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は

じ

め

木
稿
は
占
笈
が
儒
学
思
想
の
体
系
内
に
入
り
込
み
え
た
理
由
の
一
端
を
閥
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
来
、
占
筆
は
上
十
日
の
宗
教
的
儀
式
(
祭
紙
)

に
起
源
を

有
す
る
も
の
で
、

地
上
的
権
力
を
代
表
す
る

γ
ャ

l

マ
ン
と
し
て
の
王
が
箆
を
媒
介
と
し
て
天
上
の
権
威
に
関
与
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
原
型
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う

に
、
占
伏
広
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

の
呪
術
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
神
聖
な
も
の
と
す
る
観
念
は
、
人
格
神
的
天
の
権
威
が
人
間
の
思
惟
に
優
越
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
天
の
意
志
を
知
り
う
る
手
段
と
話
相
倣
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
成
立
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
方
の
推
定
で
は
遅
く
と
も
前
漢
中
期
あ
た
り
ま
で
に
は
制
作
者
が
孔
子
に
仮
託
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
『
易
伝
』
が
整
え
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て

爾
来
、

五
経
の
首
先
に
立
つ
こ
と
と
な
る
「
周
易
』
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

一
応
は
儒
家
的
思
惟
に
よ
る
合
理
的
・
論
理
的
解

釈
が
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
と
き
、

お
の
ず
か
ら
提
起
さ
れ
る
の
が
、

そ
も
そ
も
儒
学
的
倫
理
と
占
笈
の
本
質
と
は
両
立
す
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
う

し
た
問
題
を
考
究
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、
占
笈
と
儒
学
の
双
方
の
起
源
に
遡
っ
て
そ
の
本
質
を
解
明
す
る
と

い
う
こ
と
は
当
然
為
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
に
関
連
し
て
も
っ
と
も
示
唆
的
と
思
わ
れ
る
の
が
加
藤
常
賢
氏
の
如
下
の
指
摘
で
あ
る
。
氏
は
文
化
史
的
な
見
地
よ
り
、
神
権
政
治
の
担
任
者
と
し
て
の
拘
慢
の
宗

教
人
の
な
か
か
ら
純
粋
の
忍
祝
と
合
理
的
知
識
を
も
っ
祝
史
と
が
発
生
し
、
後
者
の
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
が
い
わ
ゆ
る
君
子
儒
で
、
孔
子
は
こ
の
系
統
に
属
す
る
一
人

(
1
)
 

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
披
涯
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
論
旨
は
、
儒
教
政
治
学
説
の
本
質
と
そ
の
思
想
史
的
意
味
を
遡
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
視
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明
日
初
伝
』
道
徳
論
に
お
け
る
占
笈
の
位
置

一O
八

点
は
儒
学
と
易
の
交
渉
・
連
関
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

か
か
る
指
摘
は
儒
学
思
想
と
の
連
関
の
理
由
を
、
焚
書
と
い
っ

た
偶
然
的
原
因
や
諸
学
派
と
の
抗
争
と
い
う
外
的
要
因
か
ら
導
出
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
進
ん
で
両
者
の
内
在
的
要
因
に
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
重
大
な
意
義

を
も
っ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
は
こ
う
し
た
点
を
詳
論
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
い
い
う
る
こ
と
は
儒
学
と
易
と
を
厳
し
く
峻
別
す
る
こ
と

か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

儒
家
的
倫
理
と
占
笈
の
本
質
と
い
う
一
見
相
容
れ
そ
う
に
な
い
問
題
は

『
易
伝
』

に
よ
る
易
の
体
系
化
の
過
程
に
お
い
て
回
避
で
き
な
か
っ
た
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
『
易
伝
』
の
論
理
体
系
の
骨
子
と
占
筆
の
位
置
づ
け
と
い
う
問
題
が
、

ま
ず
初
め

に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
最
初
に
問
題
に
し
た
い
点
は
、
上
古
に
お
い
て
呪
術
的
・
宗
教
的
儀
式
と
し
て
の
占
笈
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
た
天
観
念
(
天
道
観
)
が
、
春
秋
・
戦
国
の

時
代
を
経
て
、
合
理
的
思
惟
の
台
頭
に
よ
っ
て
如
何
に
変
貌
し
、
そ
の
こ
と
が
『
易
伝
』
の
論
理
体
系
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で

特
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
儒
学
思
想
の
み
な
ら
ず
お
よ
そ
諸
子
学
の
大
成
者
と
も
い
え
る
荷
子
で
あ
り
、
も
う

(
2
)
 

こ
と
の
多
い
繋
辞
伝
で
あ
る
。

方
で
『
易
伝
』
中
で
も
思
想
的
に
最
も
注
目
さ
れ
る

二
、
萄
子
の
天
道
観
と
繋
辞
伝
の
道

易
と
儒
家
と
の
関
連
を
問
題
に
す
る
と
き
、
先
秦
に
お
い
て
唯
一
易
に
論
及
し
た
初
子
の
思
想
を
避
け
て
と
お
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
念
の
た
め
羽
子
に
い

た
る
天
観
念
(
天
道
観
)

の
変
遷
に
つ
い
て
も
前
も
っ
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
の
一
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
自
然
の
運
行
や
と
き
な
ら
ぬ
天
変
地
異
は
瑞
祥
と
災
い
と
を
降
し
て
斗
一
昔
、き
政
事
を
勧
奨
す
る

人
格
神
的
天
の
風
貌
と
し
て
映
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
人
々
を
し
て
活
殺
自
在
に
過
す
る
威
厳
と
慈
愛
と
暴
力
に
満
ち
た

「
天
」
の
性
絡
は
、

期
待
や
絶
望
、
憧
景
と
畏
怖
な
ど
人
の
心
情
に
発
す
る
様
々
な
お
も
い
が
複
雑
に
錯
綜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
孔

子
の

と
旧
来
の
観
念
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

綱
島
栄
一
郎
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
孔
子
の
思
想
は
、

も
っ
ぱ

ら
天
に
注
が
れ
て
い
た
人
々
の
視
線
を
ひ
る
が
え
し
て
人
間
自
身
の
方
向
へ
と
転
回
し
、
人
格
神
的
天
か
ら
脱
却
す
る
偉
大
な
一
歩
を
し
る
し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
間
中

(
3〉

心
主
義
の
出
発
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
孔
子
の
「
天
」
は
、
「
天
、
徳
を
77
に
生
せ
り
」
(
述
而
〉
と
い
う
誌
に
あ
る
よ
う
に
、
端
的
に
い
う
な



ら
ば
道
徳
的
実
践
の
狼
拠
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
天
、
何
を
か
い
わ
ん
や
、

四
時
行
わ
れ
、

百
物
生
ず
、
天
、
何
を
か
い
わ
ん
や
'
一
(
陽
貨
)
と
も
述
べ
ら
れ
て
、
そ
の
内

突
は
自
然
現
象
の
背
後
に
あ
る
理
法
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
孔
子
の
人
間
中
心
主
義
の
思
想
を
継
承
し
た
孟
子
は
、
人
間

の
内
面
を
よ
り
い
っ
そ
う
掘
り
下
げ
る
方
向
に
意
を
用
い
た
。

「
そ
の
心
を
尽
す
者
は
、

そ
の
性
を
知
る
な
り
。
そ
の
性
を
知
れ
ば
則
ち
天
を
知
ら
ん
。
」
(
尽
心
・上
)
と

い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
孟
子
の
中
心
思
想
が
、
心
I

性
l

天
の
一
貫
せ
る
体
系
に
あ
り
、

し
か
も
そ
の
「
天
」
は
、
内
省
的
探
求
を
通
し
て
到
達
し
う
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
関
心
を
人
間
主
体
の
内
面
に
集
中
さ
せ
、
そ
こ
に
発
し
て
政
治
及
び
倫
理
思
想
の
領
域
に
独
自
の
思
想
を
開
拓
し
た
反
郎
、
孟
子

は
白
然
観
な
い
し
宇
宙
論
に
お
い
て
は
特
に
注
目
す
べ
き
展
開
を
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
孔

・
孟
の
「
天
」
は
道
徳
の
根
拠
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
理
法
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
・
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
傾
向
を
一
層
押
し
進
め

る
か
た
ち
で
よ
り
整
合
的
な
自
然
観
(
宇
宙
論
)

へ
と
展
開
し
た
の
が
荷
子
で
あ
っ
た
。
賢
言
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
、
上
古
に
お
け
る
有
意
志
天
の
風
貌
を
留
め
る
も

の
は
背
子
の
思
想
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
。
次
の
一
一
節
は
そ
れ
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。

列
星
随
施
し
、

日
月
逓
昭
し
、

四
時
代
御
し
、
陰
陽
大
化
し
、
風
雨
博
施
す
。
万
物
各
々
そ
の
和
を
得
て
も
っ
て
生
じ
、
各
々
そ
の
養
を
得
て
も
っ
て
成
る
。
そ
の

事
を
見
さ
ず
し
て
そ
の
功
を
見
す
。
そ
れ
是
を
神
と
謂
う
。
皆
そ
の
成
る
所
以
を
知
る
も
、
そ
の
無
形
を
知
る
な
し
。
そ
れ
是
を
天
と
い
う
。
(
天
論
〉

荷
子
に
よ
れ
ば
、
八
万
物
は
ど
れ
も
自
然
の
調
和
を
得
て
生
ま
れ
涌
養
を
得
て
成
長
す
る
。
自
然
の
こ
う
し
た
作
用
は
そ
の
事
由
が
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
成
育
の
結

果
は
歴
然
と
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
正
体
の
は
っ
き
り
し
な
い
造
化
の
妙
が
「
神
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
誰
し
も
万
物
の
成
育
の
原
因
が
こ
の
造
化
の
妙
に
あ
る
こ
と
は

理
解
で
き
る
が
、
形
に
現
わ
れ
な
い
そ
の
正
体
は
つ
い
に
解
ら
な
い
。
こ
う
し
た
無
形
の
も
の
が
「
天
」
で
あ
る
〉
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
神
」
、
「
天
」
と
は
、
造
化

の
妙
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
自
然
界
(
万
物
)

の
自
生

・
自
化
・
自
転
を
指
し
て
い

る
。
そ
の
作
用
を
捉
え
て
「
神
」
と
い
い
、

形
象

・
定
休

が
無
い
こ
と
に
嘱
目
し
て
「
天
」
と
呼
称
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
高
子
の
い
う
天
(
神
)
は
単
な
る
「
自
然
」
な
い
し
「
自
然
現
象
」
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
ば
で
は
な
く
、
「
天
行
常
な
り
」
、
「
天
に
常
道
あ
り
」
(
共
に
天

論
)
と
あ
る
よ
う
に
、
道
即
ち
法
則
性
を
内
包
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
道
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、

「
大
道
な
る
も
の
は
、
万
物
を
変
化
遂
成
す
る
所
以
な
り
」
(
亥
公
)
と

も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
天
行
す
な
わ
ち
自
然
の
運
行
に

一
貫
せ
る
法
則
に
随
順
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
万
物
は
そ
の
成
育
・

発
展
を
遂
げ
う
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
法

則
性
こ
そ
万
物
の
変
化
遂
成
の
真
因
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
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吋
白
初
伝
』
の
道
徳
論
に
お
け
る
占
箆
の
位
置

二
O

以
上
の
所
論
を
総
合
す
れ
ば
、
郭
沫
若
氏
が
痢
限
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ヨ
旬
子
』
の
「
天
」
、
「
神
」
、
「
道
い
の
三
者
を
し
て
一
体
と
君
倣
す
こ
と
は
概
ね
首
肯
さ

〈

4
)

れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
勝
義
に
い
う
な
ら
ば
、
前
記
の
三
者
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
の
当
体
は
、
万
物
の
自
生
・
自
化
・
自
転
で
あ
り
、
そ
れ
が
畢
寛
す
る
と
こ
ろ

無
形
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
実
体
的
に
擬
ら
え
て
「
天
」
と
い
い
、
作
用
(
は
た
ら
き
)
に
嘱
目
し
て
「
神
」
と
い
う
、

そ
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
に
法
則
性
を
認
め

て
「
道
」
と
称
す
る
、
!
と
い
う
の
が
翌
旬
子
』
に
み
与
え
る
天
道
観
の
大
要
で
あ
る
。

一
偏
為
り
」
と
あ
り
、

同

}

よ

」

J

、

・t
i
J
J
1
L

」
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
は
『
荷
子
』
天
論
に
、
「
万
物
は
道
の

道
が
天
地
自
然
と
同
義
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

梁
啓
雄
氏
は
『
荷
子
筒
釈
』
の
中
で
、
ヨ
伺
子
』
中
の
道
の
多
く
が
道
理
な
い
し
道
術
を

指
す
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
「
大
自
然
」
を
意
味
す
る
旨
を
開
陳
し
て
お
ら
れ
る
(
「
天
論
」
注
〉
。
こ
の
こ
と
は
、
『
荷
子
』
の
天
道
観
の
全
容
を
知
る
う
え
で
重
要
な

指
摘
で
あ
り
、
以
下
に
論
じ
よ
う
と
す
る
繋
辞
伝
に
、
「
変
化
の
道
を
知
る
も
の
は
、
そ
れ
神
の
為
す
と
こ
ろ
を
知
る
か
」
(
上
・
九
章
、
章
分
け
は
『
周
易
正
義
』
に
よ

る
)
と
あ
っ
て
、
変
化
と
道
即
ち
理
法
と
が
裁
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
と
は
事
情
が
異
な
り
、

『
有
子
』
に
お
い
て
は
万
物
の
運
動
・
変
化
に
お
け
る
理
法
性
が
繋
辞

伝
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
所
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
次
の
一
段
に
開
陳
さ
れ
た
『
易
伝
』
の
自
然
観
が
布
子
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
余
地
が
な
い
。

神
な
る
も
の
は
万
物
に
妙
に
し
て
言
を
為
す
も
の
な
り
。
万
物
を
動
か
す
も
の
は
宮
よ
り
疾
き
は
な
し
。
万
物
を
協
同
む
る
も
の
は
風
よ
り
疾
き
は
な
し
。
・
:
:
故
に

こ・
ι
J
?
ζ

水
火
相
い
逮
び
、
宮
風
相
い
惇
ら
ず
、
山
沢
気
を
通
じ
、
然
る
後
能
く
変
化
し
、
既
く
万
物
を
成
す
な
り
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
神
」
の
概
念
は
先
に
述
べ
た
『
荷
子
』
の
そ
れ
と
全
く
符
合
す
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
『
布
子
』
の
焼
き
直
し
と
み

る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
正
鵠
を
得
た
見
解
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
詮
索
は
と
も
か
く
、

こ
の
「
道
」
の
術
語
に
よ
っ
て
す
で
に
自
然
思
想
の
発
展
が
『
易

伝
』
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
題
の
天
道
観
の
検
討
に
入
ろ
う
。
繋
辞
伝
に
、
「
一
陰
一
陽
、
こ
れ
を
道
と
い
う
」
(
上
・
四
章
〉
と
あ
り
、
古
来
よ
り
道
の
中
心
思
想
が
そ
こ
に
あ
る
と

さ
れ
、
従
来
か
ら
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
陰
陽
に
よ
る
説
明
は
従
来
の
儒
家
思
想
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
高
調
さ
れ
る
と
と
の
な
か
っ
た
思
惟
で

あ
る
。
陰
陽
論
が
儒
家
思
想
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
『
易
伝
』
に
即
し
て
み
る
と
こ
ろ
、
人
倫
的
世
界
を
越
え
出
て
宇
宙
論
に
ま
で
そ
の
考
察
の
範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と

に
あ
る
。
賛
言
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
、
人
間
界
を
含
め
た
世
界
の
万
物
を
相
対
な
し
い
相
待
の
相
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
が
陰
陽
論
の
基
本
で
あ
り
、
こ
れ

は
中
国
に
固
有
の
世
界
観
で
あ
る
。
天
地
・
日
月
・
寒
暑
・
終
始
・
男
女
・
生
死
・
盛
衰
・
関
関
な
ど
、
こ
れ
ら
対
句
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
事
象
は
、

一
見
し
た
と



こ
ろ
対
立
的
に
み
え
な
が
ら
突
は
相
待
的
で
あ
り
互
い
が
互
い
の
成
立
図
と
な
る
。
こ
う
し
た
対
待
的
構
造
に
お
い
て
存
在
し
運
動
じ
て
い
る
宇
宙
の
実
相
を
、
陰
陽
二

気
の
作
用
、
即
ち
積
極
(
陽
)
と
消
極
(
陰
)
と
に
当
て
恨
め
、
こ
の
二
気
を
宇
宙
の
最
小
の
構
成
要
素
と
し
て
捉
え
る
と
共
に
、

一
切
の
存
在
・
運
動
の
象
徴
と
君
倣

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
生
成
・
変
化
・
運
動
は
陰
か
ら
陽
へ
、
陽
か
ら
陰
へ
と
い
う
循
環
交
替
の
図
式
(
型
)

に
若
て
取
る
の
が
陰
陽
論
の
根
幹
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
道
は
か
か
る
図
式
、
即
ち
理
法
(
す
じ
み
ち
)

の
拐
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陰
陽
そ
の
も
の
は
不
断
の
変
化
で
あ
る
が
、

そ
の
変
化
の
型
つ
ま
り
交
替
・
循
環
の

図
式
即
ち
、
道
は
一
般
的
・
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
と
お
り
『
易
伝
』
に
お
い
て
は
道
の
理
法
的
性
格
は
き
わ
め
て
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
の
論
旨
を
、
「
形
而
上
な
る
も
の
、
こ
れ
を
道
と
い
い
、
形
而
下
な
る
も
の
、
こ
れ
を
器
と
い
う
」
(
同
伝
・
上
・
十
二
章
)

の
一
文
を
も
と
に
、
別
の
視
座
か
ら

展
開
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
、
べ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
す
で
に
自
明
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

一
切
の
万
物
の
変
化
は
、
物
・
事
の
区
別
な
く
畢
覚
す
る
と
こ
ろ
陰
陽
二

気
の
消
長
と
さ
れ
、
気
の
積
楽
と
事
物
の
表
出
と
は
全
く
同
義
と
看
倣
さ
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
器
と
は
、
気
の
積
集
の
極
で
あ
り
、
万
物
を
意
味
す
る
。
個
々
の
具
な
る

属
性
を
捨
象
し
た
「
有
」
即
ち
物
一
般
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

無
制
約
的
全
体
者
が
「
形
而
上
者
」
即
ち
「
道
」
で
あ
り
、
『
布
子
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
無
形
」

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
道
は
一
切
の
物
質
性
に
か
か
る
形
象
を
捨
象
し
た
無
制
約
者
、

つ
ま
り
普
遍
的
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

繋
辞
伝
に
、
「
易
の
書
た
る
や
広
大

悉
く
そ
な
わ
る
。
天
道
あ
り
、
人
道
あ
り
、
地
道
あ
り
。
一
二
材
を
兼
ね
て
こ
れ
を
雨
に
す
。
放
に
六
。

六
は
ほ
か
に
あ
ら
ず
。

三
材
の
道
な
り
」
(
同
・
下
・
八
章
V

と

あ
る
の
ば
そ
の
証
左
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
道
は
、

天
・
地
・
人
に
一
貫
せ
る
理
法
と
し
て
定
立
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
天
道
、
地
道
、
人
道
の
呼
称
は
道
と

い
う
普
遍
的
全
体
を
異
な
る
視
角
か
ら
と
ら
え
た
い
わ
ば
限
定
的
要
現
で
あ
り
、
道
が
天
・
地
・
人
な
る
個
別
相
に
投
影
さ
れ
た
す
が
た
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
外
的
自
然
の
威
力
の
反
映
と
し
て
絶
対
的
権
威
を
付
与
さ
れ
た
「
天
」

の
人
格
神
的
性
格
は
も
は
や
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
易
伝
』

に
お
い
て
も
、
「
天
」

と
い
う
術
語
は
ほ
依
用
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
格
神
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
・
乾
・
陽
と
地
・
坤
・
陰
と
は
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
密
接
に
関
連
す
る
語

と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
天
道
と
人
道

太
古
の
昔
そ
の
猛
威
に
よ
っ
て
人
々
を
圧
倒
し
た
有
意
志
的
天
の
本
質
は
、
万
物
の
自
生
・
自
化
・
自
転
と
し
て
新
た
な
角
度
か
ら
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
背
景
に
は
、
天
文
暦
法
に
代
表
さ
れ
る
自
然
思
想
の
深
ま
り
と
い
う
こ
と
が
た
だ
ち
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
相
表
裏
し
て
人
間
主
体
に
対
す
る
覚
醒
と
い
う
点

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号



道
徳
町
易
伝
』
占
笈
論
に
お
け
る
の
位
置

も
ま
た
鹿
視
で
き
な
い
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
思
想
的
傾
向
は
、
要
す
る
に
、

い
わ
ば
人
の
理
性
的
思
惟
に
信
頼
を
霞
く
も
の
で
あ
る
か

ら
、
中
国
思
想
史
に
お
け
る
合
理
主
義
の
展
開
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
孔
子
に
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
合
理
主
義
・
人
間
中
心
主
義
の
萌
芽
は
、
布
子
に
い
た
っ
て
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
荷
子
は
雨
乞
い
と

し
て
雨
が
降
る
の
は
ど
う
し
て
か
ら
詰
問
さ
れ
、
「
な
に
も
理
由
は
な
い
、
雨
乞
い
せ
ず
し
て
雨
が
降
る
の
と
お
な
じ
だ
」
と
答
え
て
い
る
。

ま
た
、
「
天
は
人
が
索
、
さ
を

嫌
う
か
ら
と
い
っ
て
冬
を
や
め
な
い
」
と
い
い
、
天
変
地
異
に
つ
い
て
、
「
陰
陽
(
自
然
〉
の
変
化
で
あ
っ
て
、
め
っ
た
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
も
い
い
、
し
た
が

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

に
従
っ
て
そ
の
偉
大
さ
を
誉
め
讃
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
れ
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
」
(
以
上
「
天
論
」
)
と
さ
え
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、

か
か
る
荷
子
思
想
の
重
要
な
骨
子
は
「
天
人
の
分
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
人
為
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
板
野
長
八
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
荷
子
に
お
い
て
も
孔
孟
と
同
様
に
人
の
世
界
は
天
の
下
に
設
定
さ
れ
、
人
道
も
ま
た
天
道
の
下

に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ず
、
天
な
い
し
天
道
の
下
に
お
け
る
人
為
・
人
道
の
意
義
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
ま
た
、
こ
う
し
た

(
5〉

郁
子
の
思
想
が
人
為
を
否
定
し
て
天
道
に
復
帰
・
冥
合
し
た
老
荘
へ
の
批
判
を
と
お
し
て
得
ら
守
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
本
稿

の
考
察
の
範
関
を
著
し
く
逸
脱
す
る
の
で
差
し
控
え
る
が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
点
は
、
氏
の
重
要
な
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
郁
子
が
天
人
の
分
を
強
調
す
る
こ

と
で
従
来
の
儒
家
思
想
の
領
域
に
と
ど
ま
る
の
と
は
異
な
り
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
繋
辞
伝
は
明
確
に
人
道
の
根
拠
を
天
道
に
置
く
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
「
一
陰
一
陽
之
謂
道
」
に
続
く
次
の
一
節
で
あ
る
。

」
れ
を
継
ぐ
も
の
は
善
な
り
。
こ
れ
を
成
す
も
の
は
性
な
り
。

こ
れ
を
見
て
こ
れ
を
仁
と
謂
い
、
知
者
こ
れ
を
見
て
こ
れ
を
知
と
謂
う
。
一
百
姓
は
日
用
し
て
知

ら
ず
。
故
に
君
子
の
道
す
く
な
し
。

(
間
伝
・
上
・
第
四
章
)

し
ば
ら
く
百
川
易
正
義
』

に
従
っ
て
解
釈
す
る
と
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
主
旨
は
、
八
万
物
の
在
る
あ
り
か
た

(
理
法
)

に
従
う
こ
と
が
普
で
あ
り
。
そ
れ
を
行
な

い
う
る
の
は
人
に
具
有
す
る
本
性
に
よ
る
〉
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
一
段
は
古
来
か
ら
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
、

み
る
視
点
に
よ
っ
て
は
そ
れ
だ
け
多

く
の
敷
街
的
理
解
が
可
能
で
あ
る
う
。

た
だ
し
、
こ
の
一
段
の
趣
意
が
儒
家
思
想
の
系
譜
に
還
元
さ
れ
、
そ
れ
が
思
想
史
的
に
如
何
な
る
意
義
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
が

(
6〉

こ
こ
で
究
明
さ
れ
る
べ
き
当
面
の
課
題
と
な
ろ
う
。

は
じ
め
に
、
「
継
之
者
善
也
」
に
着
目
し
よ
う
。
「
之
」
は
「
道
」
を
指
示
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
は
道
が
人
の
善
悪
を
弁
別
す
る
普
遍
的
価
値
尺
度
で
あ
る
と
さ
れ
て



い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
徳
的
善
悪
が
普
遍
的
原
理
に
基
づ
く
と
同
時
に
、
継
承
す
る
(
)
継
ぐ
と
い
う
人
間
の
実
践
を
経
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
含
意
し
て

い
る
。
こ
の
『
繋
辞
伝
』
の
一
文
は
、
孔
子
を
も
っ
て
哨
矢
と
す
る
初
期
儒
家
思
想
の
実
践
的
性
格
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
こ
の
点
を
よ
り
押
し
進
め
て
道
徳
的
実
践
在

普
遍
的
原
理
(
道
)

と
明
確
に
接
合
し
た
こ
と
に
お
い
て
思
想
史
的
に
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
前
節
の
所
論
と
も
関
連
す
る
が
、
布
子
に
い
た
っ
て
な
お
「
天
人

の
分
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
深
意
は
別
と
し
て
、
字
句
の
上
か
ら
は
人
の
道
徳
的
実
践
の
基
準
に
関
し
て
、
上
文
ほ
ど
明
確
な
言
及
は
み
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

次
に
、

こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
成
之
者
性
他
」
の
考
察
に
移
ろ
う
。
儒
家
の
立
場
か
ら
ご
く
総
括
的
に
い
え
ば
、
「
性
」
は
「
天
」
の
賦
す
る
と
こ
ろ
、

つ
ま
り
天
性
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
子
思
の
作
と
さ
れ
る
『
中
尉
』
の
「
天
の
命
ず
る
、
こ
れ
を
性
と
い
い
、
性
に
率
う
、
こ
れ
を
道
と
い
う
一
(
第
二
三
と
い
う
有
名
な
章
句
は
、
「
夫
」

の
、
人
に
お
け
る
所
産
が
性
で
あ
り
、
そ
の
性
こ
そ
が
「
道
」
に
い
た
る
出
発
点
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
す
で
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
孟

子
に
「
そ
の
心
を
尽
く
せ
ば
そ
の
性
を
知
る
な
り
。
そ
の
性
を
知
れ
ば
則
ち
天
を
知
ら
ん
」
と
あ
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
要
す
る
に
、
性
と
は
い
わ
ば
人
の

生
地
で
あ
り
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
人
間
主
体
に
内
在
す
る
普
遍
的
「
天
」
の
存
在
相
で
あ
る
と
い
え
る
。
ー
し
た
が
っ
て
、
孟
子
の
思
想
に
お
い
て
は
「
天
」
は
自
己
の

性
を
つ
き
つ
め
た
と
こ
ろ
に
、

換
言
す
れ
ば
、

内
省
的
研
績
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
し
う
る
も
の
と
な
る
。

孟
子
は
、

そ
の
当
体
に
つ
レ
て
は
明
言
し
て
い
な
い

が
、
『
繋
辞
伝
』
に
お
い
て
は
そ
れ
(
天
1
天
道
)

が
陰
陽
の
交
替
・
循
環
の
諸
相
の
な
か
に
顕
現
し
、

人
を
も
含
め
た
万
物
を
通
賞
す
る
理
法
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
儒
学
の
み
な
ら
ず
中
国
思
想
全
般
に
お
い
て
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、

お
よ
そ
性
が
直
ち
に
悪
に
結
び
つ
く
こ
と
は
な
く
、
善
な
い
し
善
へ
の
志
向
性

を
内
包
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
す
れ
ば
、
こ
こ
で
右
子
の
い
わ
ゆ
る
性
悪
説
が
問
題
に
な
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
荷
子
は
、
「
人
の
性
は
悪
に
し
て
、

そ
の
諮
問
な
る
も
の

は
偽
な
り
」
(
性
悪
)
と
述
、
ベ
て
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
「
人
性
」
を
悪
と
断
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
荷
子
の
主

意
は
人
性
を
そ
の
ま
ま
に
無
作
為
に
放
置
し
て
お
け
ば
悪
に
傾
斜
す
る
と
い
う
傾
向
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
偽
」
す
な
わ
ち
後
天
的
努
力
を
強
調
せ
ん
が

た
め
の
修
辞
的
誇
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
お
よ
そ
性
な
る
も
の
は
天
の
就
せ
る
な
り
」
(
向
上
)
と
あ
っ
て
、
「
性
」
は
諮
問
も
不
善
も
な
い
自
然
的
造

化
の
所
産
と
さ
れ
、

し
か
も
「
性
な
る
も
の
は
、
本
始
材
朴
な
り
」
(
礼
論
)
と
も
い
わ
れ
、
性
が
師
法
・
礼
教
に
よ
る
教
化
の
素
材
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
-
証
左

で
あ
る
。
『
荷
子
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
性
」

と
い
え
ど
も
普
へ
の
志
向
性
を
内
包
す
る
と
さ
れ
る
点
に
お
い
て
は
、

伝
統
的
儒
化
思
想
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
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な
い
こ
と
は
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
性
に
関
連
し
て
命
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
命
」
な
い
し
「
天
命
」
の
原
初
的
意
味
は
、
「
天
」
が
人
間
に
か

る
べ
し
と
命

じ
る
と
こ
ろ
の
、
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
天
」
が
人
格
神
的
色
彩
を
払
拭
す
る
に
つ
れ
て
必
然
的
に
そ
の
意
義
を
変
じ
、

人
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
獲
得
さ

る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
'
は
説
卦
伝
に
、
「
昔
は
聖
人
の
臼
却
を
作
す
や
、
将
に
も
っ
て
性
命
の
理
に
順
わ
ん
と
す
」
と
あ
っ
て
、
「
性
命
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

学
流
の
解
釈
に
従
え
ば
、
性
は
入
に
内
在
す
る
天
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
端
的
に
道
な
し
理
と
い
い
換
え
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
内
在
的
・
一

般
的
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
繋
辞
伝
に
「
楽
天
知
命
、
故
不
憂
」
(
上
・
四
章
〉
と
あ
り
、
漢
詩
特
有
の
い
い
ま
わ
し
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
天
命
を
知
り
す
な
お
に

従
順
す
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
繋
辞
伝
に
限
ら
ず
『
易
伝
』
を
通
じ
て
「
命
」
の
意
味
は
暖
昧
で
あ
る
が
、
右
の
一
文
か
ら
み
る
と
こ
ろ
森
一
ニ
樹
三

〈

7
)

郎
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
「
命
」
は
運
命
と
解
釈
す
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
命
」
に
関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
と
難
し
い
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、

軽
言
す
る
こ
と
は

は
ば
か
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
の
用
例
に
お
い
て
も
運
命
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
運
命
と
い
う
か
ぎ
り
は
、
外
在
的
事
象
に
よ
っ

て

の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
個
々
の
入
に
と
っ
て
は
個
別
的
か
つ
非
共
時
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
看
倣
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
仮
に
『
易
伝
』
の
「
命
」
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
『
易
伝
』
に
お
い
て
「
性
」
之
ど
と
は
そ
れ
ぞ
れ
「
天
」
(
天
道
〉
の
一
般
性
と
個
別
性

(
8
)
 

を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
説
卦
伝
に
、
「
変
を
陰
陽
に
観
て
卦
を
立
て
、

剛
柔
を
発
揮
し
て
交
を
生
じ
、

道
徳
に
和
服
し
て
義
を
理
め
、
浬
を
窮
め
性
を
尽
く

し
も
っ
て
命
に
い
た
る
」
(
第
一
章
〉
と
あ
る
の
も
、
主
旨
と
し
て
は
、
万
物
の
理
、
人
の
性
を
一
貫
し
て
い
る
道
理
を
窮
め
る
こ
と
〈
原
富
男
氏
の
い
わ
れ
る
「
裁
成
」
、

前
掲
盟
国
、
向
前
)

に
お
い
て
、
同
時
に
天
命
す
な
わ
ち
時
宜
の
理
を
外
れ
な
い
こ
と
を
開
陳
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
性
を
裁
成
し
命
に
い
た
る
契
機
、
が
占
笈
に
か

か
る
得
卦
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
自
己
に
内
在
す
る
天
性
を
窮
め
て
道
の
継
承
に
参
与
す
る

(
な
い
し
、
命
に
い
た
る
)

」
と
は
、

誰
に
と
っ
て
も
等
し
く
容
易
な
の
か
と
い
う
と
、

繋
辞
伝

は
、
こ
れ
に
対
し
て
必
ず
し
も
肯
定
的
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
上
文
の
意
を
受
け
て
、

「
仁
者
見
之
謂
之
仁
」
以
下
に
お
い
て
、

仁
・
知
の
徳
を
有
す
る
者
で
す
ら
、

道
の
一
隅
を
も
っ
て
そ
の
全
体
と
着
倣
し
て
い
る
、

ま
し
て
市
井
一
般
の
人
々
に
い
た
っ
て
は
、

日
常
の
生
活
の
な
か
で
道
の
恩
恵
に
浴
し
な
が
ら
道
に
即
し
て
あ
る
こ

と
を
自
覚
し
な
い
、

し
た
が
っ
て
、
君
子
の
道
は
す
く
な
い
、
ー
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。

」
こ
で
ま
ず
、
仁
を
知
と
対
置
し
、

し
か
も
そ
の
う
え
に
「
道
」
と



い
う
上
位
概
念
を
泣
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
司
論
語
』
に
お
い
て
も
仁
・
知
は
し
ば
し
ば
一
官
接
な
関
係
に
あ
る
徳
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、

こ
れ
ら
を
道
の
一
隅
と
す
る
考
え
方
は
繋
辞
伝
に
特
徴
的
な
思
惟
で
あ
る
。
武
内
義
雄
氏
が
す
で
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
論
訪
問
』
に
、

に
好
ん
で
学
を
好
ま

公
)
と
い
い
、 そ

の
弊
や
愚
」
(
陽
貨
)
と
あ
り
、
あ
る
い
は
、
「
知
こ
れ
に
及
ぶ
も
仁
こ
れ
を
守
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
得
る
と
い
え
ど
も
、
必
ず
こ
れ
を
失
う
ー
一

(
り
)

両
者
が
「
畢
寛
一
つ
の
精
神
活
動
の
雨
前
」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
総
括
し
て
仁
と
呼
ば
れ
る
。
「
苔
が
道
は
一
も
っ
て
こ
れ
を
貫
く
」

ざ
れ
ば
、

(
盟
仁
)
と
あ
る
孔
子
の

を
解
し
て
、
曲
目
子
が

の
道
は
忠
恕
の
み
」
〈
向
上
)
と
述
べ
、
こ
こ
に
い
う
忠
恕
が
ま
さ
し
く
仁
の
内
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て

も
、
孔
子
の
い
う
道
は
仁
道
す
な
わ
ち
仁
と
い
う
道
徳
的
理
念
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
道
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

の
根
拠
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
天
に
帰
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
天
を
自
然
的
理
法
と
解
釈
す
れ
ば
、
論
理
的
に
は
自
然
的
理
法

か
ら
人
倫
的
理
法
(
人
道
)
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
繋
辞
伝
の
論
理
栴

造
と
も
符
合
す
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
孔
孟
思
想
に
お
い
て
は
そ
れ
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
で
は
、

に
お
い
て
す
で
に
触
れ
た
。

た
だ
し
そ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
「
道
と
は
天
の
道
に
あ
ら
ず
、

に
お
い
て
は
ど
う
か
。
天
道
観
に
つ
い
て
は
第
一
節

地
の
道
に
あ
ら
ず
、
人
の
道
う
所
以
に
し
て
、
君
子
の
道
う
と
こ
ろ

な
り
」

(
儒
効
)
と
あ
り
、

し
か
も

「
礼
な
る
も
の
は
人
道
の
極
な
り
」

(
礼
論
)
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
惟
は
、
「
天
道
遠
く
、

人
道
迦
し
」

(
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
八
年
)
と
述
べ
た
鄭
の
子
産
の
立
場
と
お
な
じ
で
あ
り
、

(ω) 

い
よ
う
。
し
か
も
、
萄
子
は
自
然
(
天
)
と
人
為
と
を
一
応
は
分
離
し
た
か
ら
繋
辞
伝
は
い
う
に
及
ば
ず
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
道
家
思
想
と
も
基
調
を
全
く

(
日
)

異
に
し
て
い
る
。

高
子
の
関
心
が
自
然
に
は
な
く
し
て
、

む
し
ろ
政
治
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

こ
の
よ
う
に
、

繋
辞
伝
に
い
う
道
は
、

先
秦
の
儒
学
に
散
見
す
る
人
倫
の
領
域
に
限
定
さ
れ
た
道
の
概
念
に
比
し
て
、

包
括
的
で
か
つ
整
合
的
で
あ

り
、
こ
の
と
こ
ろ
が
宇
宙
論
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
展
開
を
知
る
重
要
な
り
手
掛
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
仁
・
知
が
道
の

隅
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
仁
者
・
知
者
と
は
別
に
、

い
う
な
れ
ば
全
徳
者
の
存
在
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
君

子
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仁
、
知
の
徳
者
の
さ
ら
に
上
位
に
位
置
す
る
全
徳
の
人
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

の
道
」
と
は
、
自
己
の
本
性
を
深
く
窮
め
自
然
の
理
法
を

諦
観
し
、
こ
れ
に
つ
き
従
っ
て
い
く
全
徳
者
に
よ
っ
て
現
実
・
具
体
の
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
理
法
(
道
)

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
フ
て
そ
れ
は
、
形
而
上
的
道

(
天
道
)
が
形
而
下
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
姿
(
人
道
)
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
君
子
」
は
、
庶
人
に
相
対
し
て
階
層
的
区
別
に
表
す
も
の
で
は
な

く
、
小
人
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
人
道
を
身
に
負
う
た
有
徳
者
の
最
た
る
道
徳
的
実
践
者
の
呼
称
で
あ
る
と
い
え
る
。

ち
な
み
に
、
古
来
よ
り
中
国
思
想
、
と
り
わ
け
儒
家
思
想
に
お
い
て
は
実
践
を
重
要
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
設
問
諾
』
に
、
「
子
日
く
、
人
能
く
道
を
弘
む
。
道
の
人
を
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一
一
六

弘
む
る
に
あ
ら
ず
」
(
衛
霊
公
〉
と
い
う
。
も
っ
と
も
道
徳
の
問
題
は
畢
克
実
践
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
傾
向
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。

こ
の
立
場

は
繋
辞
伝
に
お
い
て
、
「
荷
し
く
も
其
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

山場、

虚
し
く
行
わ
れ
ず
」
(
下
・
七
章
〉
と
い
っ
た
の
語
句
に
み
え
る
し
、
今
日
で
も
広
く
謄
突
す
る
、
一

l

こ

れ
を
名
山
に
蔵
し
、
こ
れ
を
其
人
に
伝
う
」
(
価
値
あ
る
も
の
は
大
切
に
し
ま
っ
て
お
き
、

し
か
る
べ
き
人
に
伝
え
る
)
と
い
っ
た
訓
告
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。

実
践
の
重

視
と
い
う
こ
と
は
民
族
的
精
神
を
一
貫
す
る
支
柱
で
あ
り
、

し
か
も
、
主
体
性
の
故
に
個
別
的
で
あ
る
実
跡
的
行
為
は
、
君
子
と
い
う
理
想
的
人
格
に
よ
っ
て
そ
の
指
標

(ロ〉

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
中
庸
』
に
道
を
味
覚
に
た
と
え
て
、
飲
食
し
な
い
者
は
い
な
い
が
真
に
味
を
知
る
者
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
わ
守
れ
て
お
り
、

そ
の
主
意
は
こ
の
一
段
の
意
と
も
通
底
す
る
で
あ
ろ
う
。

四
、
吋
易
伝
b

に
お
け
る
占
冠
の
位
置

こ
れ
ま
で
の
所
論
を
緩
め
る
と
、
『
易
伝
』
に
お
い
て
は
股
周
以
来
の
天
観
念
は
す
で
に
失
わ
れ
、

代
わ
っ
て

の
思
想
を
そ
の
を
根
幹
と
し
、

人
間
存
在
の
主

体
的
・
自
覚
的
な
営
為
に
重
点
を
お
く
思
想
体
系
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
占
箆
に
対
し
て
も
宗
教
的
権
威
に
代
わ

る
新
た
な
る
理
論
付
け
を
迫
る
に
至
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

は
じ
め
に
、
司
易
伝
』
が
点
筆
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
か
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、

繋
辞
伝
は
、
「
易
は
、
天
地
に
準
ず
。

投
に
、

能
く
天
地
の
道
を
嬬
給

す
」
〈
上
・

と
い
う
。
世
界
の
生
成
・
変
化
・
運
動
の
内
に
一
貫
せ
る
道
を
措
定
す
る
こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た
。

し
か
も
、
こ
こ
で
は
易
が
天
地
自
然
(
宇
宙
)

の
生
成
・
変
化
の
動
態
に
準
拠
す
る
こ
と
で
道
を
包
摂
す
る
、

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
節
で
所
見
の
、
「
易
之
為
書
也
、
広
大
悉
備
、
有
天
道
駕
、

有
人
道
駕
、
有
地
道
駕
、
兼
一
一
一
材
而
両
之
、
故
六
、
六
者
非
官
也
、
一
一
一
材
之
道
也
」
と
あ
る
画
卦
の
説
明
と
同
一
の
思
惟
で
あ
る
。

い
わ
ば
易
と
天
地
と
を
斉
向
と
君
倣

す
考
え
方
が
こ
こ
に
一
ポ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
易
l

天
地
斉
向
説
の
根
拠
が
こ
れ
に
続
く
、
「
仰
ぎ
て
も
っ
て
天
文
を
観
、

た

ず

か

え

故
に
幽
明
の
故
を
知
る
。
始
め
を
原
ね
終
り
に
反
る
。
故
に
死
生
の
説
を
知
る
」
〈
向
上
〉
と
い
う
一
段
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
易
は
、
〈
天
文
・
地
理
、

備
し
で
も
っ
て
地
理
を
察
す
。

」欄，

の

つ
ま
り
宇
宙

の
間
の
森
羅
万
象
を
察
し
て
、
幽
(
陪
)

-
明
即
ち
陰
陽
の
こ
と
(
事
)
を
知
ら
し
め
、
陰
陽
変
化
の
始
源
を
押
し
究
め
、
翻
っ
て
終
局
の
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
死
生
の
所
以
を
知
ら
し
め
る
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
明
の
仕
方
は
『
易
伝
』
に
繰
り
返
し
み
え
て
い
る
。
主
な
と
こ
ろ
を
列
記
す
れ
ば
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。



O
聖
人
有
以
見
天
下
之
積
、
而
擬
諸
其
形
容
、
象
其
物
宜
、
是
故
調
之
象
、
(
繋
辞
伝
・
上
・
六
章
)

O
是
故
天
生
神
物
聖
人
則
之
、
天
地
変
化
聖
人
効
之
、
天
垂
象
見
吉
凶
聖
人
象
之
、
河
出
図
洛
出
書
聖
人
則
之
、
(
同
・
上
・
十
一
章
)

O
是
故
夫
象
聖
人
有
以
見
天
下
之
敵
、
擬
諸
其
形
容

d

象
其
物
宜
、
聖
人
有
以
見
天
下
之
動
、
而
観
其
会
通
、
以
行
其
典
礼
、
繋
辞
鷲
以
断
其
吉
凶
、
是
故
調
之
交
、

(
同
・
上
・
十
二
章
)

。
古
者
包
犠
氏
之
王
天
下
、
仰
則
観
象
於
天
、
術
則
観
法
於
地
、
観
鳥
獣
之
文
与
地
之
宜
、
近
取
諸
身
遠
取
諸
物
、
於
是
始
作
八
卦
、
以
通
神
明
之
徳
、
以
類
万
物
之

情
、
(
同
・
下
・
ニ
章
)

。
昔
者
聖
人
之
作
易
也
、
将
以
順
性
命
之
理
、
是
以
立
夫
之
道
日
陰
与
陽
、
立
地
之
道
日
柔
与
剛
、
立
人
之
道
日
仁
与
義
、
兼
コ
一
才
而
両
之
、
故
易
六
回
市
成
卦
、
(
説

卦
伝
、
二
章
)

こ
れ
ら
を
い
ま
こ
こ
で
い
ち
い
ち
細
見
す
る
余
裕
は
な
い
し
ま
た
そ
れ
が
必
要
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
本
論
の
所
論
に
即
し
て
全
体
の
要
点
だ
け
を
述
べ
る
と
、
ま
ず

易
が
天
地
の
道
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
聖
人
」
を
介
し
て
易
と
天
地
自
然
の
運
動
・
変
化
と
の
整
合
性
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
が
こ
こ
に
お

い
て
看
取
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
点
は
、
数
理
が
ほ
と
ん
ど
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
「
河
図
・
洛
書
」
の
名
が
あ
り
、

一
般
に
繋
辞
伝

の
「
大
街
之
数
五
十
、

其
用
四
十
有
九
」
で
始
ま
る
、
『
易
伝
』
に
お
い
て
殆
ど
唯
一
い
わ
ば

「
数
の
理
論
」
を
説
く
一
段
と
し
ば
し
ば
結
び
合
わ
せ
て
解
釈
さ
れ
る
。

し
か
し
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
自
に
す
る
河
図
洛
書
な
る
も
の
が
『
書
経
』
な
い
し
『
論
語
』
お
よ
び
こ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
て
よ
い
の
か
は
甚
だ
疑

問
で
あ
り
、
む
し
ろ
現
存
す
る
河
図
洛
蓄
は
宋
の
部
康
節
の
創
始
に
か
か
る
も
の
で
、
朱
子
が
『
周
易
本
義
』
に
納
め
た
の
が
『
易
伝
』
と
の
関
係
の
初
ま
り
だ
は
な
い

ま
た
、
そ
も
そ
も
「
大
街
之
数
五
十
;
:
:
」
の
一
説
は
、
雑
纂
と
さ
れ
る
繋
辞
伝
の
中
で
も
比
較
的
新
し
い
部
分
と
想
録
さ
れ
る
。
無
論
『
易
伝
』

か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

の
成
立
以
前
か
ら
占
筆
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
ょ
う
も
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
何
等
か
の
「
数
の
理
論
」
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
行
本
の
そ
れ
は

半
ば
つ
け
た
り
と
し
て
後
々
付
加
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
現
行
の
繋
辞
伝
に
お
い
て
さ
え
主
た
る
位
置
を
占
め
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
数
理
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
貧

弱
な
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
易
伝
』
の
編
纂
・
策
定
の
過
程
に
お
い
て
一
貫
し
て
数
理
へ
の
関
心
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い

ヘ畑一
J
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本
稿

は
易
に
か
か
る

「
数
」
の
問
題
を
全
く
意
義
無
し
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
は
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、

『
易
伝
』

の
論
理
体
系
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界

が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い

Y

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

一
一
七



吋
易
伝
』
の
道
徳
論
に
お
け
る
占
箆
の
位
置

一
一
八

で
は
、
「
聖
人
作
易
」
説
を
提
起
し
た
真
の
意
関
は
ど
こ
に
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
思
想
的
に
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
の
関
鍵
は
「
聖

人
」
の
概
念
に
あ
る
。
『
易
伝
』
に
お
け
る
聖
人
は
、
第
一
に
天
地
(
{
子
宙
)

の
造
化
の
妙
に
通
暁
し
、
こ
れ
に
倣
っ
て
易
を
製
作
し
た
存
在
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、

「
黄
帝
、
業
、
舜
、
衣
裳
を
垂
れ
て
天
下
治
ま
る
、
蓋
し
諸
を
乾
坤
に
取
る
」
(
向
・

に
端
的
に
一
広
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

も
っ
と
も
優
れ
た
易
の
運
用
者

と
さ
れ
る
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
こ
で
い
う
「
聖
人
」
は
天
道
と
同
じ
層
位
に
お
い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
を
道
の
人
格
的
表

現
と
着
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
天
地
自
然
(
宇
宙
)
と
聖
人
、
易
の
三
者
を
一
体
と
み
る
考
え
方
は
、

(
日
)

惟
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ひ
と
り
繋
辞
伝
に
限
ら
ず
『
易
伝
』
全
体
を
通
底
す
る
基
本
的
思

こ
う
し
た
「
聖
人
」
は
従
来
の
儒
学
に
は
な
か
っ
た
概
念
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
日
用
実
践
の
学
と
し
て
の

の
基
本
的
性
格
か
ら
し
て
そ

の
対
象
領
域
も
必
然
的
に
人
倫
世
界
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
未
だ
生
を
知
ら
ず
、

ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」

(
先
進
)
、
「
死
生
命
あ
り
」
〈
顔
淵
〉
と
い
っ
た
孔
子
に

お
い
て
死
は
人
智
に
よ
っ
て
は
如
何
と
も
超
克
し
が
た
い
運
命
と
着
倣
さ
れ
、
実
践
的
課
題
を
逸
脱
す
る
が
故
に
思
議
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
儒
家
の
唱
道
す
る
「
聖
人
」
は
仁
を
根
幹
と
す
る
諾
徳
の
完
成
の
境
地
に
あ
っ
て
実
践
の
指
標
た
る
理
想
的
人
格
の
謂
で
あ
り
、

そ
れ
は
あ
く
ま

で
人
倫
の
世
界
に
お
い
て
定
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
「
死
生
の
説
」
と
も
無
縁
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
前
述
の

の
概
念
と
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

『
日
初
伝
b

に
お
い
て
は
天
道
よ
人
道
と
が
そ
れ
ぞ
れ
聖
人
と
君
子
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
豆
制
一
訪
問
』
で
は
そ
う
し
た
構
図
が
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、

強
い
て
解
釈
す
れ
ば
人
倫
的
概
念
と
し
て
の
道
と
同
じ
層
位
に
あ
る
の
が
聖
人
で
あ
り
、
君
子
は
む
し
ろ
よ
く
で
き
た
人
と
い
う
程
の
存
在
で
あ
り
、
別
の
い
い
方
を
す

れ
ば
聖
人
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
者
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

」
の
よ
う
な
理
解
に
立
た
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

「
君
子
に
し
て
仁
な
ら
ざ
る
者
あ

り
、
未
だ
小
人
に
し
て
仁
な
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
」
(
憲
問
)
と
い
う
孔
子
の
こ
と
ば
と
、
仁
者
の
上
位
概
念
と
し
て
の
繋
辞
伝
に
お
け
る

〈
同
)

理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
的
完
成
者
と
易
の
制
作
者
が

「
君
子
」

と
の
関
係
は
全
く

の
概
念
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
秦
の
儒
学
か
ら
み
れ
ば
、

「
聖
人
」
の
概
念
に
対
す
る
新
た
な
意
義
付
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
従
来
の
儒
学
に
お
け
る
聖
人
の
概
念
を
徹
底
し
て
理
念
化
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
繋
辞
伝
の
論
理
は
、
新
た
な
一

i

聖
人
」
概
念
を
創
出
す
る
こ
と
で

の
完
成
者
」
と
「
易
の
製
作
者
」
と
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
意
閣

に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
易
と
天
地
自
然
(
宇
宙
)

の
間
に
聖
人
を
介
在
さ
ぜ
る
こ
と
で
両
者
の
連
関
を
図
り
、
向
時
に
、
聖
人
に
よ
る
易
の
運
用
に
お

い
て
天
道
と
人
道
と
が
完
全
な
接
合
を
う
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、

か
か
る
論
理
は
、
徳
の
完
成
の
境
地
に
到
達
し
て
始
め
て

に
易

を
知
り
易
を
運
用
し
う
る
と
い
う
命
題
を
合
意
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
古
来
の
占
箆
か
ら
宗
教
的
儀
式
と
い
う
呪
術
的
性
格
を
払
拭
し
徳
の
問
題
と
結
合
さ
せ
る
こ
と



で
一
切
を
道
徳
論
に
還
元
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
占
笈
の
書
に
淵
源
す
る
『
易
経
』
が
『
易
伝
』
の
成
立
に
よ
っ
て
『
周
易
』
を
構
成
し
、

儒
家
の
経
典
に
列
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
そ
の
主
た
る
理
由
も
ま
た
こ
の
と
こ
ろ
に
着
取
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
天
道
と
人
道
の
一
致
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
若
干
の
補
足
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、

易
帯
一
一
回
と
こ
れ
に
基
づ
く
実
践
の
あ
り
方
を
合
む

「
易
」
の
体
用
が
、

聖
人
と
い
う
理
念
的
人
格
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
易
に
聖
人
の
道
四
つ
あ
り
。
も
っ
て
一
一
一
一
口
う
者
は
、
其
の
辞
を
尚
び
、
も
っ

て
動
く
者
は
其
の
変
を
尚
び
、
も
っ
て
器
を
制
す
る
者
は
其
の
象
を
尚
び
、

も
っ
て
ト
笈
す
る
者
は
其
の
占
を
尚
ぶ
」

(
繋
辞
伝

・
上
・
九
章
)
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、

「
易
」
が
辞
・
変
・
象
・
占
の
四
項
目
に
分
類
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
一
言

・
動

・
制
器

・
ト
笈
と
い
っ
た
実
践
活
動
が
対
応
す
る
。
仮
に
、
占
笈
そ
の
も
の
が
如
何
な
る
思

想
的
意
義
も
持
ち
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
郭
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
彼
等
は
(
『
易
伝
』
の
作
者
、
筆
者
注
)
単
に
と
口
笈
を
自
己
の
思
想
の
色
彩
を
掩
蔽
す
る
煙
幕
と
し

て
利
用
し
た
だ
け
で
あ
る
」
(
前
掲
書
、

四
O
四
頁
)
と
す
る
見
解
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
氏
の
所
説
に
お
い
て
は
占
笈
が
担
う
と
こ
ろ
の
思
想
的
意

義
が
全
く
願
意
さ
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
そ
の
意
義
と
は
何
か
。
こ
こ
で
、
前
述
の
「
聖
人
」

・
「
君
子
」
の
概
念
を
想
起
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
所
論
に
お

い
て
形
而
上

・
形
而
下
に
渉
る
道
徳
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
「
君
子
」
に
論
及
し
、

そ
れ
が
人
道
を
体
現
せ
る
道
徳
的
実
践

者
の
呼
称
で
あ
り
有
徳
者
の
最
た
る
者
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
述
べ
た
。

換
言
す
れ
ば
、
「
君
子
」

は
道
徳
的
行
為
の
指
標
で
あ
り
且
つ
修
養
論
の
中
心
概
念
で
あ
る
と

い
え
る
。
こ
の
点
と
相
表
裏
し
て
、
君
子
た
る
べ
き
人
格
と
し
て
の
教
誌
が
『
易
伝
』
の
中
に
散
見
し
て
お
り
、

い
わ
ば
積
徳
を
通
し
て
君
子
に
い
た
る
途
径
が
示
さ
れ

て
い
る
。

:
君
子
の
天
地
を
動
か
す
所
以
な
り
、
慎
し
む
可
け
ん
や
。
(
繋
辞
伝

・
上
・
六
章
)

O
善
、
積
ま
ざ
れ
ば
、
も
っ
て
名
を
成
す
に
足
ら
す
。
窓
、
積
ま
ざ
れ
ば
、
も
っ
て
身
・
を
滅
す
る
に
足
ら
ず
。
(
同

・
下
・
一
ニ
章
)

0
4一一口
行
は
君
子
の
枢
機
な
り
、

積
善
の
家
、
必
ず
余
慶
有
り
。
積
不
善
の
家
、
必
ず
余
狭
有
り
。
(
文
言
伝
・
坤
卦
〉

O
子
臼
く
、
徳
一
樽
く
し
て
位
尊
く
、
知
小
に
し
て
謀
り
ご
と
大
に
、
力
小
に
し
て
任
重
き
は
、
及
ば
ざ
る
こ
と
鮮
し
。
(
繋
辞
伝
・
下
・
四
章
)

O
君
子
、
安
く
し
て
危
を
忘
れ
ず
。
存
に
し
て
亡
を
忘
れ
ず
。
是
を
以
っ
て
身
安
く
し
て
国
家
保
つ
可
き
な
り
。
(
同
右
)

O
幾
は
動
の
微
に
し
て
、
吉
の
先
づ
見
る
る
も
の
な
り
。
君
子
、
幾
を
み
て
作
ち
、
日
を
終
う
る
を
侠
た
ず
。
(
同
右
)

。
子
日
く
、
顔
氏
の
子
は
そ
れ
殆
ど
庶
幾
か
ら
ん
か
。
不
善
あ
れ
ば
未
だ
嘗
て
知
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
之
を
知
れ
ば
未
だ
嘗
て
復
た
行
な
わ
ざ
る

J

な
り
。
(
同
右
)
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『
易
伝
』
の
道
徳
論
に
お
け
る
占
笈
の
位
置

一
二

O

以
上
、
原
氏
の
分
類
に
即
し
て
『
易
伝
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
教
議
の
傾
向
を
摘
記
し
た
の
で
あ
る
が
、
纏
め
て
い
う
と
、
こ
れ
ら
は
一
吉
行
を
慎
む
、
積
徴
(
小
事
を
な
お
ざ

り
し
な
い
〉
、
分
相
応
、
危
を
忘
れ
な
い
、
幾
に
慎
む
、
改
過
遷
善
、

と
い
っ
た
内
容
に
ほ
ぼ
収
赦
す
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
教
諮
事
項
に
お
い
て
常
に
そ
の
実
践
の
メ

ル
ク
マ

l
ル
と
な
る
の
が
君
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
そ
の
君
子
が
、
天
道
を
体
し
て
天
地
(
宇
宙
)
と
易
の
間
に
介
在
し
、
天
道
と
人
道
と
を
統
合
し
て
「
関
物
成

務
」
(
人
智
を
開
き
事
業
を
成
す
の
謂
、

繋
辞
伝
・
上
・
九
章
)
を
遂
行
す
る
理
念
的
人
格
と
し
て
の
聖
人
と
同
一
の
境
位
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
こ
と

は
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
易
伝
』
は
聖
人
と
君
子
と
の
境
界
を
鮮
明
に
し
別
の
層
位
に
両
者
を
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
詳
し
く
み
て
み
る
と
、
繋
辞
伝
に
、

日
く
、
書
、
一
一
一
一
口
を
尽
さ
ず
。
言
、
意
を
尽
き
ず
、
と
。
然
ら
ば
別
ち
聖
人
の
意
、
其
れ
見
る
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
子
日
く
、
聖
人
、
象
を
立
て
て
以
っ
て
意
を
尽

し
、
卦
を
設
け
て
以
っ
て
情
偽
を
尽
く
し
、
繋
辞
し
て
以
っ
て
其
言
を
尽
く
す
。

(
同
伝
・
第
十
二
章
)

と
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
証
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
八
聖
人
の
心
意
は
言
に
よ
ら
ず
し
て
む
し
ろ
卦
象
と
そ
の
辞
に
尽
き
る
〉
、
と
い
う
の
は
、

を
な
い
が
し
ろ
に

す
る
も
の
で
は
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、

君
子
た
る
べ
き
要
件
と
し
て

に
慎
し
む
こ
と
の
重
要
性
は
つ
と
に
注
意
さ
れ
て
い
る
。
「
一
一
一
一
ロ
行
は
君
子
の
枢
機

な
り
」
(
上
・
六
章
)

と
い
い
、
「
乱
の
生
ず
る
と
こ
ろ
言
語
以
っ
て
階
と
為
す
。
:
:
・
是
を
以
っ
て
君
子
、
慎
密
に
し
て
出
さ
ざ
る
な
り
」
(
同
・
七
章
)

と
あ
る
の
が

そ
れ
で
、
一
一
一
一
ロ
語
な
い
し
言
行
に
慎
む
べ
し
と
す
る
教
詩
は
繋
辞
伝
に
畳
見
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
此
文
の
主
意
は
、
「
君
子
」
と
「
聖
人
」
と
を
結
ぶ
媒
介

者
と
し
て
占
笈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
「
聖
人
」
と
「
君
子
」
の
こ
つ
の
範
時
の
間
に
「
占
笈
」

を
介
在
さ
せ
、

か
か
る
媒
介
者
に
よ
っ
て
両
者
の
有
機

的
統
一
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
占
笈
に
即
し
て
い
え
ば
、
道
が
徳
に
転
化
す
る
そ
の
実
践
的
契
機
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
翻
っ
て
、
形
而
上
・

下
に
渉
る
道
徳
思
想
を
個
々
の
人
間
存
在
か
ら
聖
人
に
い
た
る
一
貫
せ
る
理
論
体
系
と
し
て
把
捉
す
る
な
ら
ば
、
形
而
上
の
道
を
表
現
す
る
媒
介
者
と
し
て
の
占
笈
は
、

必
然
的
に
そ
の
不
可
欠
の
要
素
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
占
笈
が
自
然
律
(
天
道
〉
と
道
徳
律
(
人
道
)
を
つ
な
ぐ
媒
介
者
と
し
て
規

定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
道
徳
的
実
践
が
、
究
極
的
に
は
占
笈
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
そ
う
と
も
受
け
取
れ
る

が
、
実
際
に
は
そ
れ
(
占
笈
)

は
、
解
釈
す
る
人
間
存
在
に
対
し
て
殆
ど
何
等
の
制
約
を
及
ぼ
さ
な
い
程
に
自
由
で
、

し
か
も
時
に
は
怒
意
的
に
解
さ
れ
う
る
ほ
ど
の
象

徴
的
存
在
に
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
象
徴
」
の
意
味
は
、
卦
象
な
い
し
卦
交
辞
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
占
断
と
の
間
に
抜
き
差
し
な
ら
な
い
優
先
的

関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
が
、
『
左
伝
』
、
円
国
語
』
で
記
さ
れ
た
二
十
二
例
に
の
ぼ
る
占
断
の
事
例
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、

裏
公
九
年
の
穆
萎
の
占
断
は



卦
交
辞
と
占
者
自
身
の
品
行
と
が
相
関
す
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
し
、
昭
公
十
二
年
伝
に
記
さ
れ
た
南
側
の
謀
反
の
記
事
に
お
い
て
は
、
占
者
の
徳
の
如
何
に
よ

っ
て
往
々
に
し
て
誤
っ
た
占
断
を
下
し
う
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
ト
口
笈
と
徳
行
と
の
連
関
を
表
白
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
占
断
の
意
義
が

宿
命
論
に
覆
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
ζ

と
の
二
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
次
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
を
も
っ
て
本
稿
に
お

け
る
最
後
の
課
題
と
し
た
い
。

五
、
占
笈
と
徳

周
知
の
と
お
り
、
『
春
秋
友
氏
伝
』
の
成
立
に
関
し
て
は
、
清
朝
の

で
あ
る
劉
迭
禄
の
『
左
氏
春
秋
考
証
』

に
端
を
発
す
る
劉
前
偽
作
説
が
あ
り
、

今
日
な

お
賛
否
両
論
に
分
か
れ
て
争
わ
れ
て
い
る
。
鎌
田
正
氏
は
劉
逢
禄
の
所
説
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
康
有
為
等
の
見
解
を
批
判
的
に
検
討
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
偽
作
説
を

(

山

山

)

し
り
ぞ
け
て
お
ら
れ
る
が
、
し
ば
ら
く
氏
の
考
証
に
従
う
と
す
れ
ば
、
占
者
〈
な
い
し
占
箆
に
関
与
す
る
者
)
の
徳
に
か
か
る
問
題
は
、

円
易
伝
』
の
成
立
以
前
か
ら
人

々
の
思
議
に
の
ぼ
っ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
褒
公
九
年
伝
に
、

穆
美
、

に
菟
ず
。
始
め
往
か
ん
と
し
て
之
を
笈
す
。
良
の
八
に
之
く
に
遭
う
。
史
臼
く
、
是
を
良
の
随
に
之
く
と
謂
う
、
随
は
其
れ
出
づ
る
な
り
、
君
必
ず
速

や
か
に
出
で
ん
。
菱
日
く
、
亡
か
ら
ん
。
是
れ
、
『
周
易
』
に
お
い
て
臼
く
、
「
随
は
元
亨
利
貞
、
各
な
し
」
と
。
:
・
:
四
徳
有
る
も
の
は
槌
に
し
て
谷
な
し
。
我
れ

皆
こ
れ
な
し
、
査
に
随
な
ら
ん
や
。
我
れ
は
別
ち
悪
を
取
る
、
よ
く
各
な
か
ら
ん
や
。
必
ず
こ
こ
に
死
せ
ん
。
出
づ
る
を
得
ざ
ら
ん
。

と
あ
る
内
容
か
ら
検
討
を
始
め
よ
う
。
穆
や
一
一
文
は
魯
の
成
公
の
母
で
あ
り
、
魯
の
三
卿
の
一
人
で
あ
る
叔
孫
氏
僑
如
と
通
じ
、
季
孫
、
孟
孫
の

一
卿
を
追
放
し
よ
う
と
謀
っ

て
失
敗
し
東
宮
に
幽
閉
さ
れ
た
。
東
宮
に
移
っ
た
こ
ろ
史
官
に
占
わ
せ
た
の
が
こ
の
笈
占
で
、
史
官
は
お
そ
ら
く
笈
辞
に
依
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
速
や
か
に
こ
こ

(
凶
〉

か
ら
出
ら
れ
る
と
断
じ
て
穆
菱
を
慰
め
た
。
劉
大
鈎
氏
も
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
笈
辞
は
士
口
辞
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
史
官
の
占
断
も
そ
れ
自
体
と
し
て
誤
り

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
ば
に
対
し
て
穆
菱
は
、
髄
卦
に
「
無
者
」
と
あ
る
の
は
元
亨
利
貞
の
四
徳
を
有
す
る
人
に
と
っ
て
で
あ
り
、
我
身
に
四
徳
が
そ
な

わ
ら
な
い
こ
と
に
照
ら
し
て
必
ず
や
こ
こ
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
い
史
官
の
こ
と
ば
を
し
り
ぞ
け
た
。
は
た
し
て
穆
菱
は
酪
閉
の
う
ち
に
嘉
去
し
た
。

ま
た
、
司
左
伝
』
昭
公
十

の
伝
に
記
さ
れ
た
南
粥
に
よ
る
謀
反
の
企
て
に
関
し
て
、

次
の
よ
う
な
占
笈
の
記
事
が
あ
る
。

南
測
が
主
君
の
季
孫
氏
平
子
に
抗
し
て
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官
初
伝
』
の
道
徳
論
に
お
け
る
占
箆
の
位
置

挙
兵
し
よ
う
と
し
枚
笈
(
自
的
を
明
示
せ
ず
に
占
笈
)

し
た
と
こ
ろ
、
「
坤
の
比
に
之
く
」

と
い
う
占
卦
を
得
た
。

彼
は
こ
の
場
合
の
、
玉
交
で
あ
る
坤
卦
の
六
五
の
交
辞

に
「
黄
裳
元
吉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
吉
占
と
判
断
し
た
が
、
念
の
た
め
魯
の
大
夫
の
子
服
恵
伯
に
問
う
た
。
恵
伯
は
こ
う
答
え
て
い
る
。

吾
れ
か
つ
て
此
を
学
べ
り
。
忠
信
の
こ
と
な
れ
ば
可
な
る
も
、
然
ら
ざ
れ
ば
必
ず
敗
れ
ん
。
・
:
;
・
外
内
信
和
す
る
を
忠
と
な
し
、
事
に
率
う
に
信
を
も
っ
て
す
る
を

共
と
な
し
、

ニ
徳
を
供
養
す
る
を
善
と
な
す
。
こ
の
一
一
一
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
当
ら
ず
。

か
っ
そ
れ
易
は
も
っ
て
険
を
占
う
可
か
ら
ず
。
.

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
こ
に
お
い
て
は
占
者
の
徳
の
如
何
に
よ
っ
て
往
々
に
し
て
誤
っ
た
占
断
を
導
き
出
し
う
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

そ
も
そ

も
易
と
い
う
も
の
は
険
悪
な
事
を
占
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
え
明
言
し
て
い
る
の
は
、

占
笈
に
対
す
る
新
た
な
性
格
付
け
で
あ
る
。

し
か
も
恵
伯
は
、
「
な
お
関
く
る
と

こ
ろ
あ
れ
ば
、
吉
な
り
と
い
え
ど
も
未
だ
し
」
と
続
け
て
、
三
徳
が
兵
わ
ら
な
け
れ
ば
笈
が
吉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
当
否
は
わ
か
ら
な
い
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
言
説
に
共
通
す
る
思
惟
は
、
占
笈
と
占
断
と
を
占
者
を
介
し
て
徳
と
の
連
関
に
よ
っ
て
結
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
穆
斐
の
場
合
に
は
い
出
断
の
結
果
を
「
命
」

と
し
て
み
ず
か
ら
引
き
受
け
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
宿
命
論
に
覆
わ
れ
て
自
己
の

i

主
体
性
を
没
却
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
加
藤
大
岳
民
が
穆
萎
の
な
か

(
初
)

に
、
一
吋
淫
折
不
貞
』
の
婦
人
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
の
に
は
惜
し
ま
れ
る
ほ
ど
の
資
性
」
を
見
い
だ
し
て
お
ら
れ
る
の
は
卓
見
で
あ
り
、
穆
菱
自
身
が
み
ず
か
ら
称
し

て
「
悪
を
取
る
」
と
い
う
の
は
、
自
己
自
身
と
厳
し
く
対
践
し
過
去
に
連
な
る
自
己
を
超
克
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
時
に
、
こ
う
し
た
占
笈
の
事
例
は
、
人
が
単
に
無
自
覚
的
に
天
道
か
ら
逸
脱
す
る
消
極
的
な
自
由
を
保
持
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
占
断
を
享
受
す
る

も
忌
避
す
る
も
結
局
の
と
こ
ろ
い
向
者
の
意
志
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
宿
命
的
な
運
命
観
の
否
定
に
つ
な
が
る
忠

(
れ
)

惟
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
占
断
を
単
に
宿
命
的
な
も
の
と
か
た
ず
け
て
し
ま
う
こ
と
ば
、
未
来
を
見
通
し
て
す
べ
て
は
予
定
さ
れ
た
成
行
き
の
な
か
に
あ
る
と

断
じ
る
の
と
同
義
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
当
為
の
問
題
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
占
う
と
い
う
こ
と
す
ら
無
意
味
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

現
実
の
事
態
に
誼
面
し
て
「
わ
れ
如
何
に
あ
る
可
き
か
」
、
「
わ
れ
如
何
に
為
す
可
き
か
」
と
い
う
場
合
の
「
如
何
に
」
と
い
う
問
い
が
、
そ
れ
そ
も
存
在
し
え
な
い
か
ら

で
占
め
る
。

(
幻
〉

と
こ
ろ
で
、
そ
う
す
る
と
一
他
方
で
は
徳
者
に
お
い
て
は
占
笈
の
用
が
捨
象
さ
れ
て
よ
い
と
す
る
見
方
も
で
き
よ
う
。
木
田
済
氏
、

お
よ
び
劉
大
鈎
氏
(
前
掲
書
、
同

前
)
等
は
こ
の
点
を
指
摘
す
る
。

」
の
問
題
は
荷
子
が
、
「
善
く
易
を
為
め
る
者
は
、

占
わ
ず
」
(
大
略
〉

と
い
っ
て
い
る
内
容
と
も
本
質
的
に
は
か
わ
ら
な
い
。

回
ilこρ

う

に
、
布
子
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
善
為
易
者
」

と
は
現
実
的
・
具
体
的
存
在
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
円
易
伝
』
で
は
そ
れ
が
聖
人
の
謂
と
な
り
、

理
念
的
存
在
者
と
な
る



」
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

士
ノ
¥
ふ
つ
う
、

-
:
J
J
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4
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人
が
道
徳
性
を
陶
冶
す
る
こ
と
と
、

仲
間
引
に
与
り
天
地
の
化
育
に
参
画
す
る
こ
と
と
が
、
相
即
し
な
が
ら

も
同
時
に
層
位
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
占
笈
が
、
問
題
を
含
み
な
が
ら
も
な
お
道
徳
論
の
休
系
内
に
受
容
さ
れ
る
余
地
を
残
し
た
も
の

お
さ

と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
修
一
犯
の
窮
境
に
い
た
っ
て
始
め
て
易
を
為
め
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
と
は
い
え
、
哀
の
易
の
休
会
者
と
い
う
意
味
を
聖
人
の
境
位
に

ま
で
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
易
を
知
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
も
刻
一
念
化
す
る
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
占
法
の
必
要
性
を
捨
象
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
等
し
い
と
看
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ー-'--
/'-、

お

Jっ

り

以
上
の
所
論
に
お
い
て
『
易
伝
』
の
作
者
が
占
笈

を
道
徳
論
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
如
何
に
腐
心
し
た
の
か
を
探

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
『
易

伝
』
の
思
惟
に
お
け
る
限
界
も
ま
た
明
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
こ
の
点
を
付
言
し
た
い
。

結
論
的
に
い
え
ば
、
『
易
伝
』

の
論
理
は
つ
ま
る
と
こ
る
易
l

天
地
斉
同
の
説
に
出
発
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
か
か
る
論
理
の
到
達
点
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
占
笈
の
結
果
が
現
実
の
事
象
に
「
的
中
す
る
か
否
か
」
と
い
う
こ
と
を
実
証
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
し
、
ま
し

て
偶
然
性
を
数
理
的
に
扱
う
確
率
論
の
方
向
に
発
展
し
う
る
思
惟
も
認
め
難
い
。
要
す
る
に
、
『
易
伝
』
に
散
見
す
る
「
数
」
は
数
理
を
説
く
の
で
は
な
く
、
結
果
的
に
、

占
笈
の
神
秘
性
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
儒
者
が
占
笈
を
道
徳
論
広
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
蒙
卦
に
「
初
筆
は
告
ぐ
、
再
三
す
れ
ば
溜
る
。
演
る
れ
ば
告
げ
ず
」
と
い
い
、
占
笈
な
い
し
笈
人
に
対
し
て
疑
念
を
拍
く
こ
と
を
戒
め
て
い
る
こ
と
の
背
景
に

は
、
得
卦
の
方
法
を
単
に
偶
然
的
と
み
る
こ
と
へ
の
懸
念
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
占
笈
の
権
威
が
失
墜
す
る
こ
と
へ
の
危
倶
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
後
漢
の

王
充
『
論
衡
』
、
桓
諮
『
新
論
』
が
す
で
に
神
仙
思
想
、
災
異
説
、
識
緯
、
鬼
神
、

不
老
長
寿
等
と
合
わ
せ
、

卜
笈
を
も
非
合
理
と
し
て
排
斥
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
み
る
と
こ
ろ
、
占
が
道
徳
論
の
中
に
定
位
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
秦
の
自
然
思
想
が
自
然
科
学
的
な
合
理
主
義
へ
と

展
開
す
る
に
は
い
た
ら
ず
、

ひ
と
ま
ず
頓
座
し
た
一
例
と
も
い
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
儒
家
的
思
惟
が
占
筆
の
数
理
的
な
成
立
根
拠
と
い
っ
た
認
識
論
的
問
題
を

実
践
論
的
課
題
へ
と
還
元
す
る
こ
と
で
、

か
え
っ
て
占
笈
を
人
間
主
体
に
と
っ
て
の
理
念
と
し
て
の
実
践
目
標
に
ま
で
昇
華
し
た
こ
と
は
、
後
世
に
お
け
る
思
想
史
的
展

開
を
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、

そ
の
功
罪
を
含
め
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
を
伏
在
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
よ
り
詳
細
か
つ
総
合
的
研
究
は
他
日
を

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

一一一



『
易
伝
』
の
道
徳
論
に
お
け
る
占
盆
の
位
置

一
ニ
四

期
し
た
い
。

注
(
l
)

「
中
国
古
代
の
宗
教
と
思
想
」
一
二
四

1
三
五
頁
、

六
八
年
、
所
収
〉
参
照
。

(
2
)
『
萄
子
』
と
『
易
伝
』
と
の
先
後
問
題
に
つ
い
て
は
若
干
の
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
郭
沫
若
(
前
掲
書
)
な
い
し
、
李
鏡
池
『
周
易
探
源
』
(
中
華
書
広
)
等
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

『
硝
子
』
が
『
易
伝
』
に
先
行
す
る
と
す
る
の
が
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
ろ
う
思
わ
れ
る
。
成
害
年
代
の
問
題
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
。

(
3
)

明
春
秋
倫
理
思
想
史
』
前
編
第
二
章
、
春
秋
以
前
の
倫
理
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
‘
明
治
四
五
年
。

〈

4
)
「
周
易
之
制
作
時
代
」
一
ニ
九
九
頁
、
一
九
一
一
一
五
年
(
『
郭
沫
若
全
集
』
歴
史
編
一
、
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
所
収
)
。

(
5
)

「
易
の
聖
人
と
形
而
上
の
道
」
一
五
七
頁
(
明
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
五
、
一
九
六
五
年
、
所
収
)
。

〈

6
)

「
一
陰
一
陽
之
謂
道
・
・
君
子
之
道
鮮
怠
〈
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
①
「
『
周
回初
』
繋
辞
伝
に
お
け
る
道
の
根
本
思
想
」
(
「
倫
理
学
」

4
号
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
一
九

八
七
年
)
及
び
本
誌
十
二
号
所
収
の
②
「
退
渓
学
に
お
け
る
『
敬
の
哲
学
』
淵
源
に
つ
い
て
」
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
思
想
史
的
視
点
か
ら
の
解
釈
に
章
一
点
を
置
い
た
。

(
7
)
『
上
官
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
三
六
頁
、
(
創
文
社
、
昭
和
田
六
年
)
。
氏
は
ま
た
、
天
よ
り
与
え
ら
れ
た
も
の
の
積
極
的
な
内
容
を
意
識
し
て
性
と
よ
び
、
逆
に
与
え
ら

れ
た
も
の
の
限
界
を
意
識
し
て
命
と
呼
称
す
る
の
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
も
の
自
体
は
同
一
で
あ
る
が
、
受
け
取
る
者
の
意
識
の
相
違
に
よ
っ
て
、
性
と
命
と
が
区
別
さ
れ
る
旨
を
述

べ
て
お
ら
れ
る
(
同
書
、
一
五
五
頁
〉
。
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
同
書
よ
り
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

(
8
)

原
富
男
『
中
国
思
想
源
流
の
考
察
』
四

0
1四
九
頁
、
朝
日
出
版
社
、
昭
和
五

O
年
、
参
照
。

(
9
)

『
儒
教
の
精
神
』
一
五
頁
、
岩
波
新
書
、
昭
和
十
四
年
、
(
『
武
内
義
雄
全
集
』
巻
四
、
昭
和
五
回
、
所
収
)
。

(
叩
)
木
全
徳
雄
『
荷
子
』
五
八

1
六
九
頁
、
明
徳
出
版
社
、
昭
和
四
八
年
、
参
照
。

(
日
)
板
野
氏
、
前
掲
論
文
、
一
七

O
頁
、
参
照
。

(
ロ
)
子
日
、
道
之
不
行
也
、
我
知
之
突
、
知
者
過
之
、
患
者
不
及
也
、
道
之
不
明
也
、
我
知
之
美
、
賢
者
過
之
、
不
肖
者
不
及
也
、
人
莫
不
飲
食
也
、
鮮
能
知
味
也
、

(
日
)
拙
稿
①
参
照
。
な
お
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
原
田
正
己
氏
に
「
河
書
洛
蓄
の
一
考
察
」
(
『
東
洋
文
学
研
究
』
十
六
号
、
一
九
六
八
年
、
所
収
)
の
研
究
が
あ
る
。

(
U
)

「
座
談
長
沙
馬
王
枇
漢
墓
'
吊
書
」
四
八
頁
、
(
「
文
物
」
一
九
七
四
年
九
期
)
。
「
馬
壬
檎
漢
墓
市
書
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
①
で
触
れ
た
。

(
日
)
根
本
通
明
『
周
易
象
義
弁
正
』
に
は
、
「
易
即
天
地
、
聖
人
即
易
、
聖
人
生
知
、
与
天
地
同
神
、
故
其
作
易
、
与
天
地
向
、
惟
其
能
蛸
論
混
合
乎
天
地
之
神
、
天
下
之
道
、
而
与
天

地
為
一
史
、
葉
聖
人
之
作
易
也
、
仰
観
天
象
之
文
章
、
僻
察
地
形
之
彊
理
、
草
木
之
栄
枯
、
以
画
卦
設
象
、
」
(
九
五

O
頁
、
昭
和
十
二
年
)
と
あ
り
、
易
、
天
地
自
然
、
聖
人
の
三
者

が
一
体
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
一が
さ
れ
て
い
る
。

(
出
〉
高
橋
進
「
『
論
語
』
の
道
掠
論
」
一
八
九
頁
、
(
『
人
間
の
研
究
』
文
理
、
昭
和
四
八
年
、
所
収
)
参
照
。

(
口
)
「
易
に
つ
い
て
」
(
「
中
国
文
化
研
究
」

4
、
一
九
六
二
年
)
参
照
。

(
臼
)
『
左
伝
の
成
立
と
其
の
展
開
』
大
修
館
蓄
広
、
昭
和
四

O
年。

(
印
)
『
周
易
概
論
』
一
三
八
頁
、
斉
魯
者
一
聞
社
、
一
九
八
六
年
。

ハ
ー
バ
ー
ド
・
燕
京
・
同
志
社
東
方
文
化
講
座
、
第
一
二
輯
、
昭
和
ニ
九
年
。
胡
適
「
説
儒
」
(
『
胡
適
文
存
』
第
四
集
巻
て
民
国



(
初
)
『
春
秋
左
伝
占
話
考
』
一
五
一
一
一
一
良
、

(
幻
)
鈴
木
由
次
郎
氏
は
「
易
の
運
命
観

が
っ
て
、
そ
れ
が
人
間
存
在
に
と
っ

(
幻
)
『
易
学
』
九
八
頁
、
平
楽
寺
害
賠
、

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

紀
元
書
房
、
昭
和
田
一
一
年
。

」
十
九
頁
、
(
問
中
央
大
学
八
十
周
年
記
念
論
文
集
〈
文
学
部
)
』
昭
和

て
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

一
九
七
六
年
。

問
。
年
、
所
収
)
に
お
い
て
、
易
の
占
箆
が
倫
理
的
占
箆
た
る
こ
と
、
し
た

一
二
五



『
易
伝
』
の
道
徳
論
に
お
け
る
占
箆
の
位
置

The Position of Dlvination in the theory of Virtue 

according to Yi Zhuan 

一
一
一
六

Kdetsu SATO 

The relationship of Confucian Thought and Divination from an ethical standpoint 

ls exarnined in this artkle. Odgjnally in the age that people believed in the 

authority of heavenly individual gods， Divination was a religious and magical cere-

mony which was a means to know the heavenly wi11 considered to be superior to the 

reasoning and thinking of humans. The purpose of Divination was to know the 

will of heaven and to anticipate the future. It was also used for avoiding bad luck 

and aiming for better luck as well as planning for the safety and long-life for 

one's self. Naturally， it has the nuance of being rational. On the contrary， 

Confucianism is the study of practical daily ljfe， and its central virtue is charity， 

and it aims to realize this concept by self-training (discipline) and righteous 

governing of the people. The central thought of Confucianism is “humankind" . 

However， Confucianists also had to face the Universal Theory with the lncredible 

development of Astrologicalj Astronomical thought which evolved along with the 

deeper acknow ledgement of science along with the division and development of 

the Sages' teachings during the Warring States Period. 明7ith this background， 

Confucianists incorporated Divination to fit within the framework of their own 

thought as well as developing their own Universal thought. Also， at the same 

time， by the means of tieing Divination vlith moral theory， they eliminated the 

aspect of rationality. 
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