
『
儒
教
実
義
』

の

回
4己正、

想

は
じ
め
に

『
儒
教
実
義
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
『
天
主
実
義
』
と
よ
く
似
た

書
題
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
天
主
突
義
』
を
意
識
し
て
い

る
。
『
天
主
実
義
』
が
「
天
主
」
の
真
の
意
義
を
述
べ
伝
え
よ
う
と
す

る
書
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
『
儒
教
実
義
』
は
「
儒
教
」
の
真
の
意
義

を
述
べ
伝
え
よ
う
と
す
る
意
向
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
儒
教
実
義
』

は
、
儒
教
と
は
い
か
な
る
思
想
で
あ
る
の
か
、
儒
教
の
本
質
と
は
何

か
を
問
い
、
そ
の
真
の
意
義
を
喧
伝
せ
ん
と
す
る
審
物
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
儒
教
」
の
概
念
、
そ
し

て
そ
の
真
の
意
義
に
は
、
我
々
が
普
通
考
え
る
よ
う
な
儒
教
と
は
か

け
は
な
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
儒
教
実
義
』
の
大
き
な
問
題

な
の
で
あ
る
。

『
儒
教
実
義
』
は
、
『
天
主
実
義
』
と
伺
様
、
一
種
の
カ
テ
キ
ズ
ム

で
あ
る
。
カ
テ
キ
ズ
ム
と
は
・
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
書
、
あ
る
い
は
教

理
喧
伝
蓄
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
円
儒
教
笑
義
』
は
キ
リ
ス
ト

堀

池

信

夫

教
教
理
の
も
と
に
儒
教
の
意
義
を
解
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で

よ
り
る
。カ

テ
キ
ズ
ム
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
儒
教
と
い
う
と
、

と
対
置
さ
れ
て
否
定
の
対
象
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
肯
定
的
に
キ
リ

ス
ト
教
と
の
融
和
認
が
導
出
さ
れ
る
か
、
い
ず
れ
か
が
想
起
さ
れ

る
。
だ
が
『
儒
教
実
義
』
の
儒
教
は
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
通
常
我
々

が
考
え
る
も
の
と
は
ち
ょ
っ
と
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
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ブ
レ
マ
ー
ん
と
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム

『
儒
教
実
義
』
の
著
者
「
湿
古
子
」
と
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
プ

ハ
2
)

レ
マ

l
ル
の
筆
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
書
は
プ
レ
マ

l
ル
の
著
作
で

ハ
3
〉

あ
る
。ジ

ョ
セ
フ
日
ア
ン
リ
・
ド
・
プ
レ
マ
}
ル
Q
0
8℃
rs民
向
山
口
己
門
H
m
w

p
b
E巳
0

・
馬
琴
若
〕
は
、
シ
ェ
ル
プ
ー
ル
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
人

イ
エ
ズ
ス
会
土
で
あ
っ
た
。
彼
が
東
方
宣
教
に
身
を
投
じ
た
の
は
、

先
任
宣
教
師
ジ
ョ
ア
シ
ム
・
ブ

l
ヴ
ェ

Q
O
R
E自
由

0
5
2・
白



晋
〕
の
勧
誘
に
応
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ブ
ト
ヴ
ェ
は
一
六
八
五

年
、
ル
イ
十
四
世
に
よ
っ
て
中
国
に
派
遣
、
さ
れ
た
宣
教
師
で
あ
る

が
、
入
華
後
、
康
熊
帝
の
親
任
を
得
、
皇
帝
側
近
と
し
て
華
々
し
く

活
躍
し
て
い
た
。
そ
し
て
康
照
帝
か
ら
、
一
時
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国

し
、
新
た
な
宣
教
師
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の

結
果
、
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
た
い
く
人
か
の
宣
教
師
の
中
の
一
人
が
プ
レ

マ
l
ル
で
あ
っ
た
。

プ
レ
マ

1
ル
は
一
六
九
八
年
、
中
国
に
到
昔
一
泊
す
る
。
与
え
ら
れ
た

任
務
は
、
江
西
方
面
を
中
心
と
す
る
布
教
活
動
で
あ
っ
た
。
ブ
ー

ヴ
ェ
の
よ
う
に
首
都
に
あ
っ
て
華
や
か
に
過
ご
す
の
と
は
異
な
り
、

市
井
に
入
り
込
ん
で
の
地
道
な
布
教
活
動
で
あ
っ
た
。

来
華
翌
年
の
一
六
九
九
年
ご
ろ
か
ら
、
い
く
つ
か
の
布
教
報
告
に

ハ
4
〉

そ
の
名
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
彼
の
活
動
の
一
端
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
亡
か
ら
は
、
彼
が
中
国
思
想
研
究
を
間
開
始
し

て
い
た
こ
と
は
見
て
と
れ
な
い
。
ゐ
し
か
し
一
七
こ

0
年
代
か
ら
一
一
一

0

年
代
に
か
け
て
、
彼
は
す
で
に
中
国
思
想
研
究
に
相
当
深
く
入
り
込

ん
で
い
た
。
彼
の
主
著
『
中
国
古
典
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教

(
5〉

教
理
の
痕
跡
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
一
七
二
五
年
で
あ
っ
た
。
『
儒

教
実
義
』
が
い
つ
執
筆
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く

そ
れ
と
同
時
期
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
『
傍
教
実
義
』
中
に
『
周

回
初
折
中
』
〈
康
照
五
四
年
)
の
引
用
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
七
一
五
年

以
降
の
著
作
で
あ
る
の
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。

プ
レ
マ

1
ル
の
中
国
研
究
の
方
向
性
は
、
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
〆
ム

〔町一関口同町
5
0〕
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
属

す
る
研
究
者
〔
当
然
身
分
は
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
で
あ
る
〕
を
、
「
フ
ィ

ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
〔
出
尚
三
宮
2
〕
」
と
い
う
。
当
時
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス

ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
人
と
し
て
、
・
プ
レ
マ

i
ル
の
ほ
か
に
は
ブ

i
ヴ
ミ
ゴ
レ
、
フ
ー
ケ
な
ど
が
い
た
。
後
ら
は
皆
、
中
居
思
想
研

究
に
沈
潜
し
た
人
々
で
あ
っ
た
が
、
各
人
の
研
究
姿
勢
・
方
向
性
に

は
そ
れ
ぞ
れ
差
異
が
あ
り
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
ら
に
共
通

す
る
面
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
一
括
り
に
し
て
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス

ト
」
と
い
う
名
称
を
与
え
た
の
は
、
フ
ラ

γ
ス
人
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
ニ

コ
ラ
・
フ
レ

i
レ
で
あ
っ
た
。
フ
レ

l
レ
は
、
彼
ら
の
ど
の
よ
う
な

面
を
見
て
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
と
呼
ん
だ
の
か
。
そ
し
で
ま
た
フ
ィ

ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
、
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
古
い
伝
統
を

も
っ
思
潮
で
あ
っ
た
。
由
来
は
遠
く
初
期
教
父
哲
学
に
発
し
、
『
聖

書
』
の
解
釈
に
お
い
て
広
く
ユ
ダ
ヤ
教
や
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
、
ネ
オ
。
フ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
な
ど
の
解
釈
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
は

ヘ
ル
メ
ス
思
想
や
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
異
教
的
学
説
も

取
り
入
れ
ら
れ
、
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
す
る
と
異
端
的
臭
気
が
強

く
、
ロ
ー
マ
か
ら
は
し
ば
し
ば
疑
い
の
限
を
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ



っ
た
。
こ
の
思
潮
は
、
象
徴
や
記
号
・
図
像
〔
フ
ィ
ギ
ュ
ア
〕
な
ど

を
多
用
す
る
こ
と
か
ら
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
、
中
世
哲
学

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
の
古
い
背
景
の
上
に
、
プ
レ
マ

i
ル
や
ブ
ー

ヴ
ェ
に
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
の
名
称
が
冠
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
中
国
哲
学
研
究
は
、
主

に
『
易
』
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
易
』
は
、
卦

交
と
い
う
記
号
な
い
し
図
形
〔
フ
ィ
ギ
ュ
ア
〕
が
根
本
的
役
割
を
演

ず
る
経
書
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
研
究
の
姿
勢
・
方
向
性
を

異
に
し
て
は
い
た
が
、
『
易
』
を
中
心
に
置
く
こ
と
で
は
共
通
点
が

(
6〉

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
語
に
は
、
西

洋
の
伝
統
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
異
端
的
色
彩
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の

点
か
ら
見
て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
と
い
う

呼
称
は
、
か
な
り
適
切
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
円
易
』
を
中
心
に
寵
く
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
と
一
括
り
に

し
て
し
ま
っ
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
彼
ら
一
人
々
々
の
研

究
の
姿
勢
・
方
向
性
は
決
し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
た
だ
一

点
、
彼
ら
の
主
張
の
根
底
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
中
国
文
化
は
西
欧
に
起
源
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。

中
国
文
化
西
欧
起
源
説
が
当
時
議
論
さ
れ
た
の
は
、
二
ハ
五
八

年
、
マ
ル
テ
ィ
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
ニ
が
『
中
国
史
〔
t

虫
色
。
s
r
Z
0
1
'

go
門
目
。

gm
古
門
戸

HHS=〕
』
を
発
表
し
、
最
初
の
中
国
王
朝
の
始
ま
り

を
紀
元
前
二
九
五
二
年
以
降
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
は
ノ
ア
の

洪
水
の
六
百
年
以
前
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
が
、
洪
水
の
前
と
後
を

通
じ
て
王
朝
が
継
続
し
続
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
洪
水
に
よ

っ
て
世
界
は
一
端
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
『
聖
書
』
の
記
事
は

誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
マ
ル
テ
ィ
ニ

の
の
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
が
こ
の
問
題
に
関
説
し
、
中
国
は
ノ
ア

の
末
喬
が
建
設
し
た
の
だ
と
い
う
主
張
、
す
な
わ
ち
中
国
文
化
西
欧

(

7

)

 

起
源
説
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、
こ
の
中
国
文
化
西
欧
起
源
説
を
共

通
の
基
盤
に
置
き
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
菌
研
究
を
進
め
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
な
か
で
も
プ
レ
マ

l
ル
は
、
急
進
的
な
主
張
を
行
っ
た
人

物
で
あ
っ
た
。
彼
は
中
国
文
化
の
起
源
を
ノ
ア
の
末
議
よ
り
も
大
幅

に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
、
人
類
の
起
源
に
等
置
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る。

( 42 ) 

プ
レ
マ

i
ル
の
そ
の
主
張
は
、
彼
の
主
著
『
中
国
古
典
か
ら
抜
粋

さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
痕
跡
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
人
類
創
造
の
ア
ダ
ム
よ
り
以
降
、
『
旧
約
聖
書
』
の
イ
ス

ラ
エ
ル
の
族
長
、
そ
し
て
ノ
ア
ま
で
、
す
べ
て
は
中
国
古
代
の
聖
人

た
ち
に
対
応
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
は
実

(

8

)

 

は
寅
帝
で
あ
り
、
イ
ヴ
は
寅
宥
の
正
妃
嫁
祖
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の



子
孫
た
ち
、
セ
ト
は
神
農
、
ア
ベ
ル
は
伏
犠
、
カ
イ
ン
は
少
失
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
の
ち
ノ
ア
ま
で
、
若
干
の
不
明
と
留
保
は
あ
る

が
、
中
国
聖
人
の
系
譜
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
類
発
展
の
系

(
9
)
 

諸
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ノ
ア
は
帝

凶
密
で
あ
っ
た
。

こ
の
見
解
は
、
中
国
古
代
の
歴
史
は
ノ
ア
の
洪
水
を
契
機
と
し
て

西
欧
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
形
成
さ
れ
た
と
す
る
、
当
時
通
常
語
ら
れ

て
い
た
中
国
文
化
西
欧
起
源
説
と
は
相
当
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
の
主
張
は
、
む
し
ろ
世
界
の
人
類
発
展
史
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
彼
に
よ
る
な
ら
ば
、
古
代
中
国
の
歴
史
は
世
界
人
類
の
発

展
史
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
文
化
〔
西
欧
文

化
〕
の
初
期
の
発
展
史
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と
す
る
な
ら
、
中

国
文
化
は
本
質
的
に
キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
向
等
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
と
い
う
よ
り
も
、
中
国
文
化
は
異
文
化
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト

教
文
化
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
プ
レ
マ

l
ル
は
、
こ
の

見
解
を
心
底
か
ら
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を

膨
大
な
中
国
の
思
想
資
料
を
用
い
て
証
現
し
よ
う
と
し
た
試
み
こ

そ
、
主
著
『
中
国
古
典
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
痕

跡
』
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
著
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
論
証
し
得

た
と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

司
儒
教
実
義
』
は
、
こ
の
よ
う
な
プ
レ
マ

1
ル
の
著
作
で
あ
り
、

ま
た
門
中
国
古
典
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
痕
跡
』
と
、

ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
彼

の
そ
の
よ
う
な
見
解
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り

も
、
そ
れ
は
彼
の
そ
の
見
解
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
方

が
、
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
中
国
文
化
が
即
キ
リ
ス
ト
教
文

化
で
あ
る
の
な
ら
、
彼
に
お
け
る
儒
教
と
は
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教

そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

儒
教
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
こ
れ
が
プ
レ
マ

l
ル
の
考
え
で

あ
っ
た
。
『
儒
教
実
義
』
は
、
儒
教
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
こ
と
を
論

じ
、
さ
ら
に
儒
教
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
中
国
の

諸
問
題
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
よ
り
以
下
、
以
上
の
う
ち
、
プ
レ
マ

1
ル
に
お
い
て
は

儒
教
即
キ
リ
ス
ト
教
と
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
『
儒
教
実
義
』

の
内
容
を
見
る
こ
と
を
通
じ
て
確
認
し
よ
う
と
思
う
。
具
体
的
に
は

『
儒
教
実
義
』
に
お
い
て
「
天
」
「
上
帝
」
等
の
概
念
が
、
キ
リ
ス
ト

教
の
神
に
対
応
し
て
い
る
と
さ
れ
る
点
を
中
心
に
見
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
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天
・
上
帝
と
神

『
儒
教
実
義
』
は
、
偶
者
の
遠
生
と
、
答
者
の
醇
一
儒
と
い
う
架
空
の

二
人
に
よ
る
問
答
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
天
主
実
義
』



が
中
土
と
西
土
の
問
答
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ

る。
『
儒
教
実
義
』
の
特
徴
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
献
が
い
。
っ
さ
レ
用

い
ら
れ
ず
、
引
用
の
文
献
が
す
べ
て
中
国
古
典
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
‘

点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
議
論
は
表
面
上
、
純
粋
に
中
国
思
想
内
部
で

行
わ
れ
た
も
の
に
見
え
、
と
て
も
カ
テ
キ
ズ
ム
に
は
思
え
な
い
。
た

と
え
ば
『
儒
教
実
義
』
冒
頭
に
置
か
れ
た
問
答
で
あ
る
。

‘
問
う
、
儒
教
と
は
。

日
く
、
儒
教
と
は
、
先
聖
後
整
相
い
受
授
す
る
の
心
法
な
り
。

古
の
聖
王
こ
れ
を
天
よ
り
得
て
、
天
に
代
わ
り
て
こ
れ
を
書
に

筆
し
て
、
も
っ
て
大
訓
と
為
す
な
り
。
こ
れ
を
四
方
に
敷
き

て
、
も
っ
て
極
言
と
為
す
な
り
。
販
の
庶
民
を
し
て
、
明
知
に

し
て
普
を
為
し
、
道
有
り
て
学
ば
し
む
る
な
り
。
『
中
庸
』
に

〆
一
同
く
、
つ
天
命
、
こ
れ
を
性
と
謂
う
。
性
を
率
え
る
、
こ
れ
を
道

と
謂
う
。
道
を
修
め
る
、
こ
れ
を
教
と
謂
う
」
と
は
、
儒
教
の

大
原
を
一
一
一
一
口
う
な
り
。
孔
子
日
く
、
「
大
学
の
道
は
、
明
徳
を
明
ら

か
に
す
る
に
在
り
。
民
に
親
し
む
に
在
り
。
至
善
に
止
ま
る
に

在
り
」
と
は
、
儒
教
の
大
綱
を
言
う
な
り
。
(
『
儒
教
実
義
』
)

こ
の
文
を
表
面
的
に
追
う
か
ぎ
り
で
は
、
中
国
本
来
の
儒
教
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
と
し
か
読
み
と
れ
な
い
。
そ
れ
も
ウ
中
庸
』
『
大

学
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宋
学
的
解
釈
を
展
開
し
た
も
の

の
ご
と
く
見
え
る
o

し
か
し
、
『
儒
教
実
義
』
は
バ
チ
カ
ン
所
蔵
、

プ
レ
マ

I
ル
著
の
、
れ
っ
き
と
し
た
カ
テ
キ
ズ
ム
で
あ
る
。
ゆ
え
に

こ
の
文
章
に
は
〈
儒
教
1
キ
リ
ス
ト
教
〉
と
い
う
偏
光
レ
ン
ズ
を
掃

し
挟
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
偏
光
レ

γ
ズ
を
通
し
て
こ
れ
を

見
る
な
ら
、
大
概
の
と
こ
ろ
、
「
〈
儒
教
1
キ
リ
ス
ト
教
〉
と
は
、
先

聖
後
霊
が
粗
い
授
受
し
て
き
た
要
法
で
あ
り
、
古
の
聖
王
が
こ
れ
を

天
に
得
、
天
に
代
わ
っ
て
書
き
記
し
て
、
そ
れ
を
大
訓
と
為
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
読
み
と
れ
る
。
そ
し
て
た
と
え
ば
こ
の
文

の
場
合
、
〈
儒
教
1
キ
リ
ス
ト
教
〉
と
い
う
一
偏
光
レ
ン
ズ
が
焦
点
を

結
ぶ
先
は
、
「
天
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う

「
天
」
の
概
念
の
内
容
が
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
れ
が
問

題
と
な
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
「
儒
教
」
が
中
国
本
来
の
儒
教
か
、

そ
れ
と
も
〈
儒
教
日
キ
リ
ス
ト
教
〉
と
い
う
偏
光
を
も
つ
も
の
か
を

判
別
す
る
メ
ル
グ
マ

l
ル
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ま
た
当
然
『
儒
教
実
義
』
全
体
に
も
あ
て
は
ま
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
天
の
内
容
が
、
『
儒
教
実
義
』
の
儒
教
の
意
味
を

決
定
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
『
儒
教
実
義
』
は
、
儒
教
に
は
宗
教
・
信
仰
的
側
面
と
倫

理
・
社
会
政
治
的
側
面
の
二
部
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

中
国
本
来
の
儒
教
で
は
、
礼
楽
を
口
号
と
す
る
倫
理
・
社
会
的
、
政

治
的
側
面
が
主
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
二
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次
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
宗
教
・
信
仰
的
側
面
こ
そ
が
儒
教

の
本
質
で
あ
り
、
も
っ
と
も
重
要
な
側
面
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

問
う
、
儒
教
に
必
ず
敬
す
る
所
あ
ら
ん
か
。

日
く
、
儒
者
の
敬
す
る
所
、
二
端
あ
り
。
そ
の
一
は
、
幽
な

る
も
の
に
通
ず
る
な
り
。
上
帝
な
り
、
鬼
神
な
り
、
先
人
な
り
、

先
師
な
り
。
そ
の
一
は
、
切
な
る
も
の
に
致
す
な
り
。
君
な

り
、
殺
な
り
、
部
な
り
、
長
な
り
、
‘
友
な
り
。
し
か
ら
ば
、

敬
す
る
所
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
。
ゆ
え
に
そ
の
礼
に
隆
殺
あ
る

も
、
最
も
重
き
も
の
は
、
上
帝
を
敬
す
る
に
如
く
な
し
。
小
心

も
て
事
を
昭
ら
か
に
し
て
、
も
っ
て
独
尊
と
為
し
、
も
っ
て
上

主
と
為
し
、
も
っ
て
父
母
と
為
す
、
と
走
れ
な
り
。
鬼
神
を
敬

す
る
も
の
は
こ
れ
に
次
ぐ
な
り
。
護
し
、
既
に
有
る
と
こ
ろ
、

施
す
と
こ
ろ
は
並
び
に
こ
れ
を
天
よ
り
受
く
れ
ば
、
別
ち
こ
れ

〔
鬼
神
〕
を
敬
す
る
と
、
天
を
敬
す
る
も
の
と
は
遠
し
。

ハ
『
儒
教
実
義
』
〉

こ
の
文
は
、
儒
教
の
宗
教
・
信
仰
的
側
面
の
重
要
性
に
加
え
て
、

な
か
で
も
「
上
帝
」
崇
拝
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
。
信
仰
対
象
に
は
上
帝
以
下
、
-
鬼
神
、
先
人
、
先
師
が
あ
げ
ら
れ

る
が
、
鬼
神
以
下
は
上
帝
に
よ
る
被
造
者
で
あ
る
か
ら
、
上
帝
崇
拝

に
は
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
文
中
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
が
、
上
帝

と
い
う
表
現
か
ら
、
天
と
い
う
表
現
に
・
変
わ
っ
て
い
る
が
、
プ
レ
マ

1

ル
に
お
い
て
こ
れ
ら
は
同
義
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
二
一
訪
問

と
「
皇
」
と
の
三
語
に
つ
い
て
、
「
日
く
皇
、
臼
く
天
、
臼
く
上
帝

と
は
、
蒼
蒼
〔
の
天
〕
の
お
よ
ば
ざ
る
所
な
り
。
そ
の
皇
と
称
す
る

は
、
即
ち
自
ら
王
た
り
、
自
ら
有
た
り
、
自
ら
源
た
り
、
自
ら
本
た

り
て
、
無
始
無
終
な
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。
蒼
天
こ
れ
を
も
っ
て
清

く
、
大
地
こ
れ
を
も
っ
て
寧
く
、
品
物
こ
れ
を
も
っ
て
生
ず
。
そ
の

天
と
称
す
る
は
、
別
ち
惟
だ
一
、
惟
だ
大
に
し
て
比
ぶ
べ
き
も
の
な

け
れ
ば
な
り
。
そ
の
上
帝
と
称
す
る
は
、
上
な
れ
ば
別
ち
至
尊
た
り

て
敬
す
べ
く
、
帝
な
れ
ば
則
ち
真
主
た
り
て
望
す
べ
し
。
至
尊
上
主

な
れ
ば
則
ち
大
父
母
た
り
て
愛
す
べ
き
な
り
」
(
『
儒
教
実
義
』
)
と
い

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
天
・
上
帝
・
皇
は
す
べ
て

同
義
で
あ
り
、
場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
次
の
文
を
見
て
み
る
。

問
う
、
天
と
は
。

白
く
、
天
字
の
本
義
は
、
一
に
従
い
、
大
に
従
う
。
一
・
大

を
、
天
と
為
す
。
至
一
に
し
て
武
な
ら
ず
、
至
大
に
し
て
対
な

き
も
の
は
、
天
な
り
o

Q
儒
教
実
義
』
)

(

日

)

こ
れ
は
中
国
伝
統
の
析
字
を
根
底
に
壁
き
つ
つ
、
天
の
唯
一
無
二

性
、
比
類
な
き
至
高
性
を
強
調
す
る
。
先
の
崇
拝
さ
る
べ
き
上
帝
l

天
そ
れ
自
体
の
、
価
値
的
位
寵
づ
け
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
至
高

性
に
関
わ
り
、
天
の
字
に
は
青
空
の
意
味
も
あ
る
が
、
真
の
天
は
そ
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の
よ
う
な
具
体
的
形
市
下
的
存
在
者
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
は
る

か
に
高
次
の
無
限
者
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
次
に
説
か
れ
る
。

問
う
、
湾
蒼
の
天
は
、
そ
れ
一
に
し
て
立
つ
大
な
り
。
量
に

是
れ
こ
の
謂
い
な
ら
ん
や
。

日
く
、
非
な
り
。
夫
れ
湾
蒼
な
る
も
の
は
形
而
下
の
器
な
る

の
み
。
度
数
あ
る
が
ゆ
え
に
も
っ
て
一
と
為
す
に
足
ら
ざ
る
な

り
。
界
間
以
あ
る
が
ゆ
え
に
も
っ
て
大
と
為
す
に
足
ら
ざ
る
な

り
。
一
に
非
ず
。
大
に
非
ず
。
実
に
天
字
の
義
を
尽
く
さ
ざ
る

な
り
。
こ
れ
を
指
し
て
天
と
云
う
は
、
仮
借
の
字
、
強
い
て
名

づ
く
る
の
文
な
り
。
蓋
し
、
有
形
の
天
な
る
も
の
は
、
乃
ち
神

天
の
願
象
、
上
管
の
栄
宮
、
主
宰
の
現
験
な
る
の
み
。

(
『
儒
教
実
義
』
〉

す
な
わ
ち
、
蒼
湾
・
有
形
の
天
は
、
形
而
上
か
つ
無
限
者
で
あ
る
神

天
・
上
帝
・
主
宰
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
、
具
体
・
形
而
下
の

世
界
に
お
い
て
明
証
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
プ

レ
マ

1
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
神
天
・
上
帝
・
主
宰
と
は
、
形
而
上
者

で
あ
り
、
無
限
者
で
あ
り
、
至
高
・
至
尊
者
で
あ
る
も
の
、
は
た
ま

た
自
ら
以
外
に
そ
の
根
拠
を
も
た
ず
、
匹
敵
す
る
も
の
な
く
、
万
物

を
生
じ
在
ら
し
め
る
も
の
、
父
母
た
る
も
の
と
し
て
崇
拝
・
信
仰
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
天
・
上
帝
・
主
宰
、
す
な
わ
ち
天
は
、
す

で
に
父
母
に
擬
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
格
性
を
付
与
さ
れ
た
至

高
・
至
尊
者
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
神
的
な
存
在
で
あ

る
、
と
い
う
よ
り
も
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
ま
さ
に
キ
リ

ス
ト
教
の
神
で
あ
っ
た
。
プ
レ
マ

l
ル
の
描
く
上
帝
を
こ
こ
で
示
し

て
お
こ
う
。上

帝
は
独
尊
な
り
。
敦
か
敢
え
て
こ
れ
に
命
〔
な
づ
〕
け
ん
。

説
鋭
と
し
て
蕩
蕩
た
り
。
聖
人
と
離
も
な
お
能
く
こ
れ
に
名
マ
つ

く
る
な
し
。
是
れ
形
而
下
の
紗
廷
無
知
の
気
に
非
ざ
る
の
み
。

是
れ
気
に
留
ま
れ
て
空
空
無
為
の
理
に
非
ざ
る
の
み
。
そ
の
神

た
る
や
、
一
に
し
て
こ
な
ら
ず
。
そ
の
体
た
る
や
、
純
に
し
て

雑
な
ら
ず
。
そ
の
生
ま
る
る
や
、
自
ず
か
ら
実
に
し
て
始
め
無

し
。
そ
の
久
し
き
ゃ
、
自
ず
か
ら
実
に
し
て
終
わ
り
な
し
。
そ

の
有
た
る
や
、
自
ず
か
ら
円
満
に
し
て
窮
ま
れ
り
。
大
な
る
か

な
皇
天
、
万
物
資
り
て
始
む
。
至
れ
る
か
な
上
帝
、
万
民
資
り

て
生
ま
る
。
真
に
無
名
も
て
名
守
つ
く
る
べ
き
も
の
な
り
。

ハ
『
儒
教
実
義
』
)
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か
く
て
『
儒
教
実
義
』
中
に
用
い
ら
れ
る
天
の
概
念
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
『
儒
教
実
義
』
の
儒
教
概
念
が
、

実
は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
義
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
〈
儒
教
1
キ
リ
ス
ト
教
〉
の
一
偏
光
レ

γ
ズ
は
、
『
儒

教
実
義
』
全
般
に
わ
た
っ
て
適
用
す
べ
き
こ
と
も
確
か
と
な
っ
た
。



こ
の
よ
う
な
神
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
る
部
分
に
つ
い

て
は
、
中
国
古
来
の
天
の
概
念
に
は
対
応
す
る
表
象
が
存
在
し
た
。

そ
こ
で
プ
レ
マ

i
ル
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
古
典
中
に
捜
し
求
め
、

そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
が
中
国
に
本
来
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
証
現
し
よ
う
と
す
る
。

日
く
、
諸
を
古
経
に
考
う
れ
ば
別
ち
こ
れ
を
知
れ
り
。
『
易
』

〈
日
)

に
日
く
、
「
般
〔
さ
か
〕
ん
に
こ
れ
を
上
帝
に
薦
む
」
、
『
書
』
に

(ロ)

日
く
、
「
皇
天
、
保
た
ず
」
、
『
詩
』
に
臼
く
、
「
上
帝
、
走
れ
皇

(
日
)

〔
ほ
〕
む
る
な
り
」
と
。
(
『
儒
教
実
義
』
)

す
な
わ
ち
プ
レ
マ

i
ル
は
、
こ
れ
ら
諸
経
の
上
帝
・
皇
天
等
は
、

人
格
性
を
備
え
、
崇
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
神
に

対
応
す
る
と
考
え
、
そ
し
て
こ
れ
を
中
国
古
代
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の

神
が
存
在
し
た
一
証
明
と
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

こ
れ
に
加
え
て
、
彼
は
こ
の
神
は
古
代
に
お
い
て
存
在
し
た
ど
こ
ろ

か
、
実
は
中
間
の
全
歴
史
を
通
じ
て
在
り
続
け
た
の
だ
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
。問

う
、
上
帝
の
実
義
、
そ
の
古
経
に
載
す
る
こ
と
、
疑
う
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
宋
儒
に
至
り
て
或
い
は
そ
の
絶
ゆ
る
と
謂
う

は
信
な
る
か
。

日
く
、
否
。
然
ら
ざ
る
な
り
。
事
を
好
む
も
の
の
こ
れ
を
為

せ
る
な
り
。
宋
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
儒
者
は
経
を
'
師
と
す
れ

ば
、
上
帝
の
実
義
は
存
す
る
な
り
o
Q
儒
教
実
義
』
)

そ
の
実
証
の
た
め
、
平
副
う
、
そ
の
一
こ
を
呈
さ
ん
」
(
『
儒
教
実

義
』
〉
と
し
て
古
典
に
対
す
る
宋
以
後
の
人
の
解
釈
を
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
『
易
』
の
「
説
卦
伝
」
の
文
と
、
そ
れ
に
対
す
る
元
の
胡
柄

文
『
易
本
義
通
釈
』
の
解
釈
で
あ
る
。

冒
と
に
日
く
、
「
帝
、
震
よ
り
出
づ
」
と
。
胡
雲
峯
、
解
し

て
去
わ
く
、
「
震
よ
り
出
づ
る
よ
り
、
言
を
良
に
成
す
に
至
る

は
、
万
物
生
一
成
の
序
な
り
。
然
ら
ば
、
執
か
生
じ
、
敦
か
成
さ

ん
。
必
ず
こ
れ
が
主
宰
た
る
も
の
あ
ら
ん
」
と
。
此
れ
一
証
な

り
。
(
『
儒
教
実
義
』
)

つ
い
で
、
『
尚
書
』
「
説
命
上
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
『
朱
子
語
類
』

の
解
釈
で
あ
る
。

『
室
田
』
に
日
く
、
「
夢
に
帝
、
良
弼
を
資
〔
た
ま
〕
わ
る
」
と
。

朱
子
、
解
し
て
云
わ
く
、
「
此
れ
に
拠
れ
ば
則
ち
是
れ
真
に
天

帝
と
高
宗
の
対
〔
答
〕
有
る
な
り
。
担
く
、
五
回
れ
、
汝
に
資
わ

る
に
良
弼
を
も
っ
て
せ
ん
、
と
。
得
ず
。
説
き
て
こ
の
事
無
く

ん
ば
、
只
だ
此
の
天
理
を
説
く
も
亦
た
得
ざ
る
h
h
問
」
と
。
此

れ
二
証
な
り
o
Q
儒
教
実
義
』
〉

こ
の
よ
う
に
し
て
「
七
証
」
ま
で
が
示
さ
れ
て
、

此
の
先
儒
の
明
一
一
一
口
に
依
れ
ば
、
別
ち
宋
よ
り
今
に
至
る
ま

で
、
凡
そ
醇
儒
た
る
者
は
、
皆
古
経
大
訓
を
信
じ
、
皆
皇
天
上
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帝
に
事
う
る
こ
と
、
亦
た
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。(

『
儒
教
実
義
』
)

と
結
論
さ
れ
る
。
結
局
、
プ
レ
マ
l
ル
に
よ
れ
ば
、
神
と
し
て
の
上

帝
・
天
は
、
中
国
に
ず
っ
と
存
在
し
続
け
、
そ
れ
は
「
醇
儒
」
た
る

人
々
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
た
だ
て
白
山
、
プ
レ
マ

i
ル
が
許
容
で
き
ぬ
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
天
・
上
帝
を
「
理
」
と
解
釈
す
る
朱
子
の
立
場
で
あ

る
。
そ
の
点
は
先
に
、
上
帝
を
「
是
れ
形
市
下
の
砂
芝
無
知
の
気
に

非
ざ
る
の
み
。
是
れ
気
に
臨
ま
れ
て
空
空
無
為
の
理
に
非
ざ
る
の

み
」
と
描
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
も
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
上
引
の
朱

子
の
宮
内
官
官
』
解
釈
は
、
そ
れ
を
「
天
帝
」
と
し
て
人
格
性
を
認
め

て
い
る
た
め
、
容
認
・
引
用
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
プ
レ
マ
1

ル
の
本
心
は
、
朱
子
の
根
本
思
想
で
あ
る
「
理
」
を
信
仰
的
な
も
の

と
は
、
ま
っ
た
く
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

問
う
、
上
帝
は
理
の
み
な
る
か
。

日
く
、
非
な
り
。
経
に
臼
く
、
上
帝
を
畏
る
。
日
く
、
上
帝

を
祭
る
。
臼
く
、
上
帝
に
事
う
。
臼
く
、
簡
〔
え
ら
〕
ぶ
こ
と
、

(
時
)

上
帝
の
心
に
在
り
、
と
。
査
に
走
れ
理
を
畏
れ
、
理
を
祭
り
、

理
に
事
え
、
鱒
び
て
理
の
心
に
在
ら
ん
や
。
朱
子
日
く
、
「
天

下
の
物
に
理
有
ら
ざ
る
な
し
。
既
に
是
の
物
有
れ
ば
別
ち
そ
の

是
の
物
を
為
す
ゆ
え
ん
は
当
然
の
刻
有
ら
ざ
る
な
し
。
い
わ
ゆ

る
理
な
り
」
と
。
ま
た
云
わ
く
、
「
理
は
只
だ
走
れ
潔
浄
な
る

世
界
、
形
若
無
し
o

他
は
造
作
す
会
〔
べ
か
〕
払
丹
」
と
。
此

れ
を
観
れ
ば
知
る
べ
し
、
天
地
人
物
各
々
当
然
の
則
、
い
わ
ゆ

る
理
有
り
と
難
も
、
斯
の
理
必
ず
こ
れ
を
造
る
こ
と
能
わ
ず
。

惟
だ
皇
上
帝
、
万
物
の
本
、
万
理
の
原
の
み
、
能
く
造
成
す
る

の
確
た
る
を
為
す
。
諸
物
は
な
お
臣
室
然
た
り
。
夫
れ
室
な
る

も
の
は
、
必
ず
そ
の
材
料
に
し
て
、
も
っ
て
そ
の
形
を
成
し
、

ま
た
定
刻
有
れ
ば
も
っ
て
そ
の
理
を
為
す
も
、
布
く
も
人
も
っ

て
こ
れ
を
造
作
す
る
こ
と
無
け
れ
ば
刻
ち
得
て
成
る
べ
か

ら
ず
。
夫
れ
巨
室
は
天
地
な
り
、
材
料
は
気
な
り
。
清
上
濁
下

は
理
な
る
も
、
こ
れ
を
化
成
す
る
も
の
は
上
帝
な
り
。
『
易
』
巴

に
日
く
、
「
帝
、
震
よ
り
出
づ
」
と
。
『
礼
』
に
臼
く
、
「
万
物
、

ハ
幻
〉

天
に
本
づ
く
」
と
。
此
れ
こ
の
謂
な
り
。
(
『
儒
教
実
義
』
)

プ
レ
マ
l
ル
は
、
こ
う
し
た
「
理
」
的
な
解
釈
を
除
く
な
ら
ば
、

神
な
る
上
帝
は
中
国
の
歴
史
全
体
に
わ
た
っ
て
在
り
続
け
て
き
た
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
儒
教
の
第
一
義
は
、
そ
の
上
帝

を
信
仰
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
。
プ
レ
マ
1
ル
に
と
っ
て
、
儒
教

は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

プ
レ
マ

l
ル
に
お
い
て
儒
教
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
が
、
中
国



の
現
に
あ
り
の
ま
ま
の
儒
教
が
、
キ
リ
ス
ト
教
教
理
と
す
べ
て
一
致

す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス

ト
た
ち
は
一
般
に
、
古
代
に
お
い
て
純
粋
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

も
、
中
国
史
の
展
開
に
し
た
が
っ
て
あ
る
程
度
の
汚
染
・
変
容
を
免

れ
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
一
致
と
不
一

致
に
つ
い
て
は
、
プ
レ
マ

i
ル
は
他
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
と
比
べ

る
と
、
よ
り
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
よ
り
強
く
一
致
の
方
向
で
捉

え
よ
う
と
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
伝
統
的
な
儒
教

倫
理
に
つ
い
て
、
彼
は
か
な
り
大
幅
に
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
許
容

し
う
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

視
聴
言
動
、
克
復
も
っ
て
こ
れ
を
治
む
。
主
敬
も
っ
て
己
を

修
め
、
行
怒
〔
恐
〕
も
っ
て
人
を
愛
す
。
過
ち
を
改
む
る
に
客

か
な
ら
ず
、
諮
問
に
選
る
こ
と
に
倦
ま
ず
。
天
の
威
を
畏
れ
、
天

の
殖
を
祈
り
、
天
の
命
に
煩
う
。
此
れ
を
こ
れ
敬
天
と
謂
う
O

Q
儒
教
実
義
』
)

「
克
復
」
は
『
論
語
』
「
顔
潟
」
の
「
己
に
克
ち
て
礼
に
復
す
る
を

仁
と
為
す
」
に
も
と
づ
く
。
「
主
敬
」
は
や
は
り
『
論
宙
開
』
「
憲
間
」

の
「
己
を
修
む
る
に
敬
を
も
っ
て
す
」
に
よ
る
。
「
行
怒
〔
恐
ど
は

『
礼
記
』
「
祭
義
」
の
「
行
く
こ
と
必
ず
恐
れ
て
、
愛
に
及
ば
ざ
る
を

懐
る
る
が
如
く
然
り
」
、
「
改
過
」
は
『
尚
書
』
「
仲
魁
之
詰
」
の
「
過

ち
を
改
む
る
に
苓
か
な
ら
ず
」
、
「
遷
善
」
は
『
孟
子
』
「
尽
心
上
i

一の

「
民
、
日
に
善
に
遷
る
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伝
統
倫

理
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
矛
盾
的
で
な
い
か
ぎ
り
、
〈
儒
教
l
キ

リ
ス
ト
教
〉
の
枠
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
許
容
的
に
把
握
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
プ
レ
マ
ー
ん
と
て
も
、
す
べ
て
を
一
致
す
る
も
の
、
許
容

で
き
る
も
の
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
そ
乙
に
は
や
は
り

限
度
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

(

泣

)

問
う
、
『
中
庸
』
に
、
「
郊
社
に
上
帝
に
事
う
」
と
。
鄭
玄
、

ハお〉

解
し
て
云
わ
く
、
「
后
土
を
言
わ
ざ
る
は
省
文
な
り
」
と
。
信

な
る
か
。

日
く
、
非
な
り
。
此
れ
漢
儒
の
憶
説
な
り
。

礼
学
説
で
は
普
通
、
郊
は
天
、
社
は
地
を
祭
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
天
地
を
同
列
に
並
べ
て
祭
る
こ
と
は
、
プ
レ
マ
i
ル
に
と
っ
て

許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
は
至
高
で
あ
り
、

唯
一
で
あ
り
、
匹
敵
す
る
も
の
な
き
絶
対
者
で
あ
る
。
そ
れ
が
被
造

者
で
あ
る
地
〔
后
土
〕
と
並
列
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
有
り
得

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
プ
レ

マ
1
ル
も
や
は
り
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
論
理
を
抜
け
出
て
は
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
亡
で
鄭
玄
を
引
い
て
「
漢
儒
の
臆

説
」
と
す
る
の
は
、
後
世
に
よ
る
一
種
の
汚
染
と
考
え
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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プ
レ
マ

1
ル
は
、
中
国
を
キ
リ
ス
ト
教
的
人
類
史
そ
の
も
の
が
展

開
し
た
世
界
で
あ
る
と
見
た
。
そ
し
て
中
国
文
化
は
キ
リ
ス
ト
教
文

化
、
儒
教
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
抱
き
、
そ
の
実
誌

に
つ
と
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
神
概
念
の
中
国
古
代
に
お
け

る
存
在
、
お
よ
び
歴
史
的
経
緯
を
通
じ
て
の
神
の
常
在
と
い
う
大
ス

ケ
!
ル
の
問
題
は
、
一
応
は
ク
リ
ア
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
だ

が
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
お
い
て
、
す
べ
て
を
無
矛
盾
的
に
処
理
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
郊
社
の
問
題
な
ど
は
、
礼
学
に
お
け
る
か
な

り
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
リ
ス
ト
の
立
場
か
ら
、
そ

こ
に
中
国
の
歴
史
的
変
遷
と
い
う
モ
メ
ン
ト
を
導
入
す
る
こ
と
は
、

そ
の
論
理
展
開
の
一
貫
性
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
一
種
の
問
題
回

避
的
印
象
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
結
局
プ
レ
マ
!
ル
は
、
そ
の
論
理

を
完
壁
に
貫
通
で
き
て
・
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
『
儒
教
実
義
』
の
論
理
そ
れ
自
体
に
一
部
の
綻
び
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
儒
教
実
義
』
の
思
想
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム

の
発
露
と
も
い
う
べ
き
中
国
文
化
西
欧
起
源
説
を
、
極
論
的
に
展
開

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
以
上
見
た
と
お
り
、
そ
れ
自

身
の
論
理
の
中
に
問
題
点
を
抱
え
込
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
東
西
南
洋

の
文
化
的
視
点
か
ら
考
え
る
に
、
ま
ず
中
国
側
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

荒
誕
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
か
ら
見
れ
ば
、

一
部
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
を
満
足
す
る
も
の
だ
っ
た
と
は
い
え
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
論
理
に
あ
っ
て
は
異
端
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
こ
れ
は
東
西
両
洋
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
正
統
か
ら
飛
び
外
れ
た

思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
踏
み
し
め
る
べ
き
故
地

の
失
わ
れ
た
思
想
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
十
八
世
紀
前
半
、
フ
ィ
ギ

ュ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
特
殊
な
環
境
を
背
景
に
生
成
展
開
し
た
『
儒
教

実
義
』
の
主
張
は
、
結
局
は
歴
史
の
狭
間
に
埋
没
し
て
ゆ
く
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
そ
の
埋
没
の
昨
吋
期
を
い
え

ば
、
典
礼
問
題
の
終
需
が
こ
の
思
想
の
終
局
で
あ
っ
た
。
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一
昨
命
的

L
O
(
v
r
z
m
w
門

r

H
回
目

N
h
f
H

∞。。
¥
(
2
H
ロ丸山

2
2
5

目
的
吉
岡
山

2
5
∞-
H
¥
J
H
ミ
ω

・
〉
も
こ
の
著
者
を
プ
レ
マ
l
ル
と
し
て
い
る
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と
い
う
。

〈

3
〉
本
警
が
プ
レ
マ
!
ル
の
著
作
か
否
か
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
『
儒
教

実
義
』
と
プ
レ
マ

i
ル
の
主
著
『
中
国
古
典
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト

教
教
理
の
痕
跡
』
と
の
、
漢
籍
引
用
番
目
を
比
較
す
る
方
法
が
あ
る
。

審
物
の
量
的
に
は
『
中
国
古
典
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
痕

跡
』
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
引
用
番
目
も
当
然
多
い
。
た
だ
、

円
儒
教
実
義
』
の
引
用
番
目
は
ほ
と
ん
ど
『
中
国
古
典
か
ら
抜
粋
さ
れ
た

キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
痕
跡
』
の
引
用
番
目
に
包
含
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
両
蓄
が
同
一
著
者
の
手
に
な
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。
と
り

わ
け
『
品
字
袋
』
と
い
う
審
物
が
再
審
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

注
意
さ
れ
る
。
清
の
成
徳
升
『
諮
戸
口
問
字
築
』
は
、
『
四
庫
提
要
』
「
小
学

類
、
存
目
」
に
よ
る
と
使
い
勝
手
の
惑
い
も
の
だ
っ
た
ら
し
く
、
あ
ま
り

利
用
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

(

4

)

。
フ
レ
マ

l
ル
の
宣
教
報
告
は
『
レ
ト
ル
・
エ
デ
ィ
ア
イ
ア
ン
』

ハ
t
U
5
2
2
5
8
門2

2
の
2
5
m
p
何
日
正
田
仏
2
5
3
0ロ
何

g
p

宮
岡
田
、
宮
円
台
。

Z
5
Z
5
Zロ
E
w
g
号

-mhogHVω
ぬ
ロ
円
。
含
示
的
5
J

2
Z
5
0問、

H
U
2
2
H寸
ONi
当
日
戸
〉
に
い
く
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
『
レ
ト
ル
・
エ
デ
ィ
ア
イ
ア
ン
』
の
中
国
関
係
書
簡
の
大
部
分
は
、

『
イ
エ
ズ
ス
会
土
中
国
書
簡
集

l
J
6
』
『
中
国
の
医
学
と
技
術
』
『
中

国
の
布
教
と
迫
害
』
(
い
ず
れ
も
矢
沢
利
彦
訳
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
〉
に
邦

訳
さ
れ
て
い
る
。

(
5
〉

2〈ぬ回汁山市吉田円山
2

目
玉
ロ
の
狂
言
対
仏
o
m
g命的。「円かけ
Fmw口出叫，
W
宮
内
山
2

mwDOFmwロ
ω
ロ〈門ぬ由。
r-ロ
OFpmw〈めの]円
σ-vHOLco-zop
仏
ぬ
印
公
u
M

内門ぬ印。
rFロ
0目的
ww

ハ
出

c
g刊
百
円
凶
官
〉
ロ
ロ
m
L
g
円山
0.]vrp{O印O日V
E
O
(
U
F芯
氏
。
ロ
ロ
my
町田町
5
H
∞U
1
m
w

・〉

本
警
は
も
と
も
と
一
七
二
五
年
に
ラ
テ
ン
語
で
執
筆
さ
れ
た
が
、
抄
本
の

ま
ま
で
震
か
れ
、
知
る
人
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
一
八
七
八
年
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
刊
行
以
後
の
こ
と
で

あ
る
。

(

6

)

以
上
に
つ
い
て
の
詳
述
は
、
完
・
亡
。
r
S
F
4
0印
巳
門
出
官
門
戸
mgw

(吋・巴・

(
U
-
F
A
U
F
2の
E
ロ
向
山
口
門
日
開
口
5-umwwuw
、H
d
σ
(
u
r山口
g
o
d
-

同

ν
同
-w

z・同・
HC記
・
〉
同
省
・

5
0
I
H
S
-
一
宮
-
c
o
E
O
H
U
耐
〉
明
広
三
日
出
門
主

巧
。
長
一
寸
Z

5

丘
一
位
向
。
町

HOmo
予
宏

MUhbgm一
。
∞
・
』
¥
(
の
-
r
S
F

Z
出
-UAU]mHrmH》ぷ
Y
=
F
w
何広同
O句。角川口

h
r
s
o
J
。
。
一
一
か
∞
ぬ
門
目
。
明
g
ーロの
mY

5

8
・)
8・
N仏
lNm-

に
あ
る
。
参
照
。

(
7
〉
こ
の
展
開
に
関
与
し
た
の
は
ア
タ
ナ
ジ
ウ
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ

l
、
ジ
ョ

ン
・
ウ
ェ
ッ
ブ
、
ル
イ
・
ル
・
コ
ン
ト
、
デ
ュ
・
ア
ル
ド
ら
で
あ
る
。
彼

ら
の
主
張
は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
は
省
略
に
し

た
が
う
。

(
8
〉
黄
帝
の
正
妃
媒
祖
の
こ
と
は
『
史
記
』
「
五
帝
本
紀
」
に
見
え
る
。

〈

9
)

プ
レ
マ

l
ル
は
こ
の
系
譜
を
一
覧
表
に
作
成
し
て
い
る
。
『
中
国
古

地
〈
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
痕
跡
』
匂
・

8
N・
参
照
。

(
羽
)
『
説
文
解
字
』
に
、
「
天
は
顔
な
り
。
至
高
無
上
。
一
大
に
払
う
」
と

あ
る
。

(
江
〉
『
易
』
「
議
」

(
ロ
)
『
尚
書
』
「
威
有
一
徳
」

(
日
)
『
毛
詩
』
「
周
頚
、
執
競
」

(
日
比
〉
こ
の
「
不
得
」
の
二
字
は
『
語
類
』
巻
七
九
に
よ
る
と
、
プ
レ
マ

1

ル
が
引
用
を
省
略
し
て
い
る
部
分
の
す
ぐ
上
の
文
に
懸
か
る
も
の
で
あ
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る
。
誤
読
に
よ
る
誤
引
で
あ
る
。
こ
の
「
不
得
」
を
飛
ば
し
て
も
意
は
通

ず
る
。
注
(
t
M

〉
参
照
。

ハ
日
)
以
上
は
塁
間
類
』
巻
七
九
を
省
略
引
用
し
て
い
る
。

〈
vm
〉
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
「
臼
く
」
は
、
プ
レ
マ

i
ル
に
よ
っ
て
大
分

表
現
が
節
略
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
、
ぴ
っ
た
り
と
し
た
対
応
は
見
い
だ

し
に
く
い
。
な
お
「
街
ぶ
こ
と
、
上
帝
の
心
に
在
り
」
は
、
雲
間
笠
間
』
「
免

日
」
の
「
徳
ぶ
こ
と
、
帝
の
心
に
在
り
」
に
よ
る
。

〈
ロ
)
『
大
学
或
問
』
の
「
天
下
の
物
に
至
り
て
は
、
別
ち
必
ず
各
お
の
所

以
然
の
故
と
、
其
の
所
当
然
の
期
と
有
り
。
い
わ
ゆ
る
理
な
り
」
と
「
天

道
流
行
し
、
造
化
発
育
す
。
凡
そ
有
声
色
貌
の
象
に
し
て
天
下
の
間
に
盈

つ
る
は
、
皆
物
な
り
。
既
に
是
の
物
有
れ
ば
別
ち
其
の
是
の
物
た
る
ゆ
え

ん
は
、
各
お
の
当
然
の
則
有
ら
ざ
る
無
く
、
己
む
容
ら
ざ
る
な
り
」
と
に

よ
る
。

〈
国
〉
『
朱
子
一
語
類
』
巻
一
の
「
か
く
の
ご
と
き
理
は
、
別
ち
只
だ
走
れ
浄

潔
空
闘
の
世
界
に
し
て
形
、
逃
無
し
。
他
は
却
っ
て
造
作
す
べ
か
ら
ず
」
の

咋

P
H台
。

ム
F
n
r
m
m

(
四
)
室
と
材
の
話
題
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
形
相
と
質
料
の
説
明
に
よ
く

使
わ
れ
る
た
と
え
で
あ
り
、
著
者
が
西
洋
哲
学
に
習
熟
し
て
い
る
こ
と
を

示
L
て
い
る
。

(
加
)
『
易
』
「
説
卦
伝
」

〈
幻
)
『
礼
記
』
「
郊
特
牲
」

〈
n〉
「
郊
社
の
札
、
上
帝
に
事
う
る
ゆ
え
ん
な
り
」
(
『
中
腐
』
十
九
章
)

(
お
〉
「
社
は
地
神
を
祭
る
な
り
。
后
土
を
言
わ
ざ
る
は
省
文
な
り
」
(
『
礼

記
』
「
中
庸
」
鄭
玄
在
V

(
筑
波
大
学
〉

く52) 


