
李
退
渓
思
想
の
体
系
的
構
成
（
要
訣
）

「
聖
学
十
図
」
を
中
心
と
し
て

高
　
　
橋

進

　
　
　
序

　
従
来
の
李
退
漢
研
究
に
お
い
て
、
言
及
は
さ
れ
て
い
た
が
、
十
分
に
解

明
さ
れ
て
い
な
い
点
は
、
彼
の
哲
学
思
想
が
い
か
な
る
体
系
性
を
も
ち
、

い
か
な
る
体
系
的
内
容
を
も
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の

遺
し
た
思
索
と
実
践
の
記
録
は
、
ぼ
う
大
な
も
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
体

系
的
に
記
述
さ
れ
て
は
い
な
い
。
儒
学
は
本
来
、
己
れ
を
修
め
、
人
を
治

め
る
日
用
実
践
の
学
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
思
索
を
も
と
と
し
た

体
系
的
学
問
で
な
い
。
し
か
し
、
宋
代
に
興
っ
た
新
儒
学
は
、
朱
子
に
お

い
て
集
大
成
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
著
し
く
思
索
と
実
践
が
深
め
ら
れ
、

「
性
理
学
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
体
系
的
内
容
を
も
つ
に
至
っ
た
。
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。

　
宋
学
に
お
け
る
宇
宙
論
、
世
界
観
な
い
し
存
在
論
は
、
『
易
」
の
論
理

を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
、
個
性
的
な
思
想
体

系
を
構
築
し
た
。
ま
た
、
深
い
人
問
探
求
の
結
果
、
人
間
存
在
の
理
法
を
、

彼
ら
の
世
界
観
な
い
し
存
在
論
に
呼
応
さ
せ
て
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

実
践
の
論
理
と
内
容
が
反
省
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、

李
退
漢
は
、
古
来
の
伝
統
的
儒
学
を
踏
ま
え
、
宋
代
の
新
し
い
儒
学
を
、

最
も
正
統
に
理
解
し
、
受
容
し
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
個
性
的
な
思
想
形
成

を
行
な
っ
た
偉
大
な
る
思
想
家
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
李
退
渓

思
想
は
決
し
て
体
系
的
に
明
確
に
記
述
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
後
世
の
わ

れ
わ
れ
は
、
彼
の
個
性
的
な
思
想
形
成
の
中
に
、
そ
の
中
核
と
な
る
骨
組

み
な
い
し
思
想
的
体
系
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
一

層
明
確
に
彼
の
思
想
を
理
解
し
、
ま
た
そ
の
思
想
の
現
代
的
意
義
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
最
初
の
試
み
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
彼
の
最
晩
年
、
六
十
八
歳
の

時
（
一
五
六
八
）
、
宣
祖
王
に
上
疎
し
た
「
聖
学
十
図
」
を
手
が
か
り
に
考
察

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
李
退
漢
は
こ
の
年
、
「
経
建
官
」
の
職
に
あ
り
、
新



し
い
王
に
直
接
経
典
を
講
義
し
、
古
今
の
歴
史
と
時
の
政
治
に
対
し
て
論

評
を
行
う
べ
き
責
任
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
年
来
の
病
弱
で
そ
の
職

責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
辞
職
の
願
い
を
出
し
て
い

た
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
年
（
一
五
六
八
一
の
八
月
に
、

有
名
な
「
戊
辰
六
条
疏
」
を
宣
祖
王
に
奉
っ
た
。
六
項
目
か
ら
成
る
長
文
の

帝
王
学
に
関
す
る
論
文
で
、
李
退
漢
の
政
治
思
想
の
根
本
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
年
譜
に
よ
る
と
、
そ
の
後
も
、
彼
は
十
一
月
ま
で
に
八
回
に
わ
た

っ
て
王
の
前
で
講
義
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
十
分
に
職
責
を
果
た
し

て
い
な
い
と
反
省
し
、
こ
の
年
の
十
二
月
に
「
聖
学
十
図
」
を
王
に
奉
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ぎ
ふ
み

た
。
そ
の
序
文
に
あ
た
る
部
分
が
「
聖
学
十
図
を
進
る
筍
」
で
あ
る
。
「
戊

辰
六
條
疏
」
が
、
新
王
の
必
ず
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
政
治
上
の
重
要
事
項

を
述
べ
て
あ
る
の
に
対
し
、
「
聖
学
十
図
」
は
、
文
字
通
り
帝
王
と
し
て

学
び
、
且
つ
実
践
・
修
得
す
べ
き
儒
学
の
枢
要
を
図
表
に
し
て
示
し
た
も

の
で
、
こ
の
二
論
文
は
、
李
退
漢
の
最
晩
年
の
最
も
重
要
な
思
想
を
述
べ

た
著
作
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
聖
学
十
図
」
は
、
李
退
漢
の
独
創
的
な
思
想
そ
の

も
の
を
全
面
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
朱
子
を
は
じ
め
と
す

る
宋
代
儒
学
に
関
す
る
十
篇
の
資
料
（
う
ち
。
大
学
L
は
古
典
）
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
故
に
、
彼
は
数
限
り
な
く
存
在
し
て
い
た

他
の
資
料
を
取
り
あ
げ
ず
に
、
こ
の
十
篇
を
選
択
し
た
の
か
？
何
故
に
、

こ
の
よ
う
な
配
列
を
し
た
の
か
？
　
十
篇
の
資
料
は
、
思
想
内
容
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
？
　
各
篇
に
附
せ
ら
れ
た
彼

の
解
説
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
か
？
　
こ
れ
ら
の
具
体
的

視
点
か
ら
こ
の
「
聖
学
十
図
」
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
根
本
に
あ
る
体
系
性
を
わ
れ
わ
れ
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
が
か
か
る
十
篇
の
資
料
を
選
択
し
、
こ
の
よ
う
に

配
列
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
彼
自
身
の
見
解
を
附
説
し
た
の
は
、
実
は
す
で

に
、
彼
自
身
の
内
部
に
お
い
て
、
彼
の
思
想
が
体
系
的
に
で
き
あ
が
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
具
体
的
に
表
現
す
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
方

法
を
用
い
た
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
こ
れ

は
、
時
の
王
に
対
し
て
奉
っ
た
も
の
で
あ
る
。
自
説
を
世
問
一
般
に
、
あ

る
い
は
目
分
の
弟
子
に
披
歴
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
一
国
の
最
高
の
地

位
の
人
に
対
し
て
、
臣
下
と
し
て
自
説
を
学
ば
せ
、
実
践
さ
せ
る
こ
と
は
、

当
然
は
ば
か
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
、
古
来
の
聖
賢
の
言
を
と
り
あ
げ
、
そ

れ
に
自
説
を
仮
託
し
、
あ
る
い
は
っ
け
加
え
て
こ
れ
を
奉
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
く
り
返
し
「
聖
学
十
図
」
を
通
読
し
、
そ
の
内
容
を
分
析
・

解
釈
し
、
さ
ら
に
李
退
漢
の
附
説
に
よ
り
な
が
ら
前
後
の
論
理
的
脈
絡
を

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
内
な
る
思
想
的
体
系
を
再
構
成
し

て
み
よ
う
。

　
　
　
一
、
学
問
の
目
的
と
方
法

　
い
う
ま
で
も
な
く
「
聖
学
十
図
」
は
、
時
の
王
に
奉
っ
た
帝
王
学
で
あ

る
。
し
か
し
李
退
漢
も
第
五
図
の
附
説
に
お
い
て
、
帝
王
の
為
す
べ
き
こ

と
、
為
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
他
と
は
こ
と
ご
と
く
は
同
じ
で
な
い
が
、

人
倫
に
基
づ
い
て
、
理
を
窮
め
努
カ
修
養
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
の
修
養

の
最
要
訣
を
求
め
る
点
で
は
、
帝
王
の
学
も
一
般
の
学
問
も
異
る
と
こ
ろ

は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
「
聖
学
十
図
」

を
み
る
立
場
は
、
学
問
一
般
の
あ
り
方
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
差
支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。



　
儒
学
の
目
的
は
、
周
知
の
如
く
、
己
れ
を
修
め
、
人
を
治
め
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
れ
を
最
も
端
的
に
述
べ
て
あ
る
の
は
『
大
学
』
で
あ
る
。
そ
の

骨
子
は
、
身
を
修
め
、
家
を
斉
え
、
国
を
治
め
、
天
下
（
世
界
）
を
平
和

に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
明
徳
を
明
ら
か
に
し
、
人
民
の
旧
蔽
を
改
め
、

最
高
善
に
至
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
身
を
修
め
る
と
は
、
そ
の
心
を

正
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
を
誠
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
物
に
至
っ
て
知
を
推
し
極
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
李
退
漢
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
「
聖

　
　
　
た
て
ま
つ
　
ふ
み

学
十
図
を
進
る
筍
」
（
以
下
で
は
「
序
文
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
さ
ら
に

彼
独
自
の
儒
学
の
目
的
・
方
法
に
対
す
る
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を

強
調
し
て
い
る
。
即
ち
、
彼
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
も
の
は
人
の
心
で

あ
る
。
心
は
一
身
の
主
宰
で
あ
り
、
人
間
の
意
識
や
行
動
の
あ
ら
ゆ
る
き

ざ
し
は
心
か
ら
出
る
し
、
従
っ
て
人
間
の
言
動
の
あ
ら
ゆ
る
責
任
は
心
に

あ
る
。
諸
欲
の
攻
め
合
い
も
、
邪
悪
も
す
べ
て
心
が
発
端
で
あ
る
か
ら
、

学
問
の
根
本
は
、
こ
の
心
を
い
か
に
正
し
く
働
か
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い

る
。　

そ
も
そ
も
、
人
間
の
心
の
本
来
の
姿
は
、
全
く
の
無
内
容
で
あ
り
な
が

ら
、
し
か
も
す
ぐ
れ
た
働
き
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
心
の
働
き

の
主
た
る
も
の
は
「
患
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
思
う
と
い
う

心
の
す
ぐ
れ
た
働
き
が
十
分
に
働
い
て
、
事
物
の
理
を
窮
め
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

き
れ
ば
、
聖
人
と
な
る
き
ざ
し
が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

　
そ
こ
で
さ
ら
に
李
退
漢
は
『
論
語
L
の
「
学
ん
で
思
は
ざ
れ
ば
岡
し
。

　
　
　
　
　
　
　
あ
や

思
ふ
て
学
ば
ざ
れ
ば
殆
ふ
し
。
」
を
引
き
、
事
を
習
っ
て
こ
れ
を
真
に
実
践

す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
と
い
う
。
李
退
漢
に
よ
れ
ば
、
聖
学
は
ま
ず
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

よ
り
も
こ
れ
を
心
に
求
め
な
け
れ
ば
、
物
事
に
昏
く
、
こ
れ
を
十
分
に
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
故
に
必
ず
患
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
微
細
に

通
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
事
を
学
ん
で
習
わ
な
け
れ
ば
、
身
に
も

心
に
も
定
着
す
る
こ
と
が
な
く
、
危
く
し
て
不
安
で
あ
る
。
故
に
、
思
う

ひ
ど
と
竿
瓜
ひ
と
と
は
、
互
い
に
触
発
し
合
い
、
互
い
に
益
す
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
と
学
、
学
と
実
践
と
は
そ
れ
ぞ
れ
相
待
っ
て
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
う
こ
と
も
、
学
ぶ
こ
と
も
、
実
践
す
る
こ
と

も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
結
局
は
心
の
働
き
に
帰
せ
ら
れ
る
。
聖
学
に

お
い
て
は
、
心
の
あ
り
方
こ
そ
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
李
退
漢
は
そ
れ
を

「
敬
を
持
す
る
こ
と
」
だ
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
持
敬
」
こ
そ
、
思
と
学

と
を
兼
ね
、
動
静
を
貫
き
、
内
外
を
合
し
、
顕
微
を
一
に
す
る
根
本
の
方

法
で
あ
る
。
「
持
敬
」
と
は
、
わ
が
心
を
つ
つ
し
み
整
え
、
静
か
に
一
点
に

集
中
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
心
が
発
動
す
る
と
、
思
惟
も
感
情
も
意
志
も
、

し
た
が
っ
て
行
為
も
あ
ら
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
敬
に
よ
っ
て
心
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
人
間
と
し
て
の
有
機
的
な
働
き
の
一
切
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敬
を
持
す
る
と
は
、
極
言

す
れ
ば
心
が
心
を
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
理
を
、
明
ら
か

に
自
覚
し
て
、
物
事
を
学
び
、
問
い
、
思
い
、
弁
別
す
る
際
に
具
体
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

生
か
し
適
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
暗
え
な
い
前
、
聞
え
な
い
前
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ

こ
ろ
に
お
い
て
、
自
己
を
戒
め
懐
れ
る
。
自
己
を
戒
め
濯
れ
る
こ
と
が
よ

り
厳
し
け
れ
ば
、
自
己
を
反
省
し
究
明
す
る
こ
と
も
益
々
精
密
に
な
る
。

こ
れ
が
李
退
漢
の
い
う
聖
学
を
学
び
実
践
す
る
根
本
的
態
度
な
い
し
方
法

と
し
て
の
持
敬
の
内
容
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
わ
が
身
・
わ
が
心
を
畏

れ
慎
し
む
こ
と
が
日
常
生
活
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
、
心
の
働
き
に
中
庸
と



和
が
得
ら
れ
、
天
地
も
そ
れ
ぞ
れ
所
を
得
て
、
万
物
は
育
成
す
る
し
、
ま

た
、
徳
あ
る
行
為
が
人
の
常
の
道
か
ら
は
ず
れ
な
け
れ
ば
、
天
と
人
と
合

一
す
る
と
い
う
妙
境
も
お
の
ず
か
ら
開
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

　
　
　
二
、
「
聖
学
十
図
」
の
構
成
と
思
想
的
関
連
性

　
「
聖
学
十
図
」
は
次
の
よ
う
に
構
成
・
配
列
さ
れ
て
い
る
。

○
第
一
太
極
図
：
・
周
簾
漢
の
図
及
び
図
説
、
朱
子
の
解
説
、
李
退
漢
の

　
　
補
説
。
図
の
説
明
は
、
李
退
漢
が
朱
子
の
「
太
極
図
説
解
」
の
中
か

　
　
ら
要
約
し
て
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

○
第
二
西
銘
図
：
・
張
横
渠
の
「
西
銘
」
、
程
林
隠
の
図
、
朱
子
と
楊
亀

　
　
山
の
解
説
、
李
退
漢
の
補
説
か
ら
成
る
。

○
第
三
小
学
図
：
・
題
辞
、
李
退
渓
の
図
（
「
小
学
」
の
目
次
の
み
を
と

　
　
っ
て
構
成
す
る
）
、
朱
子
の
「
大
学
或
問
」
の
一
部
、
李
退
漢
の
補
説

　
　
か
ら
な
る
。

○
第
四
大
学
図
：
・
「
大
学
」
の
第
；
早
、
朱
子
の
「
敬
」
に
関
す
る
説
、

　
　
李
退
漢
の
補
説
か
ら
な
る
。

○
第
五
白
鹿
洞
規
図
：
・
朱
子
の
後
序
、
李
退
渓
の
図
及
び
補
説
か
ら
な

　
　
る
。

○
第
六
心
統
性
情
図
：
・
程
林
隠
の
図
説
。
上
図
は
程
林
隠
の
作
、
中
・

　
　
下
図
は
李
退
漢
の
作
で
、
退
漢
の
補
説
が
あ
る
。

○
第
七
仁
説
図
：
・
朱
子
の
仁
説
、
李
退
漢
の
図
及
び
補
説
か
ら
な
る
。

○
第
八
心
学
図
：
・
程
林
隠
の
図
説
及
び
図
、
李
退
漢
の
補
説
か
ら
な
る
。

○
第
九
敬
齋
蔵
図
：
・
朱
子
の
「
敬
齋
蔵
」
及
び
解
説
、
王
柏
の
図
、
呉

　
　
臨
川
と
真
西
山
の
解
説
、
李
退
漢
の
補
説
か
ら
な
る
。

○
第
十
夙
興
夜
賑
蔵
図
：
・
陳
茂
郷
の
「
夙
興
夜
廉
蔵
」
と
李
退
漢
に
よ

　
　
り
第
九
図
と
対
照
し
て
作
ら
れ
た
図
及
び
補
説
か
ら
な
る
。

以
上
が
「
聖
学
十
図
」
の
全
体
の
構
成
で
あ
る
が
、
す
で
に
前
項
で
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ
　
ふ
み

た
よ
う
に
、
こ
の
十
図
の
前
に
は
「
聖
学
十
図
を
進
る
筍
」
が
附
け
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
序
文
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
次
に
、
李
退
漢
が
各

図
の
末
尾
に
附
し
た
補
説
に
よ
り
な
が
ら
、
十
図
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的

関
連
を
も
っ
て
、
配
列
さ
れ
、
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

①
李
退
漢
は
、
「
こ
の
十
図
は
、
み
な
敬
を
も
っ
て
主
と
な
す
。
」
（
第
四

　
図
補
説
）
と
い
い
、
「
敬
は
（
理
論
と
実
践
な
ど
）
上
か
ら
下
ま
で
一
貫

　
し
て
工
夫
努
力
し
、
効
果
を
収
め
る
た
め
に
用
い
、
こ
れ
を
失
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
」
（
同
上
）
と
い
う
。
序
文
に
お
い
て
述
べ
た
こ

　
と
を
、
十
図
全
体
に
つ
い
て
再
び
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
の
項
で
明

　
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
各
図
に
は
「
敬
を
主
と
す
る
」
こ
と
が
、
直
接
・

　
問
接
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

②
李
退
漢
は
、
小
学
（
第
三
図
）
と
大
学
（
第
四
図
）
を
非
常
に
重
要
視
し
、

　
両
者
は
「
一
に
し
て
二
、
二
に
し
て
一
」
（
第
三
図
補
説
）
と
い
う
関
係

　
に
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
ま
た
、
大
学
・
小
学
の
二
説
は
「
通
し
て
看

　
る
べ
き
も
の
」
（
第
四
図
補
説
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
上
下
の
八
図
は

　
す
べ
て
こ
の
二
図
を
通
じ
て
看
る
べ
き
も
の
」
（
同
上
）
と
い
う
。

③
第
一
図
・
第
二
図
は
、
「
（
学
問
の
）
端
緒
を
求
め
て
こ
れ
を
拡
充
し
、

　
天
（
自
然
ま
た
は
世
界
全
体
）
を
把
握
・
理
解
し
て
そ
の
道
理
を
究
め
尽

　
く
す
根
本
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
小
学
・
大
学
の
標
準
な
い
し
根

　
本
で
あ
る
。
」
（
第
四
図
補
説
）

④
第
五
図
か
ら
第
十
図
ま
で
は
、
「
善
を
明
ら
か
に
し
、
身
を
誠
に
し
、

　
　
た
か

　
徳
を
崇
く
し
、
学
業
を
広
め
る
の
に
努
力
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
小
学
・

4



　
大
学
を
適
用
し
、
効
果
を
あ
げ
る
場
所
で
あ
る
。
」
（
同
上
）

⑤
第
一
図
か
ら
第
五
図
ま
で
の
五
っ
の
図
は
、
「
天
地
自
然
の
道
理
に
本

　
づ
い
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
効
果
は
、
人
倫
を
明
ら
か
に
し
、
徳
行
に

　
に
努
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
（
第
五
図
補
説
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

⑥
第
六
図
か
ら
第
十
図
ま
で
の
五
っ
の
図
は
、
「
心
の
本
性
に
原
づ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

　
お
り
、
そ
の
具
体
的
要
件
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
実
践
に
努
め
、
敬

　
　
お
そ
　
　
　
　
　
　
た
か

　
し
み
畏
れ
る
心
を
崇
く
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
（
第
十
図
補
説
）

以
上
の
李
退
漢
の
各
図
に
附
せ
ら
れ
た
補
説
に
よ
っ
て
、
十
図
は
相
互
に

ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
配
列
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
各
図

は
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
て
い
る
か
、
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
を
さ
ら
に
わ
か
り
易
く
敷
術
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
、

　
「
聖
学
十
図
」
の
軸
に
な
る
も
の
は
、
■
小
学
』
と
『
大
学
L
で
あ
る
。
こ

の
二
書
は
、
人
が
幼
年
か
ら
成
人
に
至
る
間
に
、
何
を
、
ど
ん
な
目
的
で

学
ぶ
べ
き
か
、
そ
の
結
果
な
い
し
成
果
と
し
て
、
人
は
ま
ず
個
人
と
し
て

ど
ん
な
人
問
に
な
る
べ
き
か
、
ま
た
一
家
の
成
員
と
し
て
、
国
家
．
社
会

の
成
員
と
し
て
、
さ
ら
に
世
界
人
類
の
一
員
と
し
て
、
何
を
為
す
べ
き
か

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
聖
学
、
っ
ま
り
古
代

以
来
の
伝
統
的
儒
学
の
根
本
の
教
え
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

本
来
は
こ
の
二
書
で
十
分
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
二
書
の
内
容
を
、
理
論
的

に
も
実
践
的
に
も
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
新
儒
学
の
種
々
の
材
料

を
選
び
、
系
統
的
・
関
連
的
に
配
列
し
て
、
ひ
と
つ
の
体
系
を
つ
く
っ
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
李
退
漢
は
、
『
大
学
』
・
『
小
学
L

は
二
に
一
、
一
に
し
て
二
の
関
係
に
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
他
の
八
図
全

体
も
こ
の
二
図
を
通
じ
、
こ
れ
を
基
に
し
て
理
解
し
実
践
せ
よ
と
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　
第
一
図
・
第
二
図
は
要
す
る
に
聖
学
に
お
け
る
世
界
観
な
い
し
存
在
論

を
述
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
世
界
な
い
し
存
在
の
窮
極
の
理
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
■
小
学
』
・
■
大
学
L
の
根
本
的
な
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
二
書
の
内
容
を
さ
ら
に
具
体
的

に
実
践
し
、
自
己
形
成
を
す
る
た
め
の
詳
細
な
方
法
・
場
所
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
三
図
・
四
図
（
小
学
・
大
学
）
以
下
の
五
図
か
ら
十
図

ま
で
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
李
退
漢
は
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
な
い
し
存
在
の
理
法
と

人
倫
の
理
法
と
の
論
理
的
な
関
連
性
・
斉
合
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
よ
き
行
為
の
為
さ
れ
る
べ
き
理
論
的
な
根
拠
・
枠
組
み
・
当
為

を
も
示
し
た
。
そ
れ
が
第
一
図
か
ら
第
五
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

よ
き
行
為
を
為
す
人
間
主
体
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
中
心
は
、
人
の
心
の

働
き
で
あ
る
。
人
間
の
本
性
と
は
何
か
、
心
や
情
は
ど
の
よ
う
に
働
く
の

か
、
わ
が
心
を
ど
の
よ
う
に
育
て
養
え
ば
聖
学
の
目
指
す
人
間
像
に
近
ず

く
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
第
六
図
か

ら
第
十
図
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
す
で
に
く
り
返
し
述
べ
た
如
く
、
十
図
の
全
体
、
従
っ
て
李

退
漢
の
思
想
の
全
体
を
貫
く
も
の
は
敬
で
あ
っ
た
。
何
故
に
敬
が
そ
の
よ

う
な
理
論
的
・
実
践
的
意
義
を
も
ち
う
る
の
か
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
以
下

の
各
項
で
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
三
、
世
界
存
在
と
人
間
存
在

　
李
退
漢
に
よ
れ
ば
、
第
一
図
と
第
二
図
は
、
聖
学
の
端
緒
を
求
め
、
こ



れ
を
拡
充
し
、
世
界
な
い
し
存
在
一
般
の
根
源
を
把
握
し
て
、
そ
の
理
法

を
明
ら
か
に
す
る
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
一
図
は
、
し
た
が
っ
て
、
造
化
を
説
い
た
も
の
と
彼
は
い
う
。
造
化

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
生
成
・
変
化
の
根
源
で
あ
り
、
理
で
あ
る
。
存

在
の
根
源
で
あ
る
か
ら
、
朱
子
も
こ
れ
を
「
道
理
の
最
高
の
も
の
、
百
世

に
わ
た
る
学
術
の
渕
源
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
太
極
図
説
」
で
は
、
そ

の
造
化
の
理
を
「
無
極
に
し
て
太
極
」
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
様
々

な
解
釈
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
端
的
に
、
太
極
と
は
事
物
が
ま
だ
個
別

化
さ
れ
な
い
前
の
混
然
た
る
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
個
物
存
在
の
全
体
、
も
の

一
般
で
あ
り
、
従
っ
て
、
論
理
的
な
一
気
で
あ
る
と
い
っ
て
お
こ
う
。
太

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

極
が
論
理
的
な
一
気
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
極
は
そ
の
論
理
的
な
一
気
が

も
つ
と
こ
ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
存
在
の
根
源
、
働
き
の
根
本
原
因
で

あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
両
者
は
二
に
し
て
一
、
一
に

し
て
二
と
い
う
論
理
的
関
係
を
も
つ
。
し
か
し
、
太
極
は
も
の
の
も
と
と

い
う
意
味
で
、
事
物
に
近
い
が
、
無
極
は
純
粋
な
形
而
上
的
性
格
を
表
現

し
て
い
石
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
、
無
極
．
太
極
は
、
世

界
な
い
し
存
在
の
純
粋
な
理
法
と
し
て
の
性
格
と
、
そ
こ
か
ら
個
物
が
生

成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
物
が
変
化
・
運
動
す
る
能
動
因
と
し
て
の
性
格

を
あ
わ
せ
持
つ
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
朱
子
の
理
気
二
元
論
の
立
場
で
は

「
太
極
は
た
だ
一
箇
の
理
の
字
」
と
さ
れ
、
無
極
。
太
極
は
あ
く
ま
で
形
而

上
的
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、
「
太
極
図
説
」
の
「
無
極
に
し
て
太
極
」
に
は
、

純
粋
な
る
形
而
上
的
な
理
の
性
格
と
、
も
の
の
も
と
と
し
て
の
論
理
的
な

一
気
の
性
格
が
あ
る
。
李
退
漢
が
あ
え
て
「
太
極
図
説
」
を
選
ん
だ
の
は
、

単
に
、
す
で
に
周
癖
漢
が
図
に
示
し
て
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
理
由
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
太
極
図
説
」
に
お
け
る
理
の
能
動
因
的

性
格
は
、
李
退
漢
の
性
・
情
の
論
と
重
大
な
関
係
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。

　
さ
て
、
右
の
よ
う
な
意
味
な
い
し
性
格
を
も
っ
た
太
極
が
運
動
と
静
止

を
交
互
に
く
り
返
し
、
循
環
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陰
陽
二
気
が
生
じ
、

五
行
が
生
じ
る
。
二
気
と
五
行
の
変
化
・
交
替
に
よ
っ
て
万
物
が
生
成
す

る
。
二
気
も
五
行
も
万
物
も
、
も
と
は
、
太
極
の
運
動
に
よ
っ
て
生
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
本
原
因
は
無
極
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
事
物
に
は
、
つ
ね
に
事
物
の
存
在
な
い
し
働
き
の
根
本
原
理
と
し
て
の

無
極
・
太
極
が
内
在
し
て
い
る
。

　
人
間
は
、
二
気
・
五
行
の
最
も
す
ぐ
れ
た
働
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
を
生
み
出
し
た
能
動
因
と
し
て
の
無
極
・
太
極
あ

る
い
は
理
は
、
最
も
よ
く
人
問
に
具
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
人
間
の
本
性

で
あ
る
。
故
に
聖
人
は
、
世
界
な
い
し
存
在
の
理
（
無
極
・
太
極
）
を
も

っ
て
、
人
問
の
則
る
べ
き
根
本
の
理
法
と
し
た
の
で
あ
る
。
朱
子
の
解
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
理
法
を
最
も
よ
く
自
覚
し
体
得
す
る
に
は
、
心
を
敬
し

む
こ
と
で
あ
る
。
心
を
敬
し
む
こ
と
は
欲
を
少
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
無

欲
の
状
態
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
本
性
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
無
極
・
太
極
は
、
陰
陽
五
行
の
運
動
・
変
化
の
前
の
至
静
で
あ
る

か
ら
、
心
を
敬
し
み
、
無
欲
に
し
て
至
静
の
状
態
に
至
れ
ば
、
世
界
な
い

し
存
在
の
理
と
し
て
の
人
間
の
則
る
べ
き
根
本
理
法
も
体
得
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
以
上
は
、
第
一
図
に
示
さ
れ
た
、
世
界
観
で
あ
り
存
在
論

で
あ
り
、
ま
た
人
問
存
在
の
根
本
理
法
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
が
論
理
的

過
程
で
あ
っ
て
、
決
し
て
時
間
的
経
過
で
な
い
に
せ
よ
、
第
一
図
に
お
い



て
は
、
無
極
な
い
し
太
極
が
、
存
在
あ
る
い
は
生
成
の
原
理
と
し
て
措
定

さ
れ
、
そ
れ
が
運
動
し
変
化
し
て
、
二
気
・
五
行
を
生
じ
、
万
物
を
生
成

る
と
説
明
さ
れ
た
。
人
間
の
則
る
べ
き
根
本
の
規
範
も
示
さ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
存
在
の
原
理
、
変
化
・
生
成
の
原
因
と
し
て
の
無
極
・
太
極
と
、

個
物
と
の
関
係
は
、
さ
ら
に
、
明
確
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
、
第
二
西
銘
図
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。

　
第
一
図
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
天
地
自
然
の
生
成
・
変
化
は
、
陰
陽

二
気
の
運
動
に
よ
る
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
せ
ば
、
陽
の
働
き
を
乾

（
天
を
あ
ら
わ
す
）
、
陰
の
働
き
を
坤
（
地
を
あ
ら
わ
す
）
と
い
う
。
あ
ら
ゆ

る
事
物
は
、
天
地
の
問
に
お
い
て
生
成
す
る
か
ら
、
乾
と
坤
は
父
と
母
に

類
比
さ
れ
る
。
逆
に
い
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
乾
と
坤
、
従
っ
て
父
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

母
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
生
成
の
理
は
、
す
べ
て
の
事
物
に

と
っ
て
一
般
的
・
普
遍
的
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
生
成
原
理
か
ら
す
べ
て
の

も
の
が
出
て
く
る
。
生
む
者
と
生
ま
れ
る
者
と
の
関
係
が
で
き
あ
が
る
。

生
む
者
が
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
人
は
同
胞
で
あ
る
。
し
か
し
、

す
べ
て
の
人
に
生
む
者
と
し
て
の
父
と
母
が
あ
り
、
生
ま
れ
た
者
と
し
て

兄
弟
が
で
き
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
生
ま
れ
て
く
る
者
に
、
順
序
な
い
し

秩
序
が
で
き
る
。
最
初
に
人
間
世
界
に
生
ま
れ
る
者
は
、
天
の
子
で
あ
り
、

従
っ
て
最
高
の
君
主
と
家
臣
、
年
長
者
と
年
少
者
の
相
違
も
生
ず
る
。
万

人
は
同
胞
で
あ
る
か
ら
、
老
年
の
者
、
疾
病
あ
る
者
、
孤
独
な
者
も
、
わ

が
兄
弟
に
連
な
る
同
胞
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
ま
れ
て
く
る
者
に
は
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

べ
て
生
む
者
と
し
て
の
父
と
母
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
。
生

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

成
の
理
か
ら
み
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
は
等
し
く
同
胞
で
あ
る
。
ひ
と
っ
の

、
　
　
　
、
　
　
　
、

生
む
者
に
統
一
さ
れ
、
ま
た
帰
一
し
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
に
は
生
む
者
と
し
て
の
親
が
あ
り
、
同
じ
親
で
も
、
兄
弟
が
分

か
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
論
理
は
、
全
く
の
無
差
別
・
平
等
主
義
で
も
な

け
れ
ば
、
全
く
の
個
別
主
義
で
も
な
い
。
平
等
性
と
個
別
性
と
は
、
っ
ね

に
す
べ
て
の
個
人
々
々
に
内
在
し
て
い
る
。

　
朱
子
や
楊
亀
山
は
、
程
伊
川
の
説
を
引
き
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
論
理

を
、
理
一
分
殊
（
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
の
生
成
の
理
は
一
つ
で
あ
り
、
生

成
さ
れ
る
個
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
分
か
れ
る
）
と
し
て
捉
え
る
。
李

退
漢
は
、
こ
の
理
を
深
く
自
覚
す
れ
ば
、
天
地
万
物
と
一
体
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
、
従
っ
て
聖
学
の
目
的
た
る
仁
の
実
践
も
切
実
と
な
り
効
果
が

あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
の
み
か
、
無
差
別
平
等
主
義
に
も
個
人
主
義
に
も
陥

る
こ
と
を
免
れ
る
、
と
い
う
。

　
前
項
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
李
退
漢
に
よ
れ
ば
、
第
一
図
・
第
二

図
は
、
聖
学
の
最
も
重
要
な
端
緒
で
あ
り
、
こ
れ
を
求
め
、
拡
充
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
然
（
全
世
界
ま
た
は
全
存
在
）
の
生
成
・
変
化
の
状
況

を
知
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
生
成
・
変
化
を
な
さ
し
め
て
い
る
理
法

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
く
わ
し
く
一
言
え
ば
、
第
一
図
は
、
世

界
な
い
し
存
在
の
根
源
を
問
い
、
そ
の
運
動
に
よ
っ
て
陰
陽
の
二
気
と
五

行
と
が
生
じ
、
変
化
し
交
替
し
、
万
物
を
生
成
す
る
と
い
う
論
理
的
過
程

を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
図
は
、
む
し
ろ
、
人
間
の
世
界
に
眼
を

転
じ
、
他
の
事
物
と
同
じ
く
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
存
在
し
て
い
る

が
、
そ
の
生
成
は
ひ
と
し
く
世
界
生
成
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
人
間
存
在
の
平
等
性
と
個
別
性
と

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

が
自
覚
さ
れ
、
仁
の
理
論
的
根
拠
が
得
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
．
以
上
の
如
き
第
一
図
・
第
二
図
に
お
け
る
論
理
的
探
求
は
、

7



い
っ
た
い
何
の
た
め
に
為
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
根
底
な
い
し
大
前
提
が
明

確
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
、
第
三
小
学

図
と
第
四
大
学
図
で
あ
る
。
す
で
に
迷
べ
た
よ
う
に
、
第
二
西
銘
図
は
、

乾
と
坤
を
父
母
と
し
、
そ
こ
に
人
問
生
成
の
原
点
を
み
た
。
そ
れ
故
、
人

問
は
す
べ
て
わ
が
同
胞
で
あ
る
と
い
う
平
等
性
の
自
覚
が
あ
っ
た
。
他
方

で
、
乾
坤
は
、
天
地
に
比
類
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
下
、
貴
賊
、
尊
卑
、

先
後
と
い
う
よ
う
な
秩
序
性
・
順
序
性
も
自
覚
さ
れ
、
年
長
者
と
年
少
者

の
別
、
天
子
（
君
主
）
と
家
臣
、
親
と
子
の
区
別
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ

た
。
し
か
し
、
第
二
図
で
は
ま
だ
、
人
の
世
界
全
般
に
つ
い
て
の
平
等
性

と
個
別
性
（
差
異
性
）
を
明
ら
か
に
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
小
学
図
は
、

教
育
の
方
針
・
内
容
を
確
立
し
、
父
子
、
君
臣
、
夫
婦
、
長
幼
、
朋
友
等

の
人
問
諸
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
心
身
を
つ
つ
し
み
守
る
こ
と
を
内
容
と

し
て
い
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
具
体
的
な
日
常
的
な
よ
き
生
活
の
具
体

的
行
動
様
式
を
学
び
、
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
、
親
子
の
関
係
や
兄
弟
の
関
係
、
朋
友
の
関
係
が
具
体
的
に
い

か
に
あ
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
心
身
の
訓
練

が
、
清
掃
、
人
と
の
対
応
、
諸
々
の
行
動
、
礼
儀
、
射
、
御
、
書
、
数
等

を
通
じ
て
具
体
的
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
具
体
的
な
諸
々
の
人
間

諸
関
係
の
中
で
の
具
体
的
行
動
様
式
も
、
世
界
な
い
し
存
在
の
原
理
と
共

通
す
る
人
の
本
性
の
発
露
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
行
動
様
式
の
訓
練
を
通
じ
、
技
芸
の
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

熟
を
通
じ
て
心
身
を
形
成
し
て
い
く
先
に
、
大
学
が
あ
る
。
第
四
大
学
図

　
　
、
　
　
　
、

は
、
小
学
を
経
て
さ
ら
に
学
ぶ
者
の
、
学
問
の
目
的
。
内
容
を
明
示
し
て

い
る
。
す
で
に
第
一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
身
を
修
め
、
家
を

斉
え
、
国
を
治
め
、
天
下
（
世
界
）
を
平
和
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

根
本
に
は
、
自
己
の
内
に
具
わ
る
明
徳
を
明
ら
か
に
し
、
人
民
の
旧
蔽
を

改
め
、
最
高
善
に
到
達
す
る
こ
と
が
最
終
目
的
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
心
を
正
し
、
意
を
誠

に
し
、
物
に
至
っ
て
知
を
推
し
極
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
従
っ

　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

て
、
小
学
・
大
学
を
通
じ
て
学
問
の
目
的
・
方
法
を
み
る
と
、
小
学
が
専

ら
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
行
動
様
式
の
訓
練
を
通
じ
、
技
芸
の
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

熟
を
通
じ
て
心
身
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
大
学
は
、
儒
学

本
来
の
目
的
と
す
る
己
れ
を
修
め
、
人
を
治
め
る
た
め
の
学
問
及
び
実
践

の
要
点
の
全
て
の
内
容
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
根
本
は
、
い
う
ま
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

く
、
己
れ
を
修
め
る
こ
と
で
あ
る
。
大
学
で
は
、
そ
れ
は
心
を
正
し
、
意

を
誠
に
し
、
物
に
至
っ
て
知
を
推
し
極
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
聖
学
十
図
」
の
第
四
大
学
図
に
お
い
て
は
、
李
退
漢
は
、

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

朱
子
の
敬
に
関
す
る
説
を
引
用
し
て
い
る
。
即
ち
、
敬
は
一
心
の
主
宰
で

あ
り
、
萬
事
の
根
本
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
・
修
養
の
中
心
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

心
の
敬
を
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
小
学
は
敬
を
持
す
る
こ
と
か

ら
始
め
、
大
学
は
敬
を
持
す
る
こ
と
の
終
り
、
な
い
し
完
成
で
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
と
い
う
。
敬
は
ま
さ
に
、
聖
学
の
始
め
と
終
り
を
な
す
要
訣
で

あ
る
と
さ
れ
た
。
李
退
漢
は
さ
ら
に
、
敬
は
上
か
ら
下
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

事
に
つ
い
て
、
工
夫
を
し
効
果
を
収
め
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
、
こ
れ

を
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
い
、
聖
学
十
図
は
、
す
べ
て
敬
を
も
っ
て
主
と

す
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
第
一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
敬
を
学
問
の
中
心

な
い
し
根
本
と
す
る
李
退
漢
の
思
想
が
、
こ
こ
に
お
い
て
さ
ら
に
明
確
に

さ
れ
た
の
で
あ
る
。



　
さ
て
、
第
五
図
に
朱
子
の
「
白
鹿
洞
規
」
を
示
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
朱
子

は
次
の
よ
う
に
い
う
。
古
来
の
聖
賢
が
人
に
学
問
を
す
る
こ
と
を
教
え
る

眞
意
を
み
る
と
、
義
理
を
明
ら
か
に
自
覚
し
、
身
を
修
め
、
そ
れ
を
も
っ

て
他
人
に
推
し
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
く
の
書
物
を
読
ん
で
記
憶
し

た
り
、
詩
や
文
章
を
作
っ
て
、
名
声
を
博
し
、
利
禄
を
得
よ
う
と
す
る
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
の
学
問
を
す
る
こ
と
は
こ
れ
と
異
な
り

反
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
聖
賢
が
人
に
学
問
を
教
え
る
内
容
・
方
法
は
、

　
　
　
、

す
で
に
経
の
中
に
あ
り
、
こ
れ
を
熟
読
し
、
深
く
思
索
す
れ
ば
、
当
然
の

道
理
も
、
必
然
の
責
務
も
お
の
ず
か
ら
わ
か
る
。
学
問
の
態
度
や
方
法
に

関
す
る
規
準
や
禁
止
事
項
は
、
他
人
か
ら
設
け
ら
れ
て
守
る
も
の
で
は
な

い
。　

こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
古
来
の
伝
統
的
儒
学
の
内
容
・
方
法

は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
の
中
心
は
五
っ
の
人
倫
を
明
ら
か
に
し
、

こ
れ
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
学
問
と
実
践
は
、
こ
の
五

倫
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
李
退
漢
は
補
説
で
い
う
。
従
っ
て
、
帝
王
の
学
問
の
規
準
や

禁
止
事
項
も
、
一
般
の
学
者
と
す
べ
て
同
じ
で
は
な
い
が
、
そ
の
基
本
に

お
い
て
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
、
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。
聖
学
は
、
博
識

や
詩
文
を
よ
く
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
の
で
な
い
こ
と
、
五
倫
・
五
常

を
明
ら
か
に
し
、
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
第
五
図
に
お
い
て
改

め
て
強
調
し
、
学
問
の
範
囲
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
李
退
漢

は
以
上
の
五
図
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
世
界
な
い
し
存
在
の
理
法
に
基
づ
い

て
お
り
、
そ
の
効
果
は
、
人
倫
を
明
ら
か
に
し
、
徳
行
に
努
め
る
こ
と
に

あ
る
、
と
最
後
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
四
、
人
間
の
心
と
性

　
第
一
図
か
ら
第
五
図
ま
で
は
、
要
す
る
に
、
小
学
・
大
学
に
よ
っ
て
、

学
問
の
目
的
・
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
世
界
な
い
し
存
在
の
理
法

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
理
法
は
人
間
存
在
の
理
法
に

類
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
問
世
界
に
お
け
る
秩
序
や
基
本
的
な
人

倫
（
人
間
関
係
）
を
導
き
出
し
、
聖
学
と
し
て
の
学
問
及
び
実
践
の
範
囲

を
限
定
的
に
明
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
六
図

か
ら
第
十
図
ま
で
は
、
主
と
し
て
学
問
な
い
し
実
践
の
主
体
で
あ
る
と
こ

ろ
の
人
問
の
内
面
的
な
心
や
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
敬

の
実
践
の
場
及
び
時
を
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
六
図
は
、
程
林
隠
の
図
を
改
正
し
て
掲
載
し
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う

な
李
退
漢
の
重
要
な
理
・
気
・
性
・
情
に
関
す
る
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
、
第
一
図
で
示
さ
れ
た
如
く
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
事
物
は
、
そ
れ

の
生
成
・
変
化
の
原
理
を
、
無
極
な
い
し
太
極
と
し
て
そ
な
え
て
い
た
。

人
間
も
一
個
の
存
在
と
し
て
、
気
を
稟
け
て
生
ま
れ
る
と
き
、
当
然
、
そ

の
原
理
を
内
在
的
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
人
問
の
本
性
で
あ
り
、
純
粋

に
し
て
至
善
の
も
の
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
本
性
が
そ
の
ま
ま
発
動

し
て
情
と
な
っ
て
も
、
こ
の
情
に
不
善
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
四
端
の
情
」

と
さ
れ
る
。
そ
れ
の
み
か
、
本
性
の
そ
の
ま
ま
の
発
動
に
お
い
て
は
、
喜
・

怒
・
哀
・
催
・
愛
・
悪
・
欲
の
七
情
で
す
ら
善
で
あ
る
と
李
退
漢
は
い
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
個
の
人
間
に
つ
い
て
み
る
と
、
人
は
存
在
原
理
と
し
て

の
理
と
、
心
身
の
構
成
要
素
と
し
て
の
気
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
理
と
気
と
を
合
わ
せ
て
、
性
を
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
性

は
、
い
わ
ゆ
る
「
気
質
の
性
」
で
あ
る
。
理
気
を
含
ん
だ
気
質
の
性
が
発
動



し
て
情
と
な
れ
ば
、
理
と
気
が
相
須
つ
場
合
と
、
理
と
気
が
互
い
に
害
う

場
合
と
が
生
ず
る
。
い
わ
ゆ
る
「
四
端
の
情
」
は
、
理
が
発
動
し
て
気
が

こ
れ
に
っ
き
随
う
か
ら
、
純
善
無
悪
で
あ
る
。
理
が
発
動
し
て
も
ま
だ
十

分
で
な
い
時
に
、
気
に
お
お
わ
れ
る
と
、
こ
の
情
は
不
善
に
流
れ
る
。
七

情
も
、
気
が
発
動
し
て
理
が
こ
れ
に
乗
れ
ば
不
善
は
な
い
。
も
し
、
気
が

発
動
し
て
ほ
し
い
ま
ま
に
流
れ
、
理
を
滅
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
情

は
悪
と
な
る
。
人
間
の
性
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
当
然
気
も
あ
わ
せ
て
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
理
と
気
を
含
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
気
質

、
　
　
、

の
性
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
本
然
の
性
の
純
粋
な
る
発
動
を
み
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
李
退
漢
は
、
気
質
の
性
を
論
ず
る
大
前
提
と
し
て
、
人
問
の

本
性
の
純
粋
な
る
発
動
の
姿
を
、
理
想
的
に
描
き
、
最
も
こ
れ
を
重
要
視

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
理
と
気
と
を
兼
ね
、
性
と
情
を
統
合
す
る
も
の
は
人
間
の

心
で
あ
る
。
李
退
漢
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
性
が
発
動
し
て
情
と
な
る
、

こ
れ
は
ま
さ
に
心
の
働
き
の
最
も
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら

ゆ
る
心
の
変
化
の
枢
要
で
あ
り
、
善
悪
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

れ
故
、
学
者
は
、
敬
を
持
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
。
心
が
発
動
す

る
前
は
、
わ
が
本
心
を
失
う
こ
と
な
く
、
わ
が
本
性
を
守
り
養
い
、
心
が

発
動
す
れ
ば
、
そ
の
動
い
た
あ
と
を
十
分
に
反
省
し
明
ら
か
に
す
る
。
こ

れ
が
聖
学
の
根
本
で
あ
り
、
敬
を
持
す
る
基
本
的
な
方
法
で
あ
る
。
李
退

渓
は
こ
の
よ
う
に
、
最
も
心
の
あ
り
方
を
重
視
し
、
敬
に
よ
っ
て
心
を
慎

し
み
、
ひ
き
し
め
、
整
え
守
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
性
と
情
を
統
合
し
、
一
身
を
主
宰
す
る
心
を
、
敬
に
よ
っ
て
養
い
守
る

こ
と
を
説
い
た
の
が
第
六
図
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
七
図
は
、
も
う
一
度

朱
子
の
仁
説
を
も
ち
い
て
、
改
め
て
天
地
の
心
と
人
の
心
と
の
相
関
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
き

に
つ
い
て
述
べ
る
。
即
ち
、
朱
子
は
、
天
地
が
物
を
生
む
心
を
仁
と
い

い
、
人
は
こ
の
働
き
を
受
け
て
心
と
し
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
人
の

心
の
本
来
の
働
き
は
仁
で
あ
り
、
仁
は
天
地
が
物
を
生
み
育
て
る
働
き
に

類
比
さ
れ
て
い
る
。
心
の
発
動
す
る
前
に
は
、
人
の
本
性
と
し
て
の
四
徳

（
仁
義
礼
智
）
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
仁
は
こ
の
四
徳
を
統
合
す
る
。
い
わ

ゆ
る
「
生
の
性
」
「
愛
の
理
」
で
あ
り
、
「
仁
の
体
」
で
あ
る
。
す
で
に
心
が

発
動
す
る
と
、
「
四
端
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
側
隠
は
四
端
に
通
ず
る
心
の
働

き
で
あ
る
。
「
愛
の
発
」
「
仁
の
用
」
で
あ
る
。

　
以
上
の
朱
子
の
説
で
重
要
な
め
は
、
仁
が
体
と
用
に
分
け
ら
れ
、
従
っ

て
、
愛
の
理
と
愛
の
発
（
用
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
理
が
あ
ら
ゆ
る

事
物
に
通
ず
る
原
理
な
い
し
一
般
者
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
仁
は
す
べ
て

の
徳
、
善
、
行
為
の
基
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
七
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
き

に
お
い
て
、
仁
を
天
地
が
物
を
生
む
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
の
心
の
本
来
の
働
き
（
人
を
愛
し
物
を
生
か
す
）
に
類
比
し
、
天
人
相

応
の
論
理
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
の
心
は
つ
ね
に
純
粋
に
、
善
の
方
向
へ
働
く
だ
け
で
は

な
い
。
人
の
心
は
欲
に
も
動
か
さ
れ
や
す
い
。
人
が
気
を
受
け
て
生
ま
れ

る
と
、
必
ず
人
心
が
そ
な
わ
る
。
人
心
は
欲
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
本
性
に
基
づ
い
て
働
く
と
き
は
道
心
と
な
る
。
初
め
か
ら
人
心
と
道

心
が
分
か
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
人
は
欲
望
を
お
さ
え
、
天

理
を
心
に
存
す
る
努
力
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
第
七
心

学
図
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
欲
を
抑
え
と
ど
め
て
心
を
動
か
さ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
工
夫
・
努
力
は
、
敬
を
離
れ
て
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は
あ
り
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
心
は
一
身
の
主
宰
で
あ
り
、
敬
は
一
心

の
主
宰
で
あ
っ
た
。
道
を
学
ぷ
者
は
、
心
を
一
つ
の
方
向
に
集
中
し
て
他

へ
傾
け
ず
、
ま
た
心
を
き
び
し
く
整
え
、
清
く
澄
ん
だ
鋭
敏
の
状
態
に
お

く
よ
う
に
努
力
す
れ
ば
、
聖
学
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
退
漢
が
第
七

図
を
掲
げ
た
の
は
、
聖
学
に
お
け
る
心
の
修
養
法
に
は
多
様
な
も
の
が
あ

る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
心
を
正
し
、
意
を
誠
に
し
、
知
を
推
し
極
め

る
た
め
の
具
体
的
方
法
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
心
の
修
養
法
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
。
第
九
図
と

第
十
図
は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
、
第
九
図
は
、
朱
子
に
よ
れ
ば
、

敬
を
実
践
す
る
場
の
細
目
を
あ
げ
た
も
の
と
い
う
。
李
退
漢
は
、
こ
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

践
の
細
目
は
、
よ
き
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
で
、
日
常
生
活
の
場
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

い
て
、
常
に
身
を
も
っ
て
究
明
し
、
反
省
・
自
戒
す
れ
ば
、
敬
が
聖
学
の

終
始
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
真
実
わ
か
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
ま

た
第
十
図
は
、
早
朝
か
ら
夜
半
に
寝
る
ま
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
時
に
お
け
る

敬
の
実
践
の
細
目
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
退
漢
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ

も
道
理
は
、
旧
常
の
あ
ら
ゆ
る
時
と
処
に
遍
く
働
い
て
い
る
か
ら
、
敬
を

実
践
し
な
い
で
よ
い
時
も
処
も
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
時
と
処
に
お
い
て
、
心

を
保
ち
本
性
を
養
い
、
言
動
を
反
省
し
考
察
し
、
効
果
を
あ
げ
る
方
法
を

述
べ
た
の
が
、
第
九
図
・
第
十
図
で
あ
る
。
敬
を
実
践
す
る
あ
ら
ゆ
る
場

を
残
さ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
時
を
失
う
こ
と
な
く
、
常
に
両
方
を
並
び
進
め
る

こ
と
こ
そ
、
聖
人
の
域
に
至
る
要
件
で
あ
る
、
と
李
退
漢
は
い
う
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
彼
は
第
六
図
か
ら
第
十
図
ま
で
を
総
括
し
、
こ
の
五

図
は
、
人
の
心
や
本
性
に
基
づ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
・

要
件
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
実
践
に
努
め
、
敬
し
み
畏
れ
る
心
を
た

か
め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
は
、

人
問
に
お
け
る
心
の
働
き
や
本
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
本
来
あ
る
よ

う
に
働
か
し
め
る
た
め
に
は
、
敬
を
持
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
敬
に
よ
っ
て
こ
そ
、
聖
学
の
始
め
も
終
り
も
成
し
と
げ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
結
　
語

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
聖
学
十
図
」
は
、
李
退
漢
の
内
に
あ
る

哲
学
体
系
の
構
成
的
表
現
で
あ
る
。
時
の
君
主
に
、
み
ず
か
ら
の
言
葉
を

も
っ
て
、
帝
王
と
し
て
の
学
問
や
具
体
的
実
践
を
促
す
こ
と
は
、
臣
下
と

と
し
て
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
来
の
聖
賢
の
言
、
他
者
の
言

を
も
っ
て
、
自
己
の
六
十
八
年
問
に
わ
た
っ
て
蓄
積
し
、
築
き
あ
げ
て
き

た
聖
学
の
思
想
体
系
を
、
理
論
と
実
践
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
十
図

お
よ
び
序
文
に
お
い
て
述
べ
た
。
と
く
に
彼
が
各
図
の
末
尾
に
附
し
た
補

説
は
、
十
図
の
体
系
的
構
成
を
理
論
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
彼
は
、
学
問
の
目
的
・
内
容
・
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
、

世
界
観
な
い
し
存
在
論
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
人
問
世
界
に
お
け

る
秩
序
や
人
倫
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
一
貫
し
た
論
理
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
理
論
が
明
確
に
な
れ
ば
、
当
然
そ
れ
の
実
践

主
体
と
し
て
の
人
間
が
問
題
に
な
る
。
人
問
の
心
や
性
や
情
が
い
か
な
る

働
き
を
も
っ
て
い
る
か
、
い
か
に
し
て
、
そ
の
本
来
の
働
き
を
実
現
さ
せ

る
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
も
の
は
、
要
す
る
に
心
の
あ
り
方
で
あ
る
。

敬
は
、
人
の
心
の
本
来
の
働
き
を
発
揮
し
、
人
の
本
性
を
守
り
養
う
根
本

で
あ
■
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
敬
は
聖
学
の
始
め
と
終
り
を
な
す
も
の
と
し

て
重
視
さ
れ
た
。
敬
は
十
図
の
根
本
で
あ
り
、
十
図
は
敬
を
主
と
し
て
説
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か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
何
故
に
、
李
退
漢
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
敬
を
重
視
し
た
か
。
筆
者
に
よ

れ
ば
、
李
退
漢
に
新
儒
学
が
受
容
さ
れ
た
と
き
、
「
天
命
図
説
」
に
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

た
よ
う
に
、
彼
に
は
天
命
概
念
が
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

人
問
の
本
性
は
、
天
の
命
に
よ
っ
て
働
く
の
だ
と
い
う
意
識
が
な
く
な
っ

た
と
き
、
人
間
の
行
為
の
当
為
性
は
ど
こ
に
求
め
る
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、

わ
が
心
の
う
ち
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
。
か
く
し
て
、
心
の
あ
り
方
が
極

め
て
重
要
と
な
る
。
人
間
の
善
な
る
行
為
も
、
学
問
も
、
す
べ
て
人
の
心

か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
心
は
一
身
を
主
宰
す
る
と
い
わ
れ
た
。
そ

し
て
そ
の
心
を
主
宰
す
る
も
の
こ
そ
敬
で
あ
っ
た
。
わ
が
心
の
ほ
か
に
、

自
己
を
人
格
的
に
完
成
さ
せ
て
い
く
原
動
力
は
な
い
。
天
命
の
意
識
が
な

い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
自
身
の
心
が
、
わ
が
心
を
正
し
く
導
く
以
外
に
方
法

が
な
い
。
そ
こ
に
敬
が
彼
の
思
想
の
中
核
に
す
え
ら
れ
た
根
本
の
理
由
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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