
て
仁
を
な
す
の
は
己
に
よ

り
、
人
に
よ
ら
な
い
、
な
ど
と
い
っ
た
の
か
。
…
己
に
由

る
か
ら
こ
そ
、
弟
子
た
ち
は
仁
に
つ
い
て
孔
子
に
質
問
し

な
く
て
も
よ
か
っ
た
し
、
己
の
た
め
に
す
る
か
ら
こ
そ
、

孔
子
に
は
門
人
に
授
け
る
学
術
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
。
こ

れ
が
無
人
無
己
の
学
だ
。
…
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
孔
子
が

い
っ
た
い
人
に
孔
子
を
学
ぶ
よ
う
に
教
え
た
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
孔
子
は
人
に
孔
子
を
学
ぶ
よ
う
に
教
え
た
こ
と

な
ど
な
い
の
に
、
孔
子
を
学
ぶ
も
の
が
己
を
捨
て
て
な
ん

と
し
て
も
孔
子
を
学
ぼ
う
と
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
な
た

で
も
き
っ
と
お
か
し
い
と
思
う
だ
ろ
う
。（
答
耿
中
丞
・

『
焚
書
』
巻
一
・
一
六
─
一
七
）

　

基
本
的
に
、
万
人
の
不
容
已
の
発
露
に
聖
人
性
を
見
る
と
い

う
李
贄
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
〝
上
〟
か
ら
の
「
吾
之
条
理
」

の
押
し
付
け
が
忌
諱
さ
れ
る
こ
と
は
、
納
得
が
ゆ
く
。
そ
こ
に

展
望
さ
れ
る
治
人
の
原
理
は
、〝
無
人
無
己
〟
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
各
自
の
自
足
性
を
前
提
に
、
自
己
の
条
理
を
人
に
お
し
つ

け
な
い
も
の
、
そ
し
て
、
民
の
好
悪
に
寄
り
添
う
方
向
の
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
自
生
的
な
秩
序
形
成
の
原
理
を
内
在
さ

せ
た
多
種
多
様
な
主
体
の
、
そ
の
多
様
性
を
そ
の
ま
ま
に
容
認

し
つ
つ
、
上
に
立
つ
為
政
者
は
、
全
体
と
し
て
そ
の
好
悪
に
沿

っ
て
統
治
行
為
を
行
う
の
が
よ
い
と
さ
れ
、
特
定
の
秩
序
観
念

を
押
付
け
る
こ
と
は
断
固
避
け
る
べ
き
だ
と
す
る
の
が
、
李
贄

の
〝
治
人
〟
論
の
大
原
則
で
あ
っ
た
。

四　
﹃
蔵
書
﹄
の
治
人
論

　
『
蔵
書
』
は
、
李
贄
自
身
が
、
強
い
思
い
を
込
め
て
記
し
た

書
物
で
、
自
ら
、
経
筵
・
科
挙
で
用
い
る
べ
き
万
世
治
平
の
書

と
語
っ
て
い
る
（『
続
焚
書
』
巻
一
、
與
耿
子
健
、
四
五
及
び

『
焚
書
』
巻
一
、
答
焦
漪
園
、
八
）。
本
書
で
は
、
歴
史
上
の
人

物
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
行
迹
に
つ
い
て
、
評
価
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
先
学
に
よ
る
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
が11
、
そ
れ
は
、
本
稿
冒

頭
に
も
述
べ
た
如
く
、
民
生
の
安
定
・
国
家
の
富
強
と
い
っ
た

功
效
（
実
際
的
効
果
）
の
達
成
を
重
視
し
、
時
に
は
そ
の
功
效



四四

李贄における修己・治人をめぐって─その内実と相互関係─

の
成
果
に
よ
り
、
個
人
的
な
儒
教
道
徳
の
履
行
の
有
無
を
問
題

に
し
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
、
特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
も
、
特
に
五
代
の
乱
世
に
五
朝
に
仕
え
た
馮
道
に
つ

い
て
の
政
治
的
文
脈
に
お
け
る
高
い
評
価
な
ど
は
、
類
を
見
ぬ

も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
則
天
武
后
の
事
例
に

即
し
て
そ
れ
を
確
認
し
て
み
た
い11
。

　

則
天
武
后
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
多
く
の
儒
学
者
の

評
価
に
お
い
て
は
、
唐
の
簒
奪
と
宗
室
の
殺
害
な
ど
で
悪
名
が

高
い
が
、
李
贄
は
、
そ
の
「
知
人
」「
愛
養
人
才
」「
愛
民
爲

念
」
を
高
く
評
価
す
る
。

　

彼
女
が
毒
を
ほ
し
い
ま
ま
に
ふ
り
ま
き
、
宗
室
大
臣
の

ほ
と
ん
ど
を
罪
に
問
い
誅
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
天
下

の
口
を
塞
い
で
、
異
論
を
唱
え
さ
せ
な
い
た
め
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
も
し
当
時
の
大
臣
が
、
み
な
陳
平
や
絳
侯
の
よ

う
で
、
ほ
と
ん
ど
異
論
の
嫌
疑
が
な
け
れ
ば
、
武
氏
は
も

と
よ
り
聡
明
な
君
主
で
あ
っ
て
、
呂
氏
の
比
で
は
な
か
っ

た
。
た
め
し
に
近
古
の
王
を
み
て
ほ
し
い
が
、
武
氏
の
よ

う
に
人
を
よ
く
知
る
も
の
が
い
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
も

っ
ぱ
ら
人
材
を
愛
し
養
う
こ
と
を
心
が
け
、
民
を
安
ん
じ

る
こ
と
を
考
え
て
い
た
も
の
で
武
氏
の
よ
う
な
も
の
が
い

た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
万
世
に
わ
た
る
公
な
る

ま
な
ざ
し
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
聡
明
な
王
が
貴
い

の
は
、
人
を
見
抜
く
の
が
難
し
く
、
人
才
を
愛
し
養
う
の

が
急
務
だ
か
ら
だ
。（
李
勣
伝
後
語
・『
蔵
書
』
巻
五
十
六

〔
一
九
五
九
・
中
華
書
局
〕
九
四
一
）

　

こ
こ
で
李
贄
は
、
則
天
武
后
に
つ
い
て
、
宗
室
や
大
臣
た
ち

の
誅
殺
な
ど
散
々
行
っ
た
が
、
と
負
の
側
面
を
明
言
し
つ
つ

も
、
そ
の
責
任
を
大
臣
た
ち
が
彼
女
に
従
順
で
な
か
っ
た
こ
と

に
帰
し
、
則
天
武
后
自
身
に
対
し
て
は
、
高
い
評
価
を
与
え
て

い
る
。
実
は
、
彼
女
に
つ
い
て
は
、
李
贄
の
『
蔵
書
』
の
本
伝

に
は
、
多
く
の
唐
の
王
族
や
大
臣
た
ち
を
誅
殺
し
た
と
い
う
、

通
常
の
儒
教
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
悪
と
評
価
さ
れ
る
事
象
が

多
数
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
た
と
え
ば
自
分
を
引
き

立
て
て
く
れ
た
王
后
を
陥
れ
る
た
め
に
、
自
分
の
生
ん
だ
高
宗

の
娘
を
殺
し
て
、
王
后
が
や
っ
た
こ
と
に
仕
立
て
て
廃
后
せ
し

め
、
最
後
に
は
王
后
の
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
、
蕭
妃
と
も
ど
も

手
足
を
切
り
、
醸
造
用
の
甕
に
入
れ
て
殺
し
た
こ
と
な
ど
も
記

さ
れ
て
い
る
（
唐
太
宗
才
人
武
氏
・『
蔵
書
』
巻
六
十
三
・
一

〇
四
）。

　

か
く
、
す
さ
ま
じ
い
振
る
舞
い
の
多
く
見
ら
れ
た
武
氏
で
は
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あ
る
が
、
李
贄
は
そ
れ
ら
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
女
を

知
人
・
愛
才
・
安
民
と
い
う
基
準
で
肯
定
的
に
評
価
す
る
わ
け

で
あ
る
。

　

一
方
、
本
人
の
能
力
と
い
う
よ
り
、
歴
史
的
文
脈
の
中
で
た

ま
た
ま
時
宜
を
得
て
、
結
果
的
に
民
生
の
安
定
の
確
保
に
役
立

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

例
え
ば
、
戦
国
の
斉
の
最
後
の
王
、
田
建
は
そ
の
例
で
あ
る
。

田
建
が
秦
軍
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
餓
死
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
李
贄
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

斉
の
滅
亡
は
ま
っ
た
く
い
わ
れ
の
な
い
こ
と
で
、
斉
王

の
建
が
餓
死
し
た
の
も
、
な
ん
と
も
哀
れ
な
こ
と
だ
。
し

か
し
、
建
の
よ
う
な
男
は
、
餓
死
し
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
何
の
役
に
立
っ
た
だ
ろ
う
か
。
一
人
の
無
用
の
馬
鹿

を
餓
死
さ
せ
た
ら
、
数
十
人
が
生
き
延
び
ら
れ
る
と
い
う

の
で
も
、
そ
れ
を
行
う
だ
ろ
う
が
、
ま
し
て
斉
全
体
の
百

万
の
民
草
と
な
れ
ば
当
然
だ
。
干
戈
を
交
え
ぬ
こ
と
四
十

年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
と
は
、
戦
国
の
民
で
、
斉
だ
け
が

な
ん
と
幸
い
で
あ
っ
た
こ
と
よ
。
そ
も
そ
も
天
が
君
主
を

立
て
る
の
は
、
本
来
民
の
た
め
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら

見
れ
ば
、
建
が
民
に
対
し
て
大
功
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も

よ
い
。（
田
斉
世
紀
後
語
・『
蔵
書
』
巻
一
・
六
）

　

こ
こ
で
は
、
田
建
は
無
用
の
癡
漢
だ
と
さ
れ
つ
つ
も
、
最
終

的
に
斉
の
民
が
そ
の
生
を
ま
っ
と
う
で
き
た
の
だ
か
ら
、
民
の

た
め
に
立
て
ら
れ
た
も
の
た
る
君
主
と
し
て
、
大
き
な
功
績
が

あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
本
人
の
能
力

と
は
ま
た
別
の
、
客
観
的
効
果
に
お
い
て
そ
の
人
物
の
政
治
的

評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
修
己

の
部
分
如
何
と
は
関
わ
ら
ず
、
治
人
の
領
域
が
そ
れ
自
体
自
立

し
た
基
準
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
、
李
贄
の
議
論
に
は
出
現
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
が
、
そ
の
先
に
は
、
個
人
的
な
あ
り
方
如
何

を
全
く
問
題
に
せ
ず
、
単
に
〝
政
治
的
な
〟
文
脈
で
の
功
效
如

何
の
み
で
特
定
の
人
物
を
評
価
す
る
議
論
の
本
格
的
展
開
ま
で

つ
な
が
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
感
得
さ
れ
よ

う
。
で
は
、
李
贄
自
身
の
思
考
の
範
囲
の
内
部
に
お
い
て
は
、

修
己
と
治
人
は
、
切
り
離
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五 　

李
贄
自
身
に
よ
る
修
己
と
治
人
関
係
の

把
握

　

上
述
の
よ
う
に
、『
蔵
書
』
に
お
い
て
、
修
己
と
切
り
離
し
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た
形
で
、
治
人
領
域
の
評
価
を
功
效
本
位
で
論
じ
た
李
贄
だ

が
、
彼
自
身
は
、
い
わ
ゆ
る
個
人
の
レ
ベ
ル
で
の
道
徳
的
陶

冶
＝
修
己
と
、
政
治
的
社
会
的
文
脈
で
の
秩
序
と
繁
栄
の
確

保
＝
治
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
明
確
に
そ
れ
を
分
離
す
る
思
惟
を
展
開
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
本
節
で
確
認
し
て
み
た
い
。

　

筆
者
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
原
理

的
に
は
、
当
時
通
有
の
考
え
に
乗
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
つ
ま

り
李
贄
は
、
修
己
→
治
人
と
い
う
儒
教
の
基
本
構
造
を
承
認

し
、
修
己
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
治
人
へ
展
開
す
る
と
い

う
順
序
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
文
章
に

は
っ
き
り
見
て
取
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
類
推
す
る
と
、
王
に
疾
病
が
な
け
れ
ば
そ
れ

ま
で
だ
が
、
も
し
別
に
病
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
い
ず
れ

も
自
分
の
本
物
の
心
が
発
し
た
も
の
と
し
て
現
れ
、
少
し

も
人
を
欺
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
（
皆
是
自
眞
眞
心
意

所
發
而
來
、
不
肯
一
毫
瞞
人
者
）、
こ
れ
は
意
が
誠
と
い

う
こ
と
で
な
く
て
な
ん
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
人
は
、
ま
さ

し
く
こ
の
実
意
が
あ
る
か
ら
こ
そ
こ
の
真
知
が
あ
り
、
そ

こ
で
人
に
ま
で
及
ぼ
し
て
人
と
好
悪
を
同
じ
く
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
王
政
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
…
意
が
誠
な
ら
推
す
べ
き
と
こ
ろ
が
出
て
き
て
、
こ

こ
か
ら
斉
家
治
国
平
天
下
は
、
た
だ
推
し
て
ゆ
く
の
み
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
推
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
修
身
で
あ
っ

て
、
人
に
ま
で
推
し
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
斉
家
治

国
平
天
下
の
功
効
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
修
・
斉
・

治
・
平
の
功
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
好
き
な
も
の
、
嫌

い
な
も
の
は
、
推
し
て
い
っ
て
好
悪
を
共
有
す
れ
ば
、
天

下
古
今
を
通
じ
て
、
こ
の
好
悪
は
共
通
で
あ
る
。
だ
か
ら

意
が
誠
に
な
れ
ば
推
し
て
ゆ
く
の
に
自
ず
と
余
地
が
得
ら

れ
る
。（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻
十
八
・
一
〇
六
六
─

六
八
）

　

こ
れ
は
、『
孟
子
』
に
見
え
る
、
斉
の
文
王
が
好
色
・
好

貨
・
好
勇
の
疾
あ
り
、
と
い
っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
一
段
だ

が
、
自
ら
欺
か
ぬ
独
知
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

誠
な
る
意
で
あ
っ
て
、
そ
の
誠
な
る
意
が
立
て
ら
れ
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
ま
で
、
推
し
す
す
め
て

行
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
発
言
か
ら
見
れ
ば
、
李
贄
も
、
朱
熹
や
王
守
仁
他
、
宋

代
か
ら
明
代
に
か
け
て
の
多
く
の
儒
教
の
思
想
家
と
同
じ
く
、
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自
己
の
心
身
に
お
い
て
工
夫
を
行
い
、
そ
こ
で
確
固
た
る
大
本

を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
（
つ
ま
り
修
己
が
十
分
に
な

さ
れ
れ
ば
）、
そ
こ
か
ら
治
人
は
自
然
に
展
望
さ
れ
る
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
道
古
録
』
に
お
い

て
、
李
贄
は
、
上
に
述
べ
た
〝
懸
崖
撒
手
〟（
崖
っ
ぷ
ち
で
手

を
放
す
＝
手
が
か
り
が
無
い
と
こ
ろ
で
跳
躍
を
求
め
る
）
的
な

修
己
論
と
は
異
質
な
、
具
体
的
な
手
掛
か
り
の
あ
る
修
己
論
を

説
き
、
そ
れ
を
治
人
へ
の
原
点
を
把
握
す
る
こ
と
と
し
て
高
く

位
置
づ
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
発
言
で
は
、
王
守
仁
の
如

く
、
独
知
の
識
別
能
力
へ
の
依
拠
を
強
調
す
る
。

　

な
ん
と
の
ん
び
り
、
な
ん
と
の
び
の
び
、
心
も
こ
れ
に

よ
っ
て
正
し
く
な
り
、
身
も
こ
れ
に
よ
っ
て
修
ま
り
、
い

わ
ゆ
る
ひ
と
つ
が
う
ま
く
ゆ
け
ば
す
べ
て
う
ま
く
ゆ
く
と

い
う
も
の
が
こ
れ
だ
。
そ
し
て
そ
の
も
と
は
、
た
だ
こ
の

独
知
の
一
念
を
欺
か
な
い
だ
け
だ
（
其
原
只
於
不
欺
此
獨

知
之
一
念
耳
）。
一
念
が
動
く
の
が
、
意
で
あ
る
。
意
が

誠
か
、
欺
い
て
い
な
い
か
、
或
い
は
意
が
誠
で
な
い
か
、

自
分
を
欺
い
て
い
る
か
は
、
自
分
だ
け
が
わ
か
る
の
で
あ

る
が
、
天
下
の
人
も
皆
わ
か
り
、
後
世
の
人
も
皆
わ
か
る

の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
こ
の
意
が
共
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
独
知
の
中
は
、
実
は
天
下
後
世
が
同
じ
く
知

る
場
所
で
あ
り
、
天
下
後
世
が
同
じ
く
知
る
場
所
だ
と
な

れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
欺
く
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ど
う
し

て
人
を
欺
く
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
治
国
平
天
下
を
担
う
君

子
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
そ
ち
ら
に
適
用
す
れ
ば
、
難
し
く

な
い
の
だ
。（
道
古
録
・『
李
温
陵
集
』
巻
十
八
・
一
〇
六

六
─
六
七
）

　

彼
は
、
こ
こ
で
、「
独
知
之
一
念
」
を
持
ち
出
し
て
、
こ
こ

で
自
ら
の
意
念
の
正
邪
が
判
別
で
き
る
、
と
い
い
、
こ
れ
は
、

天
下
後
世
ま
で
共
通
の
原
理
を
有
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
独
知
之
一
念
」
を
欺
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
こ

そ
、
治
国
平
天
下
ま
で
繋
が
る
根
本
で
あ
り
、
こ
の
原
点
を
つ

か
め
ば
、
治
人
へ
の
展
開
は
、
全
く
容
易
な
こ
と
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
王
守
仁
の
良
知
説
を
髣
髴
と
さ
せ
る
主
張

で
あ
る
。

　

ま
た
、
次
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
反
己
」
す
る
こ

と
で
、「
不
容
已
」
の
実
心
に
お
い
て
、「
治
人
」
へ
展
開
し
て

ゆ
く
ベ
ー
ス
と
な
る
心
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
恕
」
に
よ
っ
て
「
推
す
」
こ
と
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に
よ
り
、「
以
人
治
人
」
の
治
人
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
と
す
る
。

　

道
は
本
来
人
か
ら
遠
く
な
い
も
の
な
の
に
、
人
か
ら
遠

く
道
を
設
定
す
る
か
ら
、
だ
か
ら
道
を
語
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
だ
。
人
が
そ
の
ま
ま
道
、
道
が
そ
の
ま
ま
人
で
あ

っ
て
、
人
の
ほ
か
に
道
は
無
く
、
道
の
ほ
か
に
人
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
君
子
が
人
に
よ
っ

て
人
を
治
め
、
決
し
て
自
分
に
よ
っ
て
人
を
治
め
よ
う
と

し
な
い
の
は
（
君
子
以
人
治
人
，
更
不
敢
以
己
治
人

者
）、
人
は
元
来
自
分
で
治
ま
っ
て
お
り
、
自
分
で
自
分

を
治
め
る
こ
と
が
で
き
、
禁
止
し
て
止
ま
ら
せ
る
ま
で
も

な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
止
ま
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
く

て
、
自
治
に
ま
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
こ

れ
は
「
木
を
伐
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
あ
っ
ち
の

斧
の
柄
を
こ
っ
ち
の
斧
の
柄
に
換
え
る
の
だ
（『
中
庸
』

を
ふ
ま
え
た
表
現
）。
近
い
よ
う
に
見
え
て
も
実
は
遠

く
、
ど
う
し
て
治
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
ど
う
し
て
道
と
な

す
に
足
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
人
に
よ
っ
て
治
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
己
を
推
し
て
人
に
及
ぼ
す
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
な
の
だ
。
そ
こ
で
忠
恕
を
説
く
。
中

の
心
（
中
心
）
が
忠
と
い
う
こ
と
で
、
お
の
れ
の
已
む
を

容
れ
ざ
る
実
心
（
自
己
不
容
已
之
實
心
）
で
あ
る
。
こ
の

中
の
心
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
恕
で
あ
る
。
お
の
れ
の
二

つ
に
で
き
ぬ
最
初
の
気
持
ち
（
自
己
不
容
二
之
初
念
）
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
自
分
が
や
ら
れ
た
ら
い
や
な
こ
と
を
、

他
人
に
し
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
や

っ
て
ほ
し
く
な
い
、
と
い
う
の
が
中
の
心
の
実
で
あ
る
。

や
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
の
は
、
心
の
通
り
に
推

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
お
の
ず
と

人
に
よ
っ
て
人
を
治
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
斧
の
柄

を
も
っ
て
木
を
伐
る
気
持
ち
は
な
く
な
る
。
忠
恕
は
道
で

は
な
い
が
、
道
に
近
く
な
れ
る
（
忠
恕
非
道
也
，
而
可
以

近
道
）
か
ら
、
孟
子
は
「
道
か
ら
外
れ
る
こ
と
遠
く
な

い
」
と
い
っ
た
の
だ
。
そ
も
そ
も
道
と
は
、
人
も
己
も
無

い
も
の
で
、
推
す
必
要
が
な
ぜ
あ
ろ
う
か
。
推
し
て
ゆ
く

と
な
れ
ば
な
お
己
の
存
在
を
感
知
す
る
し
道
か
ら
な
お
も

遠
い
け
れ
ど
、
し
か
し
こ
こ
か
ら
進
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
己
を
推
し
て
人
に
及
ぼ
し
、
無
理
し
て
恕
す
る
功

夫
を
行
っ
た
ら
、
自
ず
と
人
に
よ
っ
て
人
を
治
め
る
こ
と

が
可
能
に
な
り
、
自
ず
と
無
為
の
化
の
不
可
思
議
さ
に
通

じ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
世
に
は
ま
た
己
を
推
し
て
人



『言語・文化・社会』第 13 号

四九

に
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
い
る
の
は
、
自
己
反

省
し
て
自
分
を
責
め
る
道
を
知
ら
な
い
の
だ
。（
道
古

録
・『
李
温
陵
集
』
巻
十
九
・
一
〇
八
二
─
八
三
）

　

こ
こ
で
は
、
自
己
に
省
み
て
、「
自
己
不
容
已
之
實
心
」
を

つ
か
み
、
他
者
へ
と
「
推
」
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、「
以
己
治
人
」

を
免
れ
、「
以
人
治
人
」
を
実
現
す
る
鍵
だ
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
、
本
来
の
「
無
人
無
己
」
に
は
劣
る
レ
ベ
ル
の

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
進
ん
で
ゆ
く
の
だ
、
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
、「
無
人
無
己
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
上
に

も
見
た
修
己
論
の
表
現
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
道
心
・
命
・
真
空
」

を
つ
か
み
、「
人
心
・
理
・
倫
物
」
を
正
し
く
あ
ら
し
め
て
い

る
聖
人
の
境
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
へ
の
ベ
ー
ス

と
し
て
、「
自
己
不
容
已
之
實
心
」
と
い
う
も
の
の
反
省
に
よ

る
把
握
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

李
贄
は
、
こ
の
一
連
の
発
言
で
は
、
他
の
箇
所
に
お
け
る
多

く
の
修
己
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
と
は
異
な
り
、
あ
る
程
度
具
体

的
な
手
掛
か
り
を
実
践
主
体
に
与
え
、
そ
の
履
行
が
確
実
に
正

し
い
治
人
に
連
続
し
て
ゆ
く
の
だ
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六　

修
己
治
人
と
﹃
蔵
書
﹄
の
人
物
評

　

さ
て
、
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
李
贄
に
お
い
て
、
修
己
→
治

人
と
い
っ
た
自
然
な
展
開
の
回
路
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
堅
持

さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
決
し
て
、
原
理

的
に
治
人
領
域
を
修
己
領
域
か
ら
分
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

と
な
る
と
、『
蔵
書
』
に
お
い
て
、
個
人
の
道
徳
的
修
養
実

践
如
何
を
問
わ
ず
、
政
治
的
文
脈
に
お
け
る
功
效
だ
け
を
問
題

に
す
る
議
論
を
展
開
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
と
ら
え
れ

ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

李
贄
自
身
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
明
示
的
に
語
っ
て
い
な

い
の
で
、
憶
測
を
交
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
彼
が
修
己
の
問
題

と
と
も
に
、
治
人
の
成
果
如
何
の
問
題
も
、
重
要
な
問
題
で
あ

り
、
ど
ち
ら
も
十
分
に
論
ず
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
こ
と
が

背
景
に
あ
る
。

　

実
は
、
こ
の
問
題
は
、
当
時
の
儒
学
者
た
ち
の
間
で
も
、

様
々
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た11
。
全
体
と
し
て
は
、
修
己
の
問

題
を
引
き
受
け
れ
ば
、〝
事
業
〟、
即
ち
治
人
方
面
に
お
い
て
十

分
成
果
が
挙
が
ら
な
く
て
も
致
し
方
な
い
、
と
す
る
論
調
が
多

い
が
、
こ
れ
は
、
一
面
〝
功
業
〟
面
の
重
要
性
へ
の
自
覚
を
伴
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っ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
高
攀

龍
（
一
五
六
二
─
一
六
二
六
）
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。　

天
下
に
政
事
が
無
い
こ
と
は
問
題
で
な
く
、
学
術
が
無

い
こ
と
の
み
が
問
題
だ
。
な
ぜ
か
？
政
事
は
そ
の
人
に
か

か
っ
て
お
り
、
人
は
そ
の
心
に
か
か
っ
て
い
る
。
学
術
が

正
し
け
れ
ば
心
術
は
正
し
く
、
心
術
が
正
し
け
れ
ば
、
そ

の
心
に
生
じ
て
発
し
て
政
事
と
な
る
も
の
に
、
ど
う
し
て

不
正
が
あ
り
え
よ
う
。
だ
か
ら
学
術
と
は
、
天
下
の
大
本

で
あ
る
の
に
、
末
世
で
は
学
が
明
ら
か
で
な
い
の
み
な
ら

ず
、
学
を
禁
じ
よ
う
と
す
る
な
ど
、
こ
れ
で
ど
う
し
て
天

下
が
治
ま
り
安
定
す
る
だ
ろ
う
。（『
高
子
遺
書
』
巻
一
・

二
六
葉
・
語
〔
台
湾
商
務
印
書
館
影
印
『
文
淵
閣
四
庫
全

書
』・
一
九
八
三
─
八
七
・
第
一
二
九
二
冊
・
三
四
四

頁
〕）

　

こ
こ
で
高
氏
は
、
正
し
い
〝
政
事
〟
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、

政
事
を
生
み
出
す
根
本
の
正
し
い
〝
学
術
〟
を
確
保
し
よ
う
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
が
、
東
林
・
非
東
林
の
政
治
的
抗
争
の

只
中
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
言
明
は

感
慨
深
く
捉
え
ら
れ
る
。
治
人
に
関
心
が
旺
盛
に
あ
っ
て
も
、

そ
れ
自
体
を
追
求
目
標
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
躊
躇
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
儒
学
者
た
ち
の
間
で
、
修
己
と
の
関

連
で
治
人
を
如
何
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
は
議
論
の
焦
点
と
な

っ
て
い
た
。
恐
ら
く
、
そ
れ
は
当
時
の
深
刻
な
国
家
経
営
の
不

全
の
累
積
の
中
で
、
良
心
的
士
大
夫
に
と
っ
て
は
、
喫
緊
の
問

題
意
識
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
中
で
李
贄
は
、
基
本
的
に
は
、
正
し
い
修
己
が
、
正
し

い
治
人
を
生
み
出
す
、
と
の
点
で
、
他
の
儒
学
者
と
同
様
の
立

場
を
保
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
目
前
に
展
開
す
る
不

正
常
な
治
人
現
象
の
蔓
延
に
耐
え
切
れ
ず
、
治
人
領
域
を
相
対

的
に
自
立
し
た
領
域
と
し
て
、
十
分
に
語
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い

う
前
提
か
ら
、
大
い
に
論
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
彼
が
『
蔵
書
』
に
お
い
て
、
歴
史
上
の
人
物
の
評

価
と
い
う
形
に
お
い
て
議
論
を
進
め
た
こ
と
は
、
彼
の
世
儒
へ

の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
明
確
に
示
す
た
め
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、

一
方
で
は
、
議
論
を
あ
る
種
不
整
合
な
も
の
に
せ
し
め
る
結
果

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
、
則
天
武
后
に
即
し
た
場

合
、
彼
女
が
君
主
と
し
て
評
価
さ
れ
る
「
知
人
」
以
下
の
ポ
イ

ン
ト
を
、
そ
れ
自
体
で
理
念
的
に
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ほ
ど

の
問
題
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
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彼
は
、
あ
え
て
、
従
来
儒
学
者
の
間
で
評
価
の
定
ま
っ
て
い
る

人
物
を
選
び
出
し
て
、
世
人
と
大
き
く
異
な
る
形
で
論
評
を
加

え
た
。
こ
れ
は
、
危
険
な
部
分
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
い
う
の
は
、
歴
史
的
人
物
に
は
、
評
価
し
う
る
側
面
だ
け

で
な
く
、
評
価
し
え
な
い
側
面
も
つ
い
て
ま
わ
る
か
ら
で
あ

る
。
評
価
し
え
な
い
部
分
─
、
李
贄
の
思
想
自
体
に
即
し
て

も
、
武
則
天
が
自
分
の
子
を
含
め
て
大
勢
の
人
を
殺
害
し
た
の

は
、
す
ぐ
れ
た
修
己
の
成
果
と
ま
で
は
、
い
い
に
く
か
っ
た
で

あ
ろ
う
─
を
棚
上
げ
に
す
る
形
で
、
評
価
し
う
る
部
分
を
押
し

出
し
た
の
が
『
蔵
書
』
の
人
物
評
価
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歴

史
上
の
人
物
評
に
お
い
て
あ
え
て
治
人
を
語
っ
た
と
こ
ろ
に
、

李
贄
の
自
信
と
策
略
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
修
己
が
棚

上
げ
に
さ
れ
た
形
で
治
人
を
説
く
と
い
う
、
我
々
か
ら
見
れ
ば

矛
盾
を
含
ん
だ
論
述
形
態
を
自
己
の
体
系
の
中
に
も
ち
こ
ま
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
李
贄
に
お
け
る
修
己
と
治
人
の
両
概
念
間
の
実
態
と

関
係
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
彼
の
主
観
で
は
、
こ
の
二
つ
の
領

域
は
十
分
に
繋
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
原
理
と
方
法
も

彼
な
り
に
構
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、『
蔵
書
』
で
は
、
歴
史

上
の
人
物
を
選
ん
で
、
彼
ら
へ
の
評
価
と
し
て
治
人
の
原
理
を

語
っ
た
の
で
、
結
果
的
に
修
己
の
棚
上
げ
と
も
映
る
側
面
を
も

つ
こ
と
と
な
っ
た
。
李
贄
自
身
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
結
局
は
両
者
の
関
係

の
よ
り
明
確
な
規
定
は
行
わ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
修
己
と
治

人
に
つ
い
て
の
、
よ
り
高
度
な
統
合
も
図
ら
れ
ず
、
修
己
と
治

人
の
明
確
な
分
離
も
行
わ
ず
、
議
論
は
あ
る
種
の
不
整
合
の
ま

ま
に
、
萌
芽
的
レ
ベ
ル
で
そ
れ
以
上
の
展
開
を
見
な
か
っ
た
、

と
総
括
で
き
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
背
景
の
文
脈
を
よ
り
精
査
し
、
こ
こ

に
み
た
李
贄
の
思
想
が
、
前
後
の
修
己
治
人
論
の
展
開
全
体
の

中
で
、
ど
う
い
っ
た
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
続
け

て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

注1　

容
肇
祖
『
李
卓
吾
評
伝
』（
一
九
三
六
、
商
務
印
書
館
）

2　

李
贄
思
想
を
各
方
面
に
わ
た
っ
て
網
羅
的
に
述
べ
た
も
の
に
、
許

蘇
民
『
李
贄
評
伝
』（
二
〇
〇
六
、
南
京
大
学
出
版
社
）
が
あ
る
。

李
贄
に
つ
い
て
の
研
究
を
概
観
し
た
も
の
に
、
少
し
前
の
も
の
と
し

て
疋
田
啓
佑
「
中
国
に
お
け
る
李
贄
研
究
に
つ
い
て
」（『
陽
明
学
』

五
、
一
九
九
三
、
二
松
学
舎
大
学
陽
明
学
研
究
所
）、
佐
藤
錬
太
郎

「
李
卓
吾
研
究
の
歴
史
」
上
・
下
（『
陽
明
学
』
一
二
・
一
三
、
二
〇
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〇
〇
・
二
〇
〇
一
）、
最
新
の
も
の
と
し
て
王
宝
峰
『
李
贄
儒
学
思

想
研
究
』（
二
〇
一
二
、
人
民
出
版
社
）
の
導
論
・
李
贄
思
想
研
究

的
回
顧
与
展
望
（
同
書
一
─
四
〇
）
が
あ
る
。

3　

島
田
虔
次
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』（
一
九
七
〇
、

筑
摩
書
房
）

4　

溝
口
雄
三
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』（
一
九
八
〇
、

東
京
大
学
出
版
会
）

5　

こ
う
し
た
李
贄
の
思
想
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
島
田
虔
次
氏

は
、「
童
心
」
の
説
、「
天
生
一
人
，
自
有
一
人
之
用
」
の
説
の
徹
底

に
よ
る
「
内
」
の
確
立
が
、「
外
」
の
文
化
に
対
す
る
対
決
へ
と
展

開
し
た
も
の
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
礼
教
的
社
会
に
対
す
る
個
人
の
覚

醒
と
い
っ
た
構
図
を
見
て
取
り
、
そ
れ
を
西
洋
近
代
で
の
、
社
会
に

対
峙
す
る
個
人
の
確
立
と
い
う
も
の
と
類
似
の
社
会
現
象
と
し
て
と

ら
え
た
。
そ
れ
に
対
し
、
溝
口
雄
三
氏
は
、
中
国
に
お
い
て
は
、
天

理
的
社
会
に
対
す
る
人
欲
的
個
人
の
対
峙
と
い
う
現
象
は
全
く
観
察

さ
れ
な
い
、
と
い
う
点
か
ら
批
判
を
加
え
た
。
溝
口
氏
に
よ
れ
ば
、

李
贄
の
思
想
は
、
天
理
を
核
心
と
す
る
当
時
の
儒
教
思
想
の
枠
組
み

の
中
で
展
開
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
儒
教
に
対
す
る
反
逆
と
見
る
の

は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
む
し
ろ
、
李
贄
は
、
明
代
と
い
う
時
代
に

対
応
し
た
新
た
な
理
の
か
た
ち
を
模
索
す
る
営
み
を
展
開
し
た
に
過

ぎ
な
い
、
と
す
る
。

　
　

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
溝
口
氏
の
指
摘
は
基
本
的
に
は
正
し
い
。

少
な
く
と
も
李
贄
の
主
観
に
お
い
て
は
、
当
時
の
通
有
の
儒
教
思
想

の
枠
組
み
の
中
か
ら
出
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
そ
の
枠
組
み
の
元
で
、
上
記
の
よ
う
な
、
当
時
の
多
く
の
士
大

夫
か
ら
す
れ
ば
公
言
す
る
の
を
憚
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
発
言
を
敢
え
て

行
っ
た
李
贄
の
発
想
や
態
度
そ
の
も
の
が
、
明
代
中
国
と
い
う
社
会

状
況
に
お
い
て
、
社
会
か
ら
個
人
が
自
立
し
対
峙
す
る
と
い
う
現
象

の
特
殊
な
発
現
形
態
で
あ
る
と
評
価
す
る
可
能
性
ま
で
は
否
定
で
き

な
い
。
つ
ま
り
、
中
国
に
お
い
て
は
、
社
会
に
対
す
る
個
人
の
、
自

律
的
判
断
力
を
固
有
に
有
し
た
存
在
と
し
て
の
自
立
と
い
う
も
の

が
、
そ
の
社
会
構
造
や
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
条
件
に
規
定
さ
れ
て
、

特
殊
な
儒
教
思
想
の
回
路
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
、
と
み
る
こ
と
の
可

能
性
は
、
溝
口
氏
の
批
判
を
経
て
も
、
全
く
失
わ
れ
て
い
な
い
。
た

だ
、
ど
う
い
う
状
況
に
な
る
と
、
社
会
に
対
す
る
個
人
の
自
立
・
対

峙
と
い
う
も
の
が
起
る
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
そ
の
仮
説
の
普

遍
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
単
な
る
直
感
的
印
象
と
い
う

以
上
に
は
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
筆
者

が
、
島
田
説
を
感
覚
的
に
は
肯
定
し
た
い
感
触
を
抱
き
つ
つ
も
、
論

理
的
に
断
固
支
持
す
る
こ
と
を
躊
躇
わ
せ
る
要
因
で
あ
る
。

6　

拙
稿
「
唐
甄
に
お
け
る
修
己
治
人
関
係
の
見
直
し
」（『
言
語
・
社

会
・
文
化
』
一
二
、
二
〇
一
四
、
学
習
院
大
学
外
国
語
教
育
研
究
セ

ン
タ
ー
）

7　

本
来
聖
人
は
、
仏
教
の
本
来
仏
の
思
想
を
継
承
し
た
も
の
で
、
儒

教
の
説
と
し
て
は
、
北
宋
期
に
天
即
理
、
性
即
理
の
二
テ
ー
ゼ
を
核

心
と
し
て
成
立
し
た
。
Ｂ
・
Ａ
・
エ
ル
マ
ン
『
哲
学
か
ら
考
証
学

へ
』（
二
〇
一
四
、
知
泉
書
館
）
の
筆
者
執
筆
の
訳
者
解
説
三
二
八

─
三
三
八
、
荒
木
見
悟
『
仏
教
と
儒
教
』（
一
九
七
二
、
平
楽
寺
書

店
）
三
─
八
参
照
。

8　

容
肇
祖
『
評
伝
』
八
一
─
八
二
、
九
〇
参
照
。
こ
こ
か
ら
童
心
説
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へ
の
つ
な
が
り
に
、
島
田
氏
は
自
我
の
尊
厳
の
主
張
、
自
我
喪
失
へ

の
拒
否
と
い
っ
た
「
近
代
精
神
の
至
上
命
令
」
を
読
み
取
ら
れ
た
。

島
田
『
挫
折
』
一
八
〇
参
照
。

9　

李
贄
が
、
心
の
深
層
、「
自
己
の
性
命
」
レ
ベ
ル
で
の
未
分
節
を

前
提
に
、
三
教
一
致
を
唱
え
る
と
と
も
に
、
儒
教
も
相
対
化
し
て
い

た
こ
と
は
、
容
肇
祖
『
評
伝
』
九
七
─
九
八
，
島
田
『
挫
折
』
一
八

八
─
一
八
九
参
照
。
た
だ
、
儒
・
仏
の
ど
ち
ら
か
を
優
先
し
た
と
の

見
方
を
と
る
論
者
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
林
其
賢
『
李
卓
吾
之
世
學

與
佛
學
』（
一
九
九
二
・
文
津
出
版
社
）
一
七
五
は
仏
教
を
帰
宿
と

し
た
と
評
価
す
る
。
筆
者
は
、
両
者
の
区
別
以
前
へ
超
脱
す
る
こ
と

で
、
李
贄
は
両
者
と
も
に
自
己
の
議
論
の
場
と
し
て
受
け
止
め
て
い

た
と
考
え
る
。

10　

容
肇
祖
『
評
伝
』
七
六
・
島
田
『
挫
折
』
五
二
、
一
八
八
参
照
。

11　

陳
来
『
宋
明
理
学
（
第
二
版
）』（
二
〇
〇
四
、
華
東
師
範
大
学
出

版
社
）
一
五
六
─
七
参
照
。

12　

島
田
『
挫
折
』
一
八
三
、
二
一
四
参
照
。

13　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
溝
口
『
屈
折
と
展
開
』
八
四
─
八
九
、

一
二
二
に
、
一
切
の
方
向
性
の
先
取
り
を
認
め
な
い
李
贄
と
、
孝
弟

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
守
ろ
う
と
す
る
耿
定
向
と
の
間
の
、「
不
容
已
」

に
対
す
る
見
方
の
相
違
を
取
り
上
げ
た
優
れ
た
分
析
が
あ
る
。
ま

た
、
許
蘇
民
前
掲
『
李
贄
評
伝
』
二
〇
六
─
二
一
四
に
、
他
の
思
想

家
の
「
赤
子
之
心
」「
真
心
」
と
の
相
違
が
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

14　

溝
口
『
屈
折
と
展
開
』
八
三
─
八
四
参
照
。
溝
口
氏
は
李
贄
の
求

道
を
飢
餓
に
た
と
え
、
そ
の
空
洞
を
す
べ
て
の
対
象
化
さ
れ
た
も
の

で
充
当
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
性
命
を
む

き
出
し
に
す
る
営
み
、
す
べ
て
を
振
り
払
い
つ
つ
最
後
に
真
実
な
る

も
の
と
し
て
残
る
も
の
を
あ
ぶ
り
だ
そ
う
と
す
る
営
み
と
し
て
と
ら

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
模
索
は
遂
に
帰
着
点
を
有
さ
ず
、
彼
の
す
べ

て
の
表
詮
的
言
明
も
、
後
退
し
つ
つ
暫
定
的
に
提
示
さ
れ
た
も
の
に

過
ぎ
な
い
、
と
し
て
ゆ
く
。
林
其
賢
氏
、Pauline C. Lee

氏
は
こ

う
し
た
見
方
に
反
対
し
、
彼
の
飢
餓
感
は
後
に
一
定
の
落
ち
着
き
を

得
た
と
す
る
。
林
『
李
卓
吾
的
佛
學
與
世
學
』
一
九
、
一
五
六
、

Lee

『T
he V

irtue of D
esire

』（2012 State U
niversity of 

N
ew

 Y
ork Press

）
一
四
三
注
16
参
照
。
筆
者
は
、
李
贄
は
確
か

に
強
く
真
実
希
求
の
思
い
を
抱
い
て
い
た
も
の
の
、
一
切
の
立
場
を

有
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
一
定
の
立
場
に
つ
い
て
は
断

固
た
る
自
信
を
も
っ
て
主
張
し
て
い
た
と
考
え
る
。

15　

溝
口
氏
は
、
李
贄
は
情
欲
即
性
命
の
立
場
で
あ
っ
た
と
し
、
情
欲

の
生
じ
て
く
る
根
源
に
性
命
を
み
よ
う
と
す
る
耿
定
向
と
は
っ
き
り

く
い
ち
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
（『
屈
折
と
展
開
』
一
〇
九
）。
許
建

平
『
李
贄
思
想
演
変
史
』（
二
〇
〇
五
、
人
民
出
版
社
）
で
は
、〝
真

空
〟
を
、「
童
心
説
」
を
ふ
ま
え
て
溝
口
氏
と
同
じ
く
人
為
的
作
用

の
全
く
無
い
「
不
容
已
」
の
欲
望
そ
の
も
の
と
と
ら
え
（
同
書
二
七

九
─
二
八
五
）、〝
空
〟
を
雑
念
欲
望
を
去
っ
て
童
子
の
浄
空
の
状
態

に
な
る
こ
と
と
み
る
（
同
書
一
八
一
─
三
、
二
七
九
、
二
八
一
）。

そ
し
て
『
道
古
録
』
に
お
け
る
道
心
・
人
心
論
は
そ
れ
以
後
の
発
展

と
見
る
（
同
書
三
四
四
─
三
四
九
）。
筆
者
は
、『
道
古
録
』
以
前
の

李
贄
と
て
も
、
通
常
の
情
欲
を
直
ち
に
性
命
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
単
純
に
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
引
用
し
た

「
答
鄧
石
陽
」
に
お
い
て
不
可
欠
と
さ
れ
た
、〝
真
空
〟
を
見
て
取
る
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一
段
階
と
は
、
確
か
に
表
現
と
し
て
『
道
古
録
』
ほ
ど
明
確
で
は
な

い
が
、
共
通
の
発
想
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
。「
不
容

已
」
の
心
は
「
実
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
〝
真
空
〟
と
す

る
の
で
は
、〝
空
〟
の
意
味
合
い
が
生
き
な
い
嫌
い
が
あ
る
。
一

方
、
雑
念
を
〝
空
〟
ず
る
の
で
は
、
人
為
的
に
〝
空
〟
ず
る
こ
と
と

は
異
な
る
〝
真
空
〟
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
ず
れ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者

と
し
て
は
「
実
」
な
る
「
不
容
已
」
に
も
と
ら
わ
れ
ぬ
一
層
が
「
真

空
」
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
た
が
、
明
瞭
な
表
現
を
取
る
に
至
っ
て

い
な
か
っ
た
と
み
る
。「
観
音
問
」（『
焚
書
』
巻
四
・
一
七
一
─
二
）

で
は
、
清
浄
本
原
と
山
河
大
地
の
両
者
の
不
即
不
離
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
る
。
山
河
大

地
の
み
が
真
実
な
ら
ば
、
清
浄
本
原
へ
の
言
及
は
必
要
な
い
の
で
あ

る
。
な
お
、
左
東
嶺
『
李
贄
与
晩
明
文
学
思
想
』（
二
〇
一
〇
、
人

民
文
学
出
版
社
）
で
は
、
筆
者
の
見
方
に
近
い
理
解
が
示
さ
れ
て
い

る
。
同
書
一
三
五
─
四
六
、
特
に
一
四
五
─
六
参
照
。

16　

王
畿
の
現
成
良
知
説
に
お
い
て
、
心
・
意
・
知
・
物
の
〝
無
善
無

悪
〟
が
強
調
さ
れ
、
具
体
的
な
〝
爲
善
去
悪
〟
が
二
義
的
な
方
法
と

と
ら
え
ら
れ
る
中
で
、「
懸
崖
撒
手
」
と
形
容
さ
れ
る
心
体
の
〝
悟
〟

の
強
調
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
柴
田
篤
「
王

龍
渓
の
思
想
─
良
知
説
の
一
展
開
」（『
中
国
哲
学
論
集
』
一
、
一
九

七
五
）、
を
参
照
。
李
贄
の
状
況
も
王
畿
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

17　

溝
口
『
屈
折
と
展
開
』
一
八
六
─
一
八
八
参
照
。

18　

李
贄
の
経
世
論
に
つ
い
て
は
、
島
田
『
挫
折
』
二
〇
二
─
二
〇

七
、
佐
藤
錬
太
郎
「
李
贄
の
経
世
論
─
『
藏
書
』
の
精
神
─
」（『
日

本
中
国
学
会
報
』
三
八
、
一
九
八
六
）、
許
蘇
民
前
掲
『
李
贄
評
伝
』

三
一
七
─
三
四
〇
、
四
四
七
─
五
六
三
参
照
。

19　

李
贄
の
則
天
武
后
評
価
に
関
し
て
は
、
許
蘇
民
前
掲
『
李
贄
評

伝
』
三
二
六
─
九
参
照
。

20　

前
掲
拙
稿
「
唐
甄
に
お
け
る
修
己
治
人
関
係
の
見
直
し
」
七
八
─

八
六
参
照
。

＊　

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
八
日
に
行
っ
た
、
韓
国
仁

川
で
開
か
れ
た
韓
国
陽
明
学
会
主
催
・
第
五
回
霞
谷
学
国
際
学

術
大
会
で
の
、「
李
贄
思
想
に
お
け
る
修
己
治
人
構
造
の
危
機
」

と
題
す
る
発
表
、
二
〇
〇
九
年
十
月
二
十
八
日
に
台
湾
新
竹
の

国
立
清
華
大
学
で
開
か
れ
た
季
風
亜
洲
与
多
元
文
化
座
談
会
で

の
、「
李
贄
思
想
裏
的
修
己
治
人
関
係
」
と
題
す
る
発
表
で
の

内
容
を
基
礎
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
度
の
学
習
院
大
学
外
国
語

教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
中
国
思
想
に
お
け

る
倫
理
と
功
利
」
で
の
成
果
を
盛
り
込
ん
で
書
き
直
し
た
も
の

で
あ
る
。
作
成
に
際
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
中
嶋

諒
氏
よ
り
特
段
の
ご
助
力
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た

い
。


