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仁
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、
序

言

　
伊
藤
仁
粛
の
朱
子
学
批
判
の
徹
底
、
そ
の
仁
斎
に
対
す
る
荻
生
祖
株
の
敵
恢

心
は
、
周
知
に
属
す
る
。
そ
こ
で
朱
子
学
、
仁
斎
学
、
但
株
学
と
い
う
否
定
を

媒
介
に
し
て
の
系
譜
が
立
て
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
な
展
開
も
こ

の
順
序
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
そ
れ
は
別
で
あ
る
。
仁
斎
と
但
株
の
間
の
方
は

問
題
無
い
。
祖
株
の
仁
斎
に
対
す
る
批
判
意
識
は
強
烈
で
、
時
閥
的
に
も
仁
斎

が
名
を
成
し
て
か
ら
祖
棟
が
登
場
す
る
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
し
か
し
朱
子
学

と
仁
斎
学
の
間
に
は
、
時
間
的
に
ま
ず
朱
子
学
が
祉
会
全
般
に
流
布
し
、
次
に

そ
の
状
況
に
対
す
る
批
判
か
ら
仁
斎
が
登
場
し
て
き
た
と
い
う
関
係
は
無
い
。

江
戸
時
代
前
期
は
朱
子
学
の
人
口
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
著
し
い
増
加
を
見

る
の
は
む
し
ろ
江
戸
時
代
後
期
で
あ
る
こ
と
は
、
種
々
の
形
で
指
摘
さ
れ
て

　
＾
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い
る
。

　
仁
斎
と
但
棟
、
そ
れ
に
山
鹿
素
行
等
の
思
想
を
ま
と
め
て
古
学
な
ど
と
言
う
。

朱
子
学
な
ど
後
世
の
儒
者
の
権
威
に
寄
り
掛
か
る
の
で
は
な
く
、
古
代
の
聖
人

　
　
　
　
　
　
伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

へ
の
直
接
的
復
帰
の
姿
勢
を
強
く
持
つ
ゆ
え
こ
の
呼
称
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
儒

者
に
は
復
古
の
姿
勢
か
ら
結
果
的
に
生
ま
れ
た
創
見
が
あ
り
、
そ
れ
が
他
の
儒

者
た
ち
よ
り
も
話
題
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
素
行
な
ど
は
、
戦

前
に
そ
の
士
道
論
や
皇
統
論
が
顕
彰
を
受
け
た
反
動
か
、
戦
後
は
言
及
さ
れ
る

こ
と
が
減
少
し
た
。
そ
の
中
で
一
貫
し
た
関
心
を
呼
び
起
こ
し
て
き
た
の
は
仁

斎
と
狙
篠
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
両
者
に
対
す
る
注
目
は
戦
後
更
に

増
幅
し
た
。
そ
れ
に
寄
与
し
た
の
は
、
両
者
の
同
時
代
に
あ
た
え
た
影
響
の
大

き
さ
、
個
々
の
学
説
の
斬
新
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
両
者
の
思
想
の
持
つ
際

立
っ
た
体
系
性
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
両
者
は
か
く
も
体
系
的
な
思
想
を
所
有
し
え

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
と
し
て
筆
者
は
、
朱
子
学
の
存
在
を
強
調
し
た

い
。
仁
斎
は
朱
子
学
を
批
判
の
対
象
と
し
て
意
識
し
ぬ
く
こ
と
で
、
朱
子
学
の

体
系
と
は
別
個
の
体
系
を
構
築
で
き
、
狙
篠
は
そ
の
仁
斎
の
体
系
を
意
識
し
批

判
す
る
こ
と
で
白
己
の
体
系
を
創
造
し
え
た
の
で
あ
る
。

　
丸
山
真
男
氏
は
、
朱
子
学
的
思
惟
の
解
体
過
程
に
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

思
惟
の
形
成
へ
の
道
を
見
出
し
た
。
そ
の
過
程
に
位
置
す
る
と
さ
れ
た
の
が
仁

斎
と
祖
棟
で
あ
る
。
そ
れ
は
朱
子
学
、
仁
斎
学
、
狙
棟
学
と
展
開
す
る
に
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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て
、
朱
子
学
で
は
完
全
に
一
体
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
自
然
と
規
範
が
次
第
に

分
離
し
、
規
範
が
外
在
化
し
て
い
く
と
い
う
図
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
に
対

す
る
批
判
の
中
で
最
も
明
快
な
も
の
は
、
江
戸
初
期
に
は
朱
子
学
が
ま
だ
一
般

化
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
の
、
朱
子
学
の
日
本
杜
会
に
お
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け
る
権
威
を
歴
史
的
叙
述
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
へ
の
疑
義
で
あ
る
。
つ
ま
り

朱
子
学
が
先
ず
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
後
で
そ
れ
に
対
す
る
反
発
と
し
て
仁
斎
が

登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
朱
子
学
者
と
し
て
出
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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し
た
が
、
次
第
に
激
烈
な
朱
子
学
批
判
者
に
変
貌
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
注
意

す
べ
き
は
、
仁
斎
に
於
い
て
は
朱
子
学
理
解
と
朱
子
学
批
判
が
相
乗
的
に
進
行

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仁
斎
は
朱
子
学
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、

朱
子
学
に
対
す
る
違
和
感
を
増
し
た
。
そ
の
結
果
終
に
朱
子
学
か
ら
訣
別
し
、

今
度
は
朱
子
学
を
批
判
し
ぬ
く
こ
と
で
、
自
己
の
思
想
の
表
明
を
展
開
し
た
。

仁
斎
に
あ
っ
て
は
、
朱
子
学
理
解
と
、
朱
子
学
批
判
と
、
白
己
の
思
想
構
築
の

三
つ
が
、
平
行
的
に
進
行
し
た
の
で
あ
る

　
近
年
江
戸
時
代
の
思
想
を
中
国
思
想
の
受
容
と
変
容
と
い
う
視
点
か
ら
論
定

す
る
の
で
は
な
く
、
近
世
日
本
思
想
を
あ
く
ま
で
も
日
本
思
想
の
文
脈
の
中
で

見
定
め
て
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
論
が
散
見
す
る
。
そ
れ
は
近
世
日
本
思
想
の

相
互
文
脈
と
個
々
の
緒
品
を
把
握
す
る
た
め
に
は
当
然
の
姿
勢
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
で
も
江
戸
時
代
の
儒
教
の
個
性
は
、
中
国
や
朝
鮮
の
儒
教
と
の
対
比
で

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
に
あ
る
。
お
よ
そ
思
想
と
は
、
全
て
内

発
的
に
展
開
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
日
中
に
於
け
る
語
句
の
共
有
に
免
れ

か
か
っ
て
、
影
響
関
係
を
過
大
視
す
る
の
も
用
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
中
国
近

三
六

世
の
思
想
が
日
本
の
思
想
的
土
壌
に
刺
激
を
あ
た
え
、
そ
の
一
面
の
可
能
性
を

引
き
出
し
増
幅
し
た
こ
と
は
、
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
筆
者
が

関
心
を
持
つ
の
は
、
江
戸
時
代
の
思
想
に
お
け
る
中
国
近
世
（
本
稿
で
は
宋
か

ら
清
ま
で
を
指
す
）
儒
教
の
語
句
の
使
用
が
、
思
想
そ
の
も
の
を
受
容
す
る
こ

と
以
上
に
、
自
己
の
思
想
表
現
の
獲
得
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
の
儒
者
は
、
中
国
近
世
の
儒
教
、
特
に
朱
子
学
の
議
論
領
域
と
概

念
運
用
を
利
用
し
て
自
己
の
独
自
性
を
打
ち
出
し
た
。
朱
子
学
の
江
戸
前
期
の

儒
者
に
対
す
る
貢
献
の
第
一
は
、
思
想
表
現
の
手
立
て
を
あ
た
え
た
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
十
分
に
利
用
し
た
の
が
仁
斎
な
の
で
あ
る
。

二
、
意
味
と
血
脈

　
仁
斎
の
主
著
で
あ
る
『
論
語
古
義
』
、
『
孟
子
古
義
』
、
『
大
学
定
本
』
、
『
中
庸

発
揮
』
は
、
徹
底
し
て
朱
喜
一
の
『
四
書
集
注
』
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
『
童
子
問
』
、
『
語
孟
字
義
』
な
ど
に
一
貫
し
て
朱
子
学
批
判
が
見
ら
れ
る

の
も
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
朱
子
学
批
判
者
と
し
て
の
面
を
強
調
す
る

こ
と
で
自
己
の
思
想
の
独
自
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。

　
仁
斎
が
自
己
の
学
説
を
確
立
し
た
の
は
お
そ
ら
く
四
十
歳
代
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
思
想
形
成
に
於
い
て
特
に
重
要
な
の
は
、
『
論
語
』
と
『
孟
子
』

の
二
書
の
絶
対
的
な
典
拠
化
と
、
こ
の
二
書
の
総
合
的
解
釈
を
実
現
す
る
た
め

に
発
案
さ
れ
た
意
味
と
血
脈
の
方
法
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
論
が
確
立
し
て

か
ら
、
そ
れ
ま
で
個
々
の
学
説
あ
る
い
は
雰
囲
気
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
仁
斎



の
個
性
が
一
気
に
体
系
化
さ
れ
て
い
く
。

　
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
二
杳
の
絶
対
的
典
拠
化
と
い
う
仁
斎
の
姿
勢
は
、
朱
子

学
の
四
菩
の
重
視
に
対
す
る
否
定
を
含
む
と
同
時
に
、
い
ま
だ
五
経
の
重
視
に

い
き
つ
い
て
い
な
い
分
、
朱
子
学
の
影
響
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
と
い
う
議
論

も
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
仁
斎
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
あ
え
て
朱

子
学
の
『
四
杳
集
注
』
と
自
己
の
著
作
を
ぶ
つ
け
あ
う
こ
と
で
、
自
己
の
思
想

の
表
明
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
仁
斎
の
主
著
は
四
書
の
注

釈
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
注
釈
は
、
訓
詰
の
段
階
で
は
朱
幕
の
注
釈
を
か
な
り

取
り
入
れ
た
う
え
で
、
思
想
内
容
の
解
釈
の
場
面
で
は
朱
子
学
批
判
を
展
開
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
仁
斎
が
引
用
す
る
朱
蕪
以
後
の
学
者
の
説
は

お
お
む
ね
明
の
『
四
書
大
全
』
に
見
え
、
仁
斎
が
こ
の
書
物
を
大
幅
に
利
用
し

て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
現
在
古
義
堂
文
庫
に
は
、
仁
斎
の
菩
込
の
あ
る

『
四
杳
大
全
』
も
残
っ
て
い
る
。
仁
斎
は
個
々
の
訓
詰
に
つ
い
て
は
朱
子
学
の

注
釈
を
利
用
し
て
も
よ
い
と
言
う
。

　
　
初
学
の
若
き
は
、
固
に
註
文
を
去
て
能
く
本
文
を
暁
す
こ
と
能
は
ず
。
萄

　
　
も
集
註
章
句
既
に
通
ず
る
の
後
は
、
悉
く
棄
て
去
り
、
特
に
論
孟
の
正
文

　
　
に
就
て
、
熟
読
侃
服
、
優
漱
自
得
せ
ば
、
孔
孟
の
本
指
に
於
て
、
大
廉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
二
と

　
　
頓
に
癌
む
る
が
猶
く
、
自
ら
心
目
の
間
に
瞭
然
た
ら
ん
。
（
『
童
子
問
』
上

　
　
　
　
＾
5
一

　
　
第
二
章
）

　
と
こ
ろ
で
よ
く
問
題
に
な
る
の
は
、
仁
斎
が
『
語
孟
字
義
』
上
の
冒
頭
で
、

ま
ず
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
「
意
思
」
と
「
語
脈
」
を
理
解
し
、
そ
う
す
れ

ば
「
意
味
」
と
「
血
脈
」
が
わ
か
る
だ
け
で
な
く
、
「
字
義
」
も
明
蜥
に
な
る

　
　
　
　
　
　
伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
予
嘗
て
学
者
に
教
ふ
る
に
、
語
孟
の
二
書
を
熟
読
精
思
し
、
聖
人
の
意
思

　
　
語
脈
を
し
て
能
く
心
目
間
に
瞭
然
た
ら
使
む
る
と
き
は
、
則
ち
惟
だ
能
く

　
　
孔
孟
の
意
味
血
脈
を
識
る
の
み
に
非
ず
、
又
能
く
其
の
字
義
を
理
会
し
て

　
　
大
謬
に
至
ら
ざ
る
を
以
て
す
。

「
意
思
」
と
「
語
脈
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
語
の
意
味
と
文
脈
、
「
意
味
」

と
「
血
脈
」
と
は
そ
の
語
の
思
想
的
内
容
と
そ
の
文
に
み
え
る
思
想
的
脈
絡
、

「
字
義
」
と
は
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
を
貫
く
各
語
の
概
念
の
内
容
、
で
あ
る
。

ま
ず
文
章
を
正
確
に
理
解
す
れ
ば
、
そ
の
文
章
の
思
想
的
脈
絡
が
把
握
で
き
る

だ
け
で
は
な
く
、
用
語
の
概
念
規
定
も
明
確
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
血
脈
」
は
『
論
語
』
と
『
孟
子
L
そ
れ
ぞ
れ
の
菩
物
の
中
に
も
、
ま
た
こ
の

二
杳
の
相
互
の
間
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
書
全
般
に
わ
た
っ
て
「
血
脈
」
が

流
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仁
斎
は
ま
ず
『
訟
嬰
叩
』
と
『
孟
子
』
と
を
虚
心
に

読
む
こ
と
を
要
求
し
た
。
十
人
が
十
人
同
意
で
き
る
思
想
内
容
を
つ
か
む
た
め

で
あ
る
。
一
人
だ
け
が
知
る
こ
と
や
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
十
人
が
知
る
こ
と

も
行
な
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
は
道
で
は
な
い
と
仁
斎
は
一
言
う
。

　
　
一
人
之
を
知
り
て
、
而
し
て
十
人
之
を
知
る
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
、
道
に

　
　
非
ず
。
一
人
之
を
行
ひ
て
、
而
し
て
十
人
之
を
行
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
者
も
、

　
　
道
に
非
ず
。
何
ぞ
な
れ
ば
、
天
下
万
世
に
達
し
て
須
奥
も
離
る
可
か
ら
ざ

　
　
る
の
道
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
（
『
論
語
古
義
』
総
論
　
綱
領
）

そ
し
て
今
度
は
そ
の
思
想
内
容
と
個
々
の
文
章
や
語
の
意
味
を
つ
き
あ
わ
せ
確

認
を
行
な
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
文
脈
を
超
え
た
『
論
語
』
と
『
孟
子
』

一
一
一
七



を
貰
ぬ
く
概
念
の
用
法
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
「
意
味
」
と
「
血

脈
」
で
は
「
血
脈
」
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
と
し
、
『
孟
子
』
を
読
む
者
は

「
血
脈
」
を
ま
ず
つ
か
め
生
言
う
が
（
『
語
孟
字
義
』
下
　
学
）
、
そ
れ
は
『
孟

子
』
の
方
が
理
論
的
な
脈
絡
を
た
ど
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
「
血
脈
」

は
「
聖
賢
道
統
の
旨
」
を
言
う
と
仁
斎
は
す
る
が
（
同
上
）
、
一
方
で
「
道
統
」

と
い
う
考
え
を
非
公
開
的
な
道
の
考
え
方
と
し
て
否
定
し
て
い
る
一
『
童
子
問
』

下
　
第
二
九
章
一
。
つ
ま
り
こ
こ
の
遣
統
と
は
孔
子
と
孟
子
の
間
を
流
れ
る
思

想
的
脈
絡
の
表
現
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
に
仲
び
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
因

み
に
朱
蕪
も
禅
宗
の
伝
燈
論
の
非
公
開
性
を
批
判
し
た
う
え
で
道
統
論
を
説
い

　
　
　
＾
6
一

て
い
る
が
、
仁
斎
は
そ
れ
を
更
に
開
放
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
意
味
・
血
脈
の
方
法
を
宋
の
林
希
逸
の
『
荘
子
庸
斎
口
義
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
一

発
題
か
ら
の
影
響
と
す
る
説
も
あ
る
。
確
か
に
仁
斎
は
こ
の
書
を
閲
読
し
て
い

た
し
、
こ
の
詐
自
体
が
江
戸
時
代
で
最
も
よ
く
読
ま
れ
た
『
荘
子
』
の
注
釈
の

一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
問
題
に
な
る
の
が
、
朱
蕪
も
こ
の
血
脈
と

い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
〕

　
朱
喜
一
の
用
例
に
つ
い
て
は
三
宅
正
彦
氏
が
論
じ
て
い
る
が
、
用
語
の
理
解
と

思
想
解
釈
に
つ
い
て
三
宅
氏
と
は
異
っ
た
形
で
、
朱
蕪
の
読
書
法
を
次
の
三
項

目
に
整
理
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
『
大
学
或
問
』
に

　
　
大
凡
そ
疑
義
、
之
を
決
す
る
所
以
は
、
義
理
、
文
勢
、
事
証
の
三
者
に
過

　
　
ぎ
ざ
る
の
み
。
（
伝
之
十
章
）

と
あ
る
よ
う
に
、
義
理
・
文
勢
・
事
証
の
三
者
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
義
理
が
文

理
、
文
勢
が
血
脈
に
相
当
す
る
の
は
、
同
じ
く
『
大
学
章
句
』
一
経
一
章
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

「
文
理
接
続
、
血
脈
貫
通
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
三
宅
氏
が
あ
げ
て

い
る
用
例
や
、
そ
れ
以
外
の
朱
蕪
の
用
例
を
総
合
す
る
と
、
朱
喜
一
は
、
概
念
語

の
個
々
の
意
味
と
含
蓄
を
「
意
味
」
、
「
義
理
」
、
「
文
理
」
と
し
、
血
の
よ
う
に

生
き
生
き
と
し
た
流
れ
と
し
て
把
握
で
き
る
文
脈
（
そ
こ
に
は
ま
た
道
が
通
貫

し
て
い
る
）
を
「
血
脈
」
、
「
文
勢
」
と
し
、
更
に
そ
の
文
章
の
解
釈
を
補
佐
す

る
文
献
上
の
証
拠
を
「
事
証
」
、
「
左
験
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
三
宅
氏
は
用
語

の
相
違
を
そ
の
ま
ま
概
念
の
差
と
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
同
じ
内
容
で
あ
つ
て

も
そ
の
属
性
の
多
様
な
面
を
随
時
表
現
す
る
た
め
に
か
か
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
緒
局
は
上
述
の
三
項
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
な

お
筆
者
が
こ
こ
で
特
に
『
大
学
或
問
』
の
例
を
引
い
た
の
は
、
仁
斎
が
熟
読
し

て
い
た
『
四
書
大
全
』
に
『
大
学
或
問
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

朱
蕪
は
こ
の
三
者
が
全
部
そ
ろ
っ
た
状
態
を
最
善
と
す
る
が
、
「
事
証
」
は
必

ず
し
も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
の
二
者
で
文
章
の
理
解
を
行
な
わ
ざ
る

を
え
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
ま
た
朱
喜
一
は
『
孟
子
』
か
ら
習
得
で
き
る
文
章

作
法
に
即
し
て
「
血
脈
通
貫
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
　
孟
子
を
読
め
ば
、
義
理
が
わ
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
熟
読
す
れ
ば
作
文
の

　
　
法
に
通
暁
す
る
。
こ
の
菩
は
、
首
尾
照
応
、
血
脈
通
貫
、
語
意
反
覆
、
明

　
　
白
峻
潔
、
一
字
の
無
駄
も
無
い
。
［
読
孟
子
非
惟
看
官
義
理
、
熟
読
之
、

　
　
便
暁
作
文
之
法
。
首
尾
照
応
、
血
脈
通
貫
、
語
意
反
覆
、
明
白
峻
潔
、
無

　
　
一
字
閑
。
］
（
『
朱
子
語
類
』
一
九
　
5
3
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
ち
み
や
く

血
脈
と
は
も
と
も
と
体
内
の
血
の
流
れ
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
仏
教
の
血
脈
、

つ
ま
り
法
の
伝
授
の
系
譜
と
い
う
意
味
が
想
起
さ
れ
や
く
、
事
実
仁
斎
の
用
法



も
朱
蕪
の
道
統
論
と
類
似
の
も
の
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
朱
轟
の
論
敵

の
陸
九
淵
は
、
読
書
の
際
に
「
字
を
解
す
」
の
み
で
「
血
脈
」
を
求
め
な
い
態

度
を
批
判
し
、
そ
こ
で
も
読
書
が
ら
み
で
「
血
脈
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
「
血
脈
」
は
「
骨
髄
」
と
並
べ
ら
れ
、
人
間
の
肉
体
に
類
比
し
て
遣
の
生

き
生
き
し
た
状
態
の
形
容
と
さ
れ
て
い
る
（
語
録
下
　
李
伯
敏
所
録
7
9
、
『
象

山
先
生
全
集
』
三
五
）
。
因
み
に
仁
斎
は
陛
九
淵
の
語
録
を
引
用
し
た
り
、
読

ん
で
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
仁
斎
が
果
た
し
て
朱
蕪
か
ら
こ
の
よ
う
な
発
想

を
と
っ
た
か
ど
う
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
少
な
く

は
な
い
。
特
に
『
語
孟
字
義
』
で
は
血
脈
が
語
脈
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

は
、
文
脈
と
い
う
朱
蕪
流
の
意
味
を
か
な
り
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま

た
仁
粛
が
血
脈
。
を
使
用
す
る
場
合
は
、
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
、
そ
れ
に
他
菩
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

あ
っ
て
も
両
菩
の
内
容
に
関
わ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
語
が
あ
く

ま
で
も
道
に
か
か
わ
る
価
値
を
持
っ
た
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
仁
斎
が
字
義

を
問
題
に
す
る
際
に
意
識
し
た
陳
淳
の
『
性
理
字
義
』
は
、
多
く
の
出
典
が
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
〕

杳
に
求
め
ら
れ
、
も
と
『
北
渓
先
生
四
書
字
義
』
と
称
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に

も
ま
た
朱
子
学
的
『
四
書
（
字
義
）
』
対
仁
斎
流
『
語
孟
（
字
義
）
』
の
対
立
を

看
取
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
更
に
本
質
的
な
こ
と
と
し
て
、
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
関
係

を
朱
蕪
は
こ
の
よ
う
に
見
て
い
た
。
朱
喜
ぽ
『
論
語
』
を
理
論
性
の
少
な
い
書

物
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
孔
子
の
時
代
は
道
が
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
、
孔
子
は

実
践
に
つ
い
て
説
け
ば
よ
か
っ
た
。
し
か
し
孟
子
の
頃
に
な
る
と
も
う
道
は
不

明
に
な
っ
て
い
た
の
で
孟
子
は
理
論
を
建
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

た
め
孟
子
に
は
議
論
の
誇
張
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
　
孟
子
は
人
を
教
え
る
の
に
理
義
の
大
筋
を
言
う
こ
と
が
多
く
、
孔
子
の
方

　
　
は
、
修
養
を
実
践
す
る
身
近
な
場
で
人
を
教
え
て
い
る
。
［
孟
子
教
人
、

　
　
多
言
理
義
大
体
、
孔
子
則
就
切
実
傲
工
夫
処
教
人
。
］
（
『
朱
子
語
類
』
一

　
　
九
　
1
2
）

　
　
論
語
は
心
を
説
か
ず
に
、
た
だ
実
事
だ
け
を
説
い
て
い
る
。
孟
子
は
心
を

　
　
説
き
、
か
く
て
後
に
心
に
求
め
る
と
い
う
弊
害
が
生
じ
た
。
［
論
語
不
説

　
　
心
、
只
説
実
事
。
孟
子
説
心
、
後
来
遂
有
求
心
之
病
。
］
（
『
朱
子
語
類
』

　
　
一
九
　
1
4
）

後
者
は
『
論
語
大
全
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
荻
生
狙

棟
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
『
孟
子
』
が
『
論
語
』
よ
り
も
筋
が
追
い
や
す
い
と

言
う
と
こ
ろ
は
、
仁
斎
に
も
似
て
い
る
。
『
論
語
』
と
『
孟
子
L
の
み
を
相
互

に
照
射
し
あ
っ
た
場
合
、
必
然
的
に
出
て
く
る
両
書
の
個
性
の
意
味
づ
け
が
緒

果
的
に
一
致
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
面
と
と
も
に
、
朱
喜
一
の
議
論
の
中

に
仁
斎
や
狙
株
の
よ
う
な
思
想
が
展
開
す
る
要
素
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
。

　
と
も
か
く
も
仁
斎
の
方
法
論
は
、
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
み
を
根
拠
に
し

て
、
そ
の
間
の
思
想
的
文
脈
と
思
想
概
念
を
、
一
貫
し
た
方
法
に
よ
っ
て
読
み

解
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
朱
轟
は
四
杳
を
軸
に
し
、
や
は
り
明
確
な
方
法

論
に
よ
る
内
容
解
釈
を
説
い
て
い
た
。
実
は
中
国
で
も
朱
幕
ほ
ど
経
書
解
釈
の

方
法
論
を
明
確
に
説
い
た
儒
者
は
稀
な
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
朱
子
学
の
四
書
中

心
主
義
と
自
己
の
二
書
中
心
主
義
を
ぶ
つ
け
あ
い
、
朱
子
学
に
負
け
な
い
ほ
ど

一
一
一
九



の
方
法
的
自
覚
の
も
と
に
、
朱
子
学
の
体
系
を
検
証
し
つ
つ
白
己
の
思
想
と
学

問
の
体
系
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
朱
子
学
の
議
論
領
域
は
あ
ま
り

に
膨
大
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
ど
の
面
を
問
題
に
す
る
か
で
議
論
の
組
み
立
て

は
変
わ
る
。
理
と
気
の
関
係
に
ば
か
り
目
が
奪
わ
れ
れ
ば
、
結
局
は
気
の
重
視

と
い
う
程
度
の
議
論
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
思
想
の
体
系
化
と
経
学
の
組

織
化
が
困
難
に
な
る
。
そ
の
傾
向
は
山
鹿
素
行
や
貝
原
益
軒
な
ど
に
見
え
る
。

仁
斎
が
四
書
対
二
菩
と
い
う
対
立
関
係
を
議
論
の
根
本
に
置
く
の
は
、
朱
子
学

を
意
識
し
た
う
え
で
の
思
想
の
体
系
化
と
自
己
の
経
学
の
確
立
を
図
る
と
い
う

彼
の
学
問
の
性
格
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

三
、
『
易
経
』

と
『
詩
経
』

の
解
釈

　
さ
て
、
仁
斎
は
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
を
絶
対
の
典
拠
と
し
た
が
、
そ
の
場

合
い
く
つ
か
の
経
書
も
付
随
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ

は
『
易
経
』
、
『
書
経
』
、
『
詩
経
』
、
『
春
秋
』
で
あ
る
。
『
易
経
』
、
『
書
経
』
、

『
詩
経
』
は
、
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
に
引
埋
言
及
さ
れ
、
『
春
秋
』
は
、
孔
子

の
作
と
『
孟
子
』
に
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
に
つ
い
て
は
意
味
・
血
脈
の
方
法
を
駆
使
で
き
た
。

と
い
う
よ
り
も
こ
の
方
法
論
は
、
両
書
に
つ
い
て
駆
使
で
き
る
よ
う
に
も
と
も

と
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
い
わ
ば
第
二
陣
と
も
言
う
べ
き
経
書
を
問
題
に

す
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
態
度
の
う
ち
に
仁
斎
の
議
論
の
亀
裂
が
よ
く
現

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
『
易
経
』
は
仁
斎
の
世
界
観
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

『
詩
経
』
は
仁
斎
の
人
情
観
を
見
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
特

に
朱
子
学
と
の
関
係
が
間
題
に
な
る
。

　
仁
斎
の
二
兀
気
の
生
生
論
は
有
名
で
あ
る
が
、
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
か
ら

は
か
か
る
世
界
観
は
出
て
こ
な
い
。
仁
斎
が
こ
の
論
の
典
拠
と
し
て
使
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
）

の
は
、
『
易
経
』
で
あ
る
。
こ
の
場
の
仁
斎
の
論
理
は
屈
折
し
て
い
る
。
ま
ず

仁
斎
は
『
論
語
』
述
而
第
七
に
孔
子
が
五
十
歳
で
『
易
経
』
を
学
べ
ば
大
き
な

過
ち
は
無
い
と
言
っ
た
の
に
本
づ
き
、
『
易
経
』
を
孔
子
の
思
想
に
沿
っ
た
も

の
と
す
る
（
『
語
孟
字
義
』
下
　
易
）
。
そ
し
て
『
易
経
』
の
記
述
の
矛
盾
点
を

つ
く
と
と
も
に
、
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
を
基
準
に
し
て
そ
の
内
容
を
分
析
し
、

「
儒
家
の
易
」
（
象
伝
・
象
伝
・
文
言
伝
）
と
「
笠
家
の
易
」
（
繋
辞
伝
・
説
卦

伝
）
に
分
け
、
そ
の
う
ち
「
儒
家
の
易
」
の
み
を
是
認
し
た
。
こ
こ
で
仁
斎
は

『
易
経
』
の
文
献
批
判
の
原
則
と
し
て
『
孟
子
』
の
義
利
の
弁
を
応
用
す
る
。

つ
ま
り
「
儒
家
の
易
」
は
義
に
合
致
し
、
「
笠
家
の
易
」
は
利
益
追
求
だ
と
す

る
の
で
あ
る
。

　
　
夫
れ
義
理
を
主
と
す
る
と
き
は
、
則
ち
ト
笠
を
雑
ふ
る
を
得
ず
。
卜
笠
を

　
　
主
と
す
る
と
き
は
、
則
ち
義
理
を
棄
て
ざ
る
を
得
ず
。
何
ぞ
な
れ
ば
、
学

　
　
問
は
義
を
主
と
し
、
卜
笠
は
利
を
主
と
す
れ
ば
な
り
。
義
利
の
弁
は
、
水

　
　
火
薫
猶
の
相
入
れ
ざ
る
が
猶
し
。
（
『
易
経
古
義
』
綱
領
）

そ
し
て
「
儒
家
の
易
」
の
部
分
を
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
と
一
致
す
る
部
分
と
認

め
て
お
い
て
か
ら
、
両
書
の
内
容
に
は
無
い
二
兀
気
の
生
生
を
『
易
経
』
か
ら

持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
典
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
儒
家
の
易
」
と
さ
れ
た
「
乾
卦
象
伝
」
、
「
坤
卦
象
伝
」
の
「
大
い
な
る
か
な



乾
元
」
、
「
至
れ
る
か
な
坤
元
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
笠
家
の
易
」
と
し
て
否
定

さ
れ
た
は
ず
の
「
繋
辞
上
伝
」
の
「
一
陰
一
陽
、
之
を
道
と
い
ふ
」
、
「
生
生
を

之
れ
易
と
謂
ふ
」
や
、
「
繋
辞
下
伝
」
の
「
天
地
の
大
徳
を
生
と
謂
ふ
」
な
ど

も
あ
る
。
な
お
仁
斎
は
「
文
言
伝
」
も
「
儒
家
の
易
」
と
し
て
い
た
が
、
一
元

気
の
生
生
の
典
拠
と
し
て
引
用
す
る
「
元
は
善
の
長
」
の
部
分
を
、
『
易
経
』

の
本
文
で
は
な
い
と
し
て
『
易
経
』
か
ら
削
除
し
て
い
る
。
『
論
語
』
、
『
孟
子
L

に
無
い
＝
兀
気
の
生
生
論
と
は
、
こ
の
よ
う
に
『
易
経
』
の
強
引
な
利
用
に

よ
っ
て
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
は
、
天
道
の
領
域
に
つ

い
て
明
確
な
議
論
を
建
て
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
仁
斎
が
な
ぜ
二
兀
気
の
生
生
を
持
ち
出
す
の
か
。
こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
気

を
持
ち
出
す
真
の
意
図
が
気
に
よ
る
総
合
的
な
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
よ
り
も
、

理
の
意
味
の
後
退
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
二
兀
気
の
生
生
は
天
道
に
属
す
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
天
道
が
仁
斎
が
問
題
に
す
る
人
道
か
ら
は
は
ず
れ
る
の
は
、

仁
斎
が
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
其
の
陰
陽
を
以
て
人
の
道
と
為
可
か
ら
ざ
る
こ
と
、
仁
義
を
以
て
天
の
道

　
　
と
為
可
か
ら
ざ
る
が
猶
し
。
個
し
此
の
道
の
字
を
以
て
来
歴
根
源
と
為
る

　
　
と
き
は
、
則
ち
是
れ
陰
陽
を
以
て
人
の
道
と
為
る
な
り
。
［
一
仁
斎
自
身
の

　
　
補
筆
）
凡
そ
聖
人
の
所
謂
道
と
は
、
皆
人
道
を
以
て
之
を
言
ふ
。
…
…
］

　
　
其
の
不
可
な
る
こ
と
必
せ
り
。
（
『
語
孟
字
義
』
上
　
道
）

因
み
に
「
此
の
道
の
字
を
以
て
来
歴
根
源
と
為
す
」
と
は
、
陳
淳
『
性
理
字

義
』
下
・
道
の
内
容
を
指
し
、
仁
斎
は
こ
の
よ
う
な
態
度
を
否
定
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
天
道
の
二
兀
気
の
生
生
が
、
人
道
で
強
調
さ
れ
る
情
愛
と
イ
メ
ー
ジ

伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

の
う
え
で
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
天
道
は
全
く

人
道
と
無
関
係
で
は
な
い
。
特
に
天
地
の
生
生
が
全
く
自
然
で
あ
る
よ
う
に
、

人
情
も
全
く
作
為
の
入
ら
な
い
自
然
な
心
切
発
露
と
さ
れ
る
の
が
重
要
で
あ
る
。

と
も
に
理
に
相
当
す
る
秩
序
や
法
則
が
介
在
し
な
い
と
い
う
点
、
ま
た
天
地
と

人
そ
れ
ぞ
れ
の
理
想
的
な
状
態
は
か
か
る
状
況
に
由
来
す
る
と
い
う
点
で
共
通

す
る
。
こ
の
よ
う
に
天
道
と
人
道
の
間
に
平
行
性
を
見
る
こ
と
か
ら
齋
ら
さ
れ

る
心
理
的
安
定
も
確
か
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
一

元
気
の
生
生
で
押
し
切
る
こ
と
で
、
天
道
に
過
度
の
原
理
性
を
持
た
せ
な
い
効

果
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
こ
こ
に
理
と
気
と
い
う
問
題
設
定
の
枠
組
み
が
看
取
で
き
る
。
仁
斎
は
朱
子

学
の
用
語
と
間
題
領
域
を
利
用
し
、
そ
れ
と
自
己
の
思
想
を
対
比
さ
せ
る
こ
と

で
自
己
の
思
想
の
体
系
性
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
朱
子
学
の
読

み
換
え
、
あ
る
い
は
脱
構
築
を
行
な
っ
た
と
い
う
議
論
が
、
田
原
嗣
郎
氏
や
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

安
宣
邦
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
仁
斎
は
朱
子
学
を
徹
底
し
て
批
判
し

な
が
ら
、
一
方
で
朱
子
学
の
用
語
を
使
用
し
、
朱
子
学
の
語
の
定
義
を
一
部
を

変
更
し
た
う
え
で
使
用
す
る
。
仁
斎
の
学
問
は
朱
子
学
と
い
う
体
系
が
あ
っ
て

こ
そ
体
系
的
表
現
を
取
り
得
て
い
る
。

　
さ
て
仁
斎
が
な
ぜ
『
易
経
』
の
中
核
に
位
置
す
る
「
繋
辞
伝
」
な
ど
を
「
笠

家
の
易
」
と
し
て
批
判
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
仁
斎
が
占
い
自
体
を
否
定

し
た
か
ら
で
あ
る
。
占
い
と
は
未
来
を
予
測
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
行

動
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
仁
斎
に
言
わ
せ
れ
ば
、
未
来
が
ど
う
な

ろ
う
と
も
為
す
べ
き
こ
と
は
為
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
未
来
の
結
果
次
第
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



自
己
の
行
動
を
変
更
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
功
利
的
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
利

益
追
求
を
動
機
と
す
る
態
度
を
批
判
す
る
孟
子
の
思
想
が
生
き
る
。

　
　
故
に
語
孟
の
二
杳
、
未
だ
嘗
て
ト
笠
を
言
ふ
者
有
ら
ず
。
何
ぞ
な
れ
ば
義

　
　
に
従
ふ
と
き
は
、
則
ち
必
ず
し
も
ト
笠
を
用
ひ
ず
。
卜
笠
に
従
ふ
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刈

　
　
則
ち
義
を
捨
て
ざ
る
を
得
ず
。
…
…
義
生
く
当
き
と
き
は
、
則
ち
生
き
、

　
　
義
死
す
当
き
と
き
は
、
則
ち
死
す
。
己
に
在
る
の
み
、
何
ぞ
ト
笠
を
待
ち

　
　
て
之
を
決
せ
ん
。
君
子
去
就
進
退
用
捨
行
蔵
、
惟
だ
義
の
在
る
所
。
笑
ぞ

　
　
利
不
利
を
問
ふ
こ
と
為
さ
ん
。
是
れ
孔
孟
の
未
だ
嘗
て
ト
笠
を
言
は
ざ
る

　
　
所
以
な
り
。
（
『
語
孟
字
義
』
下
　
鬼
神
附
卜
笠
）

朱
幕
は
『
易
経
L
を
ト
笠
の
書
と
し
、
そ
の
う
え
で
『
易
経
』
の
意
義
を
認
め

た
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
仁
斎
と
朱
喜
一
と
の
間
に
は
対
立
し
か
存
在
し
な
い
よ

う
で
あ
る
が
、
朱
喜
一
も
一
方
で
は
仁
斎
と
同
じ
よ
う
に
占
い
が
功
利
的
な
動
機

を
含
む
危
倶
を
自
覚
し
て
い
た
。
朱
蕪
は
自
己
が
行
動
の
選
択
に
つ
い
て
道
徳

的
に
確
信
を
も
て
る
時
は
占
い
の
必
要
は
無
い
と
言
う
。

　
　
人
が
ト
笠
で
疑
惑
を
決
す
る
よ
り
、
道
理
と
し
て
為
す
べ
き
な
ら
、
も
と

　
　
よ
り
為
す
べ
き
だ
し
、
道
理
と
し
て
為
す
べ
き
で
な
け
れ
ば
、
も
と
も
と

　
　
為
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
占
い
を
用
い
る
必
要
が
あ

　
　
ろ
う
か
。
あ
る
種
の
事
で
、
吉
か
凶
か
で
道
理
の
岐
路
が
あ
り
、
対
処
し

　
　
き
れ
ぬ
時
、
占
い
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
放
火
や
殺
人
な
ど
と
い
っ
た
事

　
　
は
、
と
も
か
く
為
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
か
占
い
な
ど
し

　
　
ま
い
。
ま
た
官
吏
に
な
っ
て
汚
職
や
追
従
、
不
正
な
昇
進
な
ど
も
、
ま
さ

　
　
か
占
い
な
ど
は
し
ま
い
。
［
与
人
ト
笠
以
決
疑
惑
、
若
道
理
当
為
、
固
是

四
二

　
　
便
為
之
。
若
道
理
不
当
為
、
自
是
不
可
倣
、
何
用
更
占
。
却
是
有
一
様
事
、

　
　
或
吉
或
凶
、
成
両
岐
道
理
、
処
置
不
得
、
所
以
用
占
。
若
是
放
火
殺
人
、

　
　
此
等
事
終
不
可
為
、
不
成
也
去
占
。
又
如
傲
賊
汚
邪
僻
、
由
径
求
進
、
不

　
　
成
也
去
占
。
］
（
『
朱
子
語
類
』
七
三
　
1
）

決
定
が
下
せ
な
い
時
に
、
宇
宙
の
理
法
に
問
う
の
で
あ
る
。
仁
斎
と
朱
嘉
の
違

い
は
、
占
い
の
認
否
と
い
う
緒
果
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
決
定
能
力
に
対
す

る
信
頼
の
差
が
あ
る
。
仁
斎
は
筋
論
を
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
人
間
の

能
力
に
対
し
て
あ
ま
り
に
楽
観
的
に
過
ぎ
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
朱

蕪
は
人
間
の
認
識
能
力
、
判
断
能
力
の
眼
界
を
認
め
る
。
朱
喜
一
の
語
の
こ
の
箇

所
は
『
周
易
大
全
』
に
も
採
ら
れ
て
い
ず
、
仁
斎
が
知
っ
て
い
た
か
さ
だ
か
で

は
な
い
が
、
結
果
的
に
は
朱
寮
が
既
に
占
い
と
い
う
行
為
の
う
ち
に
感
じ
と
っ

て
い
た
功
利
性
を
、
仁
斎
は
前
面
に
押
し
出
し
批
判
を
加
え
た
形
に
な
っ
て
い

る
。　

次
に
仁
斎
の
『
詩
経
』
観
が
間
題
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
論
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
最
小
眼
に
止
め
た
い
。
仁
斎
は
『
詩
経
』
を
人

惰
の
事
実
を
記
し
た
経
書
と
見
な
し
た
。
し
か
し
仁
斎
は
そ
の
人
情
重
視
の
わ

り
に
は
、
『
詩
経
』
を
特
別
視
し
て
は
い
な
い
。
仁
斎
が
『
詩
経
』
の
意
義
を

言
う
の
は
、
一
つ
に
は
『
易
経
』
と
同
じ
く
『
弘
一
嬰
巴
と
『
孟
子
』
に
『
詩
』

が
引
か
れ
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
特
に
『
論
語
』
為
政
第
二
の
孔

子
の
有
名
な
語
、
「
詩
三
百
、
；
日
以
て
之
を
蔽
へ
ば
、
日
く
思
ひ
邪
し
ま
無

し
、
と
」
は
、
ど
う
し
て
も
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
仁
斎
は
『
論

語
』
と
『
孟
子
』
に
出
て
く
る
経
書
の
う
ち
『
易
経
』
に
つ
い
て
は
未
完
な
が



ら
『
周
易
古
義
』
一
「
綱
領
」
、
「
易
経
上
」
で
は
乾
と
坤
の
部
分
、
「
文
言
」
、

「
大
象
解
」
の
み
存
在
一
、
『
春
秋
』
に
つ
い
て
は
『
春
秋
経
伝
通
解
』
を
作
成

し
た
が
、
『
書
経
』
と
『
詩
経
』
に
つ
い
て
注
釈
を
作
成
し
な
か
っ
た
。
『
詩

経
』
に
つ
い
て
は
『
詩
説
』
と
い
う
論
文
が
一
篇
だ
け
あ
る
。

　
朱
蕪
は
『
論
語
集
注
』
一
為
政
篇
で
、
『
詩
経
』
の
内
部
に
読
者
の
善
心
を

引
き
起
こ
す
要
素
と
瀬
惰
な
心
を
戒
め
る
要
素
の
両
方
が
入
っ
て
い
る
と
言
う
。

つ
ま
り
『
詩
経
』
そ
の
も
の
に
逝
徳
的
意
味
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
仁
斎
は
後
年
『
詩
経
』
の
作
者
の
製
作
意
図
よ
り
も
読
者
の
受
け
取

り
方
が
問
魎
だ
生
言
う
よ
う
に
な
っ
た
（
『
語
孟
字
義
』
下
　
詩
）
。
つ
ま
り
頽

廃
的
な
詩
は
あ
く
ま
で
も
頽
廃
的
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
遭
徳
的
意
味
を
持

つ
の
は
、
読
者
が
そ
れ
を
頽
廃
的
で
あ
る
と
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。

「
詩
の
作
者
」
の
全
て
が
邪
念
が
無
か
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
「
詩
の
読
者
」
が

邪
念
が
無
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
論
法
を
用
い
る
と
、

教
化
の
沓
物
と
し
て
の
『
詩
経
』
の
意
義
が
消
え
て
し
ま
う
。
「
然
れ
ど
も
論

孟
に
通
じ
て
、
而
る
後
六
経
の
学
益
有
り
」
（
『
童
子
問
』
上
　
第
六
章
）
と
一
言

う
よ
う
に
、
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
を
理
解
し
な
い
限
り
『
詩
経
』
の
意
味
が
無

い
と
い
う
の
で
は
、
『
詩
経
』
の
経
書
と
し
て
の
実
質
的
な
意
味
は
無
く
な
っ

て
し
ま
う
。

　
実
は
朱
蕪
も
一
方
で
仁
斎
と
類
似
の
見
解
も
示
し
、
仁
斎
の
方
に
も
朱
喜
一
に

類
似
す
る
言
を
見
せ
る
箇
所
が
あ
り
、
両
者
と
も
完
全
に
統
一
的
で
は
な
い
。

し
か
し
全
体
か
ら
見
て
仁
斎
は
朱
蕪
の
作
者
と
読
者
の
関
係
論
を
つ
き
つ
め
て
、

『
詩
経
』
の
非
経
菩
化
を
推
し
進
め
た
。
仁
斎
は
朱
蕪
の
学
説
の
中
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

要
素
を
拡
大
徹
底
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
『
易
経
』
の
場
合
と

類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
ま
た
仁
斎
の
思
想
体
系
は
「
学
の
綱
領
」
を
軸
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
『
中
庸
』
に
あ
る
性
と
道
と
教
の
枠
組
み
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

語
孟
の
典
拠
化
と
意
味
・
血
脈
の
把
握
と
い
う
仁
斎
の
方
法
論
は
、
方
法
論
の

み
で
独
立
し
て
い
く
も
の
で
は
な
く
、
間
題
設
定
が
前
提
と
な
っ
て
は
じ
め
て

機
能
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
設
定
に
際
し
て
は
語
孟
以
外
の
経
書
の
典
拠
化

や
、
理
と
気
の
対
置
、
性
と
遭
の
関
係
と
い
う
朱
子
学
的
な
図
式
に
頼
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
上
述
の
よ
う
に
、
仁
斎
の
思
想
に
は
朱
喜
一
が

孕
ん
で
い
た
要
素
を
極
眼
ま
で
つ
き
つ
め
る
こ
と
で
朱
蕪
を
批
判
す
る
と
い
う

側
面
も
あ
る
。
た
だ
仁
斎
と
朱
子
学
に
影
響
関
係
の
み
を
見
る
の
は
一
面
的
で

あ
っ
て
、
む
し
ろ
見
る
べ
き
は
、
仁
斎
の
生
活
時
空
に
即
応
し
た
世
界
解
釈
と

行
動
原
理
の
形
象
化
に
、
朱
子
学
の
問
題
設
定
と
論
理
展
開
の
方
式
、
使
用
す

る
概
念
と
範
鴫
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
面
で
あ
る
。

四
、
人

情

　
二
兀
気
の
生
生
論
と
並
ん
で
仁
斎
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た

人
情
の
重
視
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
若
干
の
検
討
を
行
な
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

周
知
の
通
り
人
情
重
視
の
傾
向
は
中
国
で
は
明
の
中
期
以
降
強
く
な
っ
た
と
さ

れ
る
。
陽
明
学
は
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
明
か
ら
清
に
か
け
て
の

羅
欽
順
、
王
廷
相
、
呉
廷
翰
、
王
夫
之
、
戴
震
な
ど
所
謂
「
気
の
哲
学
者
」
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
一
一



ち
に
も
そ
の
傾
向
が
次
第
に
見
え
始
め
る
。
こ
の
う
ち
戴
震
に
つ
い
て
は
、
吉

川
幸
次
郎
氏
の
よ
う
に
、
仁
斎
と
の
共
通
点
を
挙
げ
た
う
え
で
、
仁
斎
の
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

百
年
ほ
ど
早
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。

た
だ
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
と
い
う
よ
り
は
、
同
じ
く
明
の
思
潮
か
ら
の
流
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
〕

い
う
こ
と
で
相
互
関
係
を
説
明
す
る
余
英
時
氏
の
よ
う
な
議
論
も
あ
り
、
更
に

朱
謙
之
氏
の
よ
う
に
仁
斎
を
呉
廷
翰
ら
「
唯
物
論
」
の
一
展
開
と
す
る
見
方
も

　
＾
帖
〕

あ
る
。
因
み
に
仁
前
は
羅
欽
順
を
引
用
し
、
筆
者
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
呉
廷

翰
か
ら
の
影
響
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
「
気
の
哲
学
者
」
た
ち
が
天
道

と
人
道
を
気
で
一
貫
さ
せ
る
の
に
対
し
、
仁
斎
は
先
引
の
『
語
孟
字
義
』
上
・

道
の
文
に
端
的
に
見
え
て
い
た
よ
う
に
、
気
を
天
道
に
止
め
る
傾
向
を
持
つ
。

当
然
『
孟
子
L
の
「
気
」
は
体
内
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

気
に
つ
い
て
の
仁
斎
の
議
論
も
そ
の
範
囲
内
で
は
有
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
越
え

た
二
兀
気
に
よ
る
天
道
と
人
道
の
統
一
的
把
握
が
弱
い
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
天

道
に
対
す
る
人
道
こ
そ
遺
の
本
旨
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
天
道
の
気
は

介
入
し
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
情
と
は
、
儒
教
の
文
献
で
は
三
段
階
の
捉
え
方
が
あ
っ
た
。
ま
ず

惰
の
善
な
る
面
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
下
の
「
四
端
の

心
（
側
隠
・
差
悪
・
辞
譲
・
是
非
）
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
道
徳
的
感
情
で
あ

る
。
も
っ
と
も
仁
斎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
孟
子
』
で
は
こ
の
四
端
を
「
心
」

と
す
る
が
「
情
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
性
に
対
す
る
情
と
す
る

の
は
後
の
規
定
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
白
体
で
は
善
悪
い
ず
れ
と
も
決
定
し
え
ぬ

情
で
、
具
体
的
に
は
喜
・
怒
・
哀
・
催
・
愛
・
悪
・
欲
の
「
七
情
」
（
『
礼
記
』

四
四

礼
運
）
で
あ
る
。
例
え
ば
不
善
を
憎
む
と
い
う
場
合
の
「
悪
む
」
と
い
う
感
情

は
善
で
あ
る
が
、
正
当
な
理
由
な
き
憎
悪
は
悪
で
あ
っ
て
、
善
に
も
悪
に
も
な

り
う
る
。
そ
し
て
最
後
は
飲
食
一
食
欲
）
・
男
女
（
性
欲
）
で
（
『
礼
記
』
礼

運
）
、
こ
れ
は
通
常
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
情
に
は
こ
の
よ

う
に
三
段
階
が
あ
る
。
朝
鮮
王
朝
の
李
退
渓
と
奇
高
峰
が
四
端
と
七
情
の
関
係

に
つ
い
て
論
争
し
た
所
謂
「
四
七
論
争
」
の
焦
点
は
、
こ
の
三
段
階
に
落
と
し

て
み
る
と
、
第
一
と
第
二
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
仁
斎
が
強
調
し
た
人
情
は
、
こ
の
三
段
階
の
い
づ
れ
に
属
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
の
四
端
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
仁
斎
は
こ
れ
を

心
と
し
情
と
は
見
な
さ
な
い
一
『
語
孟
字
義
』
上
　
情
な
ど
）
。
そ
れ
は
四
端
が

自
然
に
発
動
す
る
も
の
で
は
な
く
意
識
的
な
工
夫
（
修
養
）
を
必
要
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。
仁
斎
が
情
と
し
て
認
め
る
も
の
は
ま
ず
第
二
の
七
情
で
あ
っ
て
、

同
時
に
第
三
の
飲
食
と
男
女
も
含
ん
で
く
る
と
思
わ
れ
る
。
朱
蕪
は
こ
の
第
三

に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
り
つ
つ
も
、
食
欲
が
無
け
れ
ば
身
体
が
維
持
で
き
ず
、

性
欲
が
無
け
れ
ば
子
孫
が
で
き
な
い
と
す
る
よ
う
に
（
『
大
学
或
問
』
伝
之
五

章
）
、
存
在
自
体
は
や
む
を
え
ぬ
も
の
と
し
た
。
ま
た
「
勇
を
好
む
」
「
貨
を
好

む
」
「
色
を
好
む
」
と
い
っ
た
欲
望
は
天
理
と
し
て
人
情
と
し
て
本
来
人
間
に

備
わ
っ
た
も
の
だ
が
、
同
時
に
人
欲
を
防
ぎ
天
理
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
強
調
し
て
い
る
（
『
孟
子
集
注
』
二
　
梁
恵
王
章
句
下
）
。
こ
れ
に
対
し
て

仁
斎
は
、
「
故
に
民
と
好
悪
を
同
じ
く
す
る
と
き
は
、
則
ち
色
を
好
み
貨
を
好

む
、
皆
王
道
為
り
」
（
『
童
子
問
L
中
　
第
十
六
章
）
と
言
い
、
渡
辺
浩
氏
も
引

　
　
　
　
　
行
〕

用
す
る
よ
う
に
、
仁
斎
の
息
子
の
東
涯
は
『
訓
幼
字
義
』
で
、
「
情
は
人
の
真



実
の
心
な
り
、
・
－
・
・
又
色
を
好
み
食
を
嗜
の
た
ぐ
ひ
も
、
人
の
ま
こ
と
な
れ
ば
、

も
と
よ
り
情
と
い
ふ
べ
し
」
と
言
う
。

　
中
国
で
は
明
末
清
初
に
、
や
は
り
飲
食
男
女
の
欲
、
更
に
「
貨
」
の
欲
を
も

肯
定
す
る
論
が
出
て
く
る
。
こ
の
「
貨
」
の
欲
と
は
利
潤
追
求
の
欲
で
あ
っ
て
、

商
業
や
工
業
で
の
企
業
的
営
為
を
あ
る
程
度
ま
で
肯
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
仁
斎
の
場
合
は
、
こ
の
社
会
的
欲
望
の
方
面
は
あ
ま
り
強
調
さ

れ
て
い
る
と
は
見
え
な
い
。
仁
斎
の
経
済
重
視
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
研
究
も

　
　
一
㎎
一

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
仁
斎
の
主
眼
は
当
時
の
儒
者
の
経
済
論
に
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
節
約
に
よ
る
経
済
的
安
定
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
生
産
増
大
の
方
途
の
提

示
や
、
個
人
の
利
殖
活
動
の
是
認
と
推
進
論
は
見
ら
れ
な
い
点
を
、
「
気
の
哲

学
」
を
含
め
た
明
末
清
初
の
一
思
潮
と
の
対
比
で
言
っ
て
お
き
た
い
。
先
述
の

天
人
論
の
よ
う
に
、
彼
我
の
差
異
が
こ
こ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
因
み
に
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
9
〕

は
仁
斎
を
京
都
の
町
衆
と
し
て
特
微
づ
け
る
議
論
を
、
無
意
味
と
思
う
も
の
で

は
な
い
。
武
に
対
す
る
文
の
尊
重
、
中
央
か
ら
の
政
治
的
道
徳
的
統
制
に
対
す

る
消
極
的
態
度
は
、
そ
の
現
れ
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
要
素
を
絶
対
的

な
前
提
と
し
て
無
限
に
拡
大
す
る
姿
勢
に
は
留
保
を
つ
け
た
い
。

　
さ
て
仁
斎
の
情
の
性
格
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
肉
体
的
な
安
楽
を
喜
ぶ
よ
う
な

も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
『
語
孟
字
義
』
上
　
惰
）
、
か
か
る
自
然
な

心
の
動
き
に
沿
う
も
の
が
道
で
あ
る
。
こ
の
情
は
本
能
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、

生
活
感
情
も
含
む
。
仁
斎
は
惰
の
内
容
に
つ
い
て
大
ま
か
な
説
明
し
か
行
な
わ

な
か
っ
た
が
、
心
の
自
然
な
発
露
と
い
う
実
感
が
持
て
た
も
の
を
情
と
す
れ
ば

よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
か
か
る
情
と
逝
を
連
緒
さ
せ
た
こ
と
で
、
彼
が

伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

実
感
で
き
る
生
活
感
覚
を
肯
定
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
丸
谷
晃
一
氏
が

既
に
指
摘
し
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
仁
斎
は
必
ず
し
も
人
情
の
全
て
を
無
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
）

件
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仁
斎
は
情
の
う
ち
万
人
が
肯
定
的
に
共

有
で
き
る
部
分
だ
け
を
問
題
に
し
、
そ
れ
以
外
の
情
は
放
置
し
た
ま
ま
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ゆ
え
情
の
普
遍
性
の
根
拠
を
更
に
問
題
に
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
も
し
情
の
全
て
が
万
人
に
一
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
ば
、

朱
蕪
の
よ
う
に
そ
の
画
一
性
を
原
理
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ま
た
性
と
か

理
と
か
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
朱
黒
は
情
に
本
来
的
な
普
遍
性
を
認
め
、

そ
こ
に
性
を
見
出
し
た
。
そ
の
モ
デ
ル
が
四
端
の
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

仁
斎
は
四
端
の
心
を
情
か
ら
は
ず
し
、
画
一
的
な
普
遍
性
を
説
く
こ
と
を
避
け

た
。
仁
斎
は
十
人
が
十
人
行
な
え
る
の
が
道
で
あ
る
か
ら
道
は
十
人
に
当
て
は

ま
る
と
い
う
一
種
の
循
環
論
的
な
論
法
を
用
い
た
が
、
こ
れ
は
緒
果
的
な
効
果

か
ら
遭
の
枠
組
み
を
決
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
仁
斎
は
個
人

の
惰
の
う
ち
共
感
を
持
て
る
も
の
を
認
め
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。
こ
の
共
感

の
肯
定
と
い
う
こ
と
で
、
仁
斎
の
主
張
は
彼
の
活
動
空
間
の
中
で
十
分
な
普
遍

性
を
持
て
た
の
で
あ
る
。

　
仁
斎
は
、
性
と
は
生
れ
つ
き
の
こ
と
で
、
「
梅
子
（
梅
の
実
）
は
性
酢
し
、

柿
子
は
性
甜
、
某
の
薬
は
性
温
、
某
の
薬
は
性
寒
と
言
ふ
が
猶
き
な
り
」
（
『
語

孟
字
義
』
上
　
性
）
と
い
う
よ
う
に
各
人
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と
す
る
。
類
似

の
比
嚥
は
荻
生
狙
株
の
気
質
不
変
化
説
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
朱
轟
も

同
類
の
比
嚥
で
理
な
る
性
の
説
明
を
行
な
っ
て
い
た
。
（
例
え
ば
薬
の
比
嚥
で

は
『
朱
子
語
類
』
四
　
3
9
、
五
　
6
4
、
九
五
　
8
8
）
そ
の
う
え
で
朱
喜
一
は
、
そ

四
五



の
物
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
の
特
性
は
一
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
物
の

本
来
的
な
特
性
を
性
で
あ
り
理
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
朱
喜
一
が
理
の
比
嚥

に
使
用
す
る
も
の
を
仁
斎
は
朱
蕪
の
所
謂
「
気
質
の
性
」
の
比
嚥
と
し
て
利
用

し
た
の
で
あ
る
が
、
仁
粛
の
主
旨
は
一
つ
の
物
が
複
数
の
特
性
を
許
容
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
仁
斎
は
性
の
普
遍
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
あ
わ
せ
て
人
情
の

画
一
的
把
握
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
情
の
う
ち
普
遍
性

を
持
ち
え
る
箇
所
に
の
み
道
を
見
出
し
、
そ
れ
以
外
の
人
惰
は
放
置
し
た
の
で

あ
る
。

　
人
情
を
重
視
し
な
が
ら
も
そ
の
全
面
的
な
画
一
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
控
え

た
仁
斎
の
態
度
は
、
人
情
を
言
う
経
菩
と
彼
が
規
定
し
た
『
詩
経
』
の
注
釈
の

作
成
に
対
す
る
無
関
心
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
か
ら

道
を
理
解
し
、
そ
の
後
は
こ
の
逝
が
『
詩
経
』
の
中
の
人
情
の
肯
定
的
部
分
と

合
致
す
る
の
を
確
認
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
求

め
ら
れ
な
い
。
方
法
論
と
し
て
は
単
純
で
あ
る
が
、
一
定
の
方
向
の
も
と
に
眼

り
な
く
広
が
っ
て
い
く
充
実
感
は
持
ち
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
だ
け

で
は
『
詩
経
』
の
経
沓
と
し
て
の
意
義
が
あ
ま
り
に
も
希
薄
に
な
る
の
で
、

「
詩
序
」
評
価
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
以
前
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
人
情
に
依
拠
し
つ
つ
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
経
書
を

注
釈
し
お
お
せ
た
こ
と
は
、
こ
の
方
向
が
経
学
と
し
て
確
立
し
て
い
け
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
「
五
経
は
是
れ
宛
然
た
る
天
地
万
物
人
惰
世
変
の
図

子
の
み
」
（
『
童
子
問
』
下
第
3
章
）
と
事
実
を
「
議
論
」
で
束
縛
す
る
の
で

は
な
く
事
実
と
し
て
辿
る
態
度
は
、
史
学
、
事
実
考
証
へ
の
道
を
開
い
た
。
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

想
は
学
問
と
な
っ
て
、
学
派
と
し
て
安
定
す
る
。
仁
斎
の
後
継
と
し
て
東
涯
が

出
現
し
、
以
後
も
古
義
学
が
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
い
く
の
は
、
東
涯
の
非
凡
な

資
質
と
と
も
に
、
仁
斎
の
学
問
の
在
り
方
が
作
用
し
て
い
よ
う
。

五
、

結

語

　
筆
者
は
先
稿
で
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
儒
者
の
議
論
の
領
域
が
変
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

た
と
い
う
論
を
展
開
し
た
。
北
宋
で
盛
行
し
た
中
央
で
の
政
策
論
が
後
退
し
、

そ
れ
に
替
っ
て
外
界
と
内
心
の
関
係
論
を
軸
に
す
る
心
性
論
、
価
値
論
、
そ
の

裏
付
け
と
し
て
の
世
界
の
構
造
論
が
思
想
界
の
中
心
の
話
題
に
な
っ
て
い
く
。

そ
の
変
化
に
連
動
し
ま
た
そ
れ
を
促
進
し
た
の
が
道
学
で
あ
る
。
朱
蕪
に
よ
っ

て
集
大
成
さ
れ
た
道
学
、
所
謂
朱
子
学
は
、
そ
の
勢
力
を
仲
張
さ
せ
、
そ
れ
と

と
も
に
そ
の
議
論
の
領
域
と
用
語
が
次
第
に
一
般
化
し
て
い
く
。
明
の
陽
明
学

に
し
ろ
所
謂
「
気
の
哲
学
」
に
し
ろ
、
学
説
の
上
で
は
朱
子
学
と
対
立
し
て
も
、

議
論
の
領
域
と
使
用
す
る
概
念
は
、
使
用
頻
度
の
多
寡
や
解
釈
上
の
差
異
は
持

ち
つ
つ
も
、
朱
子
学
の
範
囲
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
中
国
に
於
け

る
こ
の
よ
う
な
思
想
表
現
の
場
の
安
定
は
、
一
見
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
南

宋
以
後
の
士
大
夫
の
地
域
志
向
の
傾
向
と
む
し
ろ
両
立
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
場

へ
の
参
画
は
、
中
央
と
地
域
の
別
、
更
に
地
域
相
互
間
の
差
異
と
い
う
現
実
に

埋
没
し
か
ね
な
い
知
識
人
の
欲
求
な
の
で
あ
る
。
表
現
の
普
遍
性
は
、
内
容
の

一
律
性
を
結
果
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
消
息
は
中
国
国
内
の
み
な
ら
ず
東

ア
ジ
ア
の
儒
教
圏
に
妥
当
す
る
。
朱
子
学
的
思
想
表
現
は
、
朝
鮮
儒
学
も
江
戸



前
期
の
儒
学
も
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
共
有
し
、
そ
の
表
現
を
媒
介
に
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
独
自
の
思
想
の
発
見
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
仁
斎
の
思
想
こ
そ
、
そ

の
目
覚
ま
し
い
一
鮪
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1
）432

注　
石
川
謙
『
日
本
学
校
史
の
研
究
L
一
日
本
図
普
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
七
）
、
頼
棋
一

『
近
世
後
期
朱
子
学
派
の
研
究
』
（
渓
水
社
、
一
九
八
六
）
等
。
藩
校
採
州
の
学
派
一
覧

に
つ
い
て
は
、
ま
た
笠
井
助
治
『
近
世
藩
校
に
於
け
る
学
統
学
派
の
研
究
』
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
〇
）
。

　
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
。

　
例
え
ば
、
尾
藤
正
英
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』
、
背
木
杳
店
、
一
九
六
一
。

　
仁
斎
が
ま
だ
敬
斎
と
名
乗
り
、
朱
子
学
者
で
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
仁
斎
と
朱
子
学
と

で
は
既
に
ず
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
こ
で
問
魍
に
な
る
の
は
仁

斎
の
朱
子
学
理
解
の
性
格
で
、
そ
の
検
討
は
ま
ず
仁
斎
の
読
杳
範
囲
の
調
査
か
ら
始
め

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
一
つ
重
要
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
仁
粛
は
我
々
が
常
用
す
る
南
宋

の
黎
靖
徳
が
編
集
し
た
『
朱
子
語
類
大
全
』
（
以
下
『
朱
子
語
類
』
と
略
称
）
一
四
〇

巻
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
貝
塚
茂
樹
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
が
見
た
語
類

は
葉
士
漉
が
編
集
し
た
『
晦
庵
先
生
語
録
類
要
L
（
以
下
『
詔
録
類
要
』
と
略
称
）
で

あ
っ
た
＾
「
朱
子
と
仁
斎
」
、
『
日
本
思
想
大
系
』
六
七
月
報
、
岩
波
沓
店
、
一
九
七
一
、

ま
た
『
語
録
類
要
』
に
つ
い
て
は
、
友
枝
沌
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
付
録
二
、
春

秋
祉
、
一
九
六
九
）
。

　
『
朱
子
語
類
』
は
理
と
気
の
関
係
論
、
特
に
理
気
先
後
の
論
か
ら
始
ま
り
、
次
に
天

地
の
構
遣
論
に
移
る
。
こ
の
沓
を
読
む
眼
り
、
ご
く
自
然
に
理
気
を
軸
に
し
た
静
的
な

宇
宙
の
構
造
論
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
『
語
録
類
要
』
は
、
「
太
極
」
・

「
命
」
・
「
心
」
・
「
性
」
・
「
心
性
情
」
の
順
序
で
始
ま
っ
て
い
く
。
現
存
の
仁
斎

初
年
の
論
文
を
、
束
涯
の
破
語
を
も
と
に
年
代
順
に
あ
げ
る
と
、
『
敬
斎
記
』
＾
二
七

歳
）
、
『
太
極
論
』
（
二
七
歳
）
、
『
性
善
論
』
（
二
八
、
二
九
歳
）
、
「
心
学
原
論
』
（
二
八
、

二
九
歳
）
、
『
仁
説
』
（
三
二
歳
）
で
あ
る
。
最
初
の
『
敬
斎
記
』
は
と
も
か
く
、
『
太
極

論
』
以
後
の
執
筆
テ
ー
マ
は
『
語
録
類
要
』
の
章
立
て
と
か
な
り
順
序
が
類
似
し
て
い

る
。
な
お
『
敬
斎
記
L
に
見
え
る
敬
に
対
す
る
関
心
は
当
時
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
明
や
朝
鮮
の
朱
子
学
の
傾
向
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
仁
斎
が
若
い
時
か
ら
読
ん
だ

杳
に
『
小
学
』
が
あ
る
が
、
既
に
失
わ
れ
た
小
学
の
段
階
は
敬
で
補
填
す
る
と
い
う
の

が
朱
轟
の
持
論
で
あ
る
。

　
ま
た
友
枝
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
仁
斎
の
『
太
極
論
』
の
芥
子
の
比
瞭
、
つ
ま
り

一
粒
の
芥
子
が
数
百
粒
の
芥
子
を
生
み
、
そ
れ
が
ま
た
各
々
数
百
粒
の
芥
子
を
生
ん
で

い
く
と
い
う
生
生
の
論
は
、
『
語
録
類
要
』
一
に
あ
る
一
穂
に
百
粒
が
な
り
、
そ
れ
が

各
々
百
粒
を
生
じ
て
い
く
と
い
う
論
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
＾
「
仁
斎
初
年
の
思

想
ー
そ
の
朱
子
学
受
容
の
特
色
に
つ
い
て
ー
」
、
『
東
洋
文
化
』
復
刊
三
〇
・
三
一
・
三

二
合
併
号
、
一
九
七
三
）
。
な
お
こ
の
語
は
『
朱
子
語
類
』
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

巻
九
四
と
い
う
よ
う
に
後
ろ
の
方
で
、
目
立
た
な
い
。
つ
ま
り
『
語
録
類
要
』
か
ら
生

生
を
強
調
す
る
動
的
世
界
観
を
読
み
取
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
杳
に
つ
い
て
は
、
友
枝
氏
が
心
の
側
に
重
点
を
置
い
て
い
る
傾
向
、
理
気
先
後
論

の
欠
如
、
理
気
が
離
れ
ず
し
か
も
雑
わ
ら
ず
と
い
う
性
格
を
認
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
朱
蕪
白
身
の
自
然
観
は
、
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
も
の
と
些
か
異
な
る
。

朱
喜
一
は
こ
の
世
界
は
絶
え
間
な
い
気
の
生
成
と
消
滅
に
満
ち
て
い
る
と
言
う
。
例
え
ば

気
は
春
か
ら
夏
へ
成
長
し
て
い
く
が
、
秋
か
ら
冬
へ
と
衰
え
、
一
度
衰
え
て
し
ま
っ
た

気
は
二
度
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
獲
得
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
＾
『
朱
子
語
類
』
九
五

8
2
，
8
3
）
。
つ
ま
り
個
々
の
気
は
無
に
な
っ
て
い
く
が
、
続
々
と
新
た
な
気
が
登
場
す

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
気
の
質
量
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
の
一
定
を
説
く
北
宋
の
張
載

よ
り
も
、
一
度
仲
び
き
っ
た
気
は
二
度
と
も
ど
っ
て
こ
な
い
と
い
う
北
宋
の
程
顕
の
考

え
を
応
用
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
次
々
と
新
た
な
気
が
生
じ
、
結
果
的
に
同
じ
量

は
維
持
で
き
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
は
張
載
の
応
用
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
四
季
の
理

と
は
、
個
々
の
気
の
ゆ
く
え
と
は
別
に
、
気
の
消
長
全
体
の
稜
線
を
捉
え
た
法
則
な
の

で
あ
る
。
ま
た
仁
斎
は
生
生
を
強
調
し
た
が
、
朱
蕪
も
秋
冬
と
い
っ
た
万
物
凋
落
の
時

す
ら
も
新
た
な
生
の
準
備
段
階
と
い
う
方
向
で
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
な
動
静
織
り
成
す

伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

四
七



四
八

（
5
）

（
6
）

（
7
）

98
朱
蕪
の
言
葉
の
中
か
ら
、
気
の
生
生
の
強
調
が
見
て
取
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
朱
蕪
の
気
論
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
は
、
「
朱
轟
理
気
論
の
再
検
討
」
、
『
中
国
的
人

生
観
・
世
界
鯛
』
、
東
方
書
店
、
一
九
九
四
）
。
初
期
の
仁
斎
は
自
己
の
体
質
に
あ
っ
た

動
的
な
気
論
を
、
彼
が
目
略
し
え
た
資
料
の
制
約
も
あ
っ
て
、
白
然
に
受
け
入
れ
て
い

た
が
、
次
第
に
朱
子
学
が
片
方
で
持
つ
静
的
な
理
の
主
張
に
対
す
る
違
和
感
が
増
幅
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
仁
粛
が
見
て
い
た
『
四
書
』
や
『
五
経
』
や
『
性
理
L
の
大
全
類
な
ど
に
は

『
朱
子
語
類
』
所
収
の
語
を
引
用
し
て
い
て
、
『
語
録
類
要
』
だ
け
で
は
仁
斎
の
語
類
関

係
の
知
識
を
決
せ
ら
れ
な
い
こ
と
も
同
時
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
で
引
…
川
文
を
あ
げ
た
仁
斎
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
、
『
童
子
問
』
、
『
語
孟
字
義
』
、

『
論
語
古
義
』
、
『
中
庸
発
揮
』
、
『
易
経
古
義
』
は
林
景
萢
筆
写
本
、
『
中
庸
発
揮
』
は
元

禄
七
年
校
本
、
『
仁
斎
日
札
』
は
甘
雨
亭
叢
書
本
。
な
お
書
き
下
し
文
は
、
原
則
と
し

て
古
義
堂
の
訓
法
に
よ
る
。

　
拙
稿
「
遊
統
論
再
考
」
、
『
鎌
田
茂
雄
博
士
還
暦
記
念
論
集
・
中
国
の
仏
教
と
文
化
』
、

大
蔵
出
版
、
一
九
八
八
）
。

　
清
水
茂
『
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
補
注
（
『
日
本
恩
想
大
系
L
三
三
）
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
。

　
三
宅
正
彦
『
京
都
町
衆
伊
藤
仁
斎
の
恩
想
形
成
』
、
思
文
閣
、
一
九
八
七
。

　
仁
斎
は
意
昧
・
血
脈
以
外
に
、
先
の
意
思
・
語
脈
、
そ
の
他
に
も
義
理
・
文
勢
、
語

勢
な
ど
の
用
語
を
使
用
す
る
。
義
理
・
文
勢
で
は
、
例
え
ば
『
仁
斎
日
札
L
に
「
道
を

論
ず
る
者
」
が
お
さ
え
る
べ
き
意
味
・
血
脈
と
対
比
し
た
上
で
、
「
書
を
読
む
者
は
、

当
に
先
ず
共
の
文
勢
を
観
、
其
の
義
理
を
後
に
す
べ
し
」
と
、
読
書
一
般
に
対
す
る
方

法
論
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
文
勢
で
は
、
『
易
経
古
義
』
文
一
言
に
「
文
勢
議
論

を
詳
ら
か
に
す
る
に
」
と
あ
り
、
語
勢
で
は
、
『
中
庸
発
揮
』
下
篇
の
章
注
に
「
亦
た

孝
経
の
詔
勢
に
類
す
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
以
外
の
書
物
に
も
使

用
さ
れ
る
一
般
的
読
杳
法
で
あ
る
。
意
味
・
血
脈
が
『
論
語
』
、
『
孟
子
L
に
の
み
適
用

さ
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
な
お
『
荘
子
腐
斎
口
義
』
の
血

脈
は
、
本
普
の
性
格
か
ら
当
然
『
荘
子
』
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
「
僕

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

17 16
（
1
8
）

20 19

嘗
て
謂
へ
ら
く
斉
物
論
は
首
自
り
尾
に
至
る
ま
で
、
只
だ
是
れ
一
片
の
文
字
、
子
細
に

他
の
字
を
下
す
を
看
る
に
、
血
脈
便
ち
見
ゆ
」
（
巻
一
）
。

　
佐
藤
仁
『
朱
子
学
の
基
本
用
語
－
北
渓
字
義
訳
解
』
解
題
、
研
文
出
版
、
一
九
九
六
。

な
お
子
安
宣
邦
「
「
天
命
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
ー
伊
藤
仁
斎
『
語
孟
字
義
』
講
義
の

上
・
下
」
＾
『
思
想
』
八
六
三
・
八
六
四
、
一
九
九
六
）
は
、
仁
斎
の
「
字
義
」
学
が
い

か
に
『
性
理
字
義
』
的
字
義
を
批
判
的
に
読
み
直
し
「
脱
構
築
」
し
た
も
の
で
あ
っ
た

か
を
、
「
誠
」
、
「
道
」
、
「
命
」
、
「
天
」
等
を
軸
に
論
じ
て
い
る
。

　
仁
斎
の
『
易
経
』
解
釈
に
及
ぶ
も
の
に
、
前
田
勉
「
仁
斎
学
の
継
承
－
伊
藤
東
涯
の

『
易
』
解
釈
」
＾
『
文
芸
研
究
』
一
〇
八
、
一
九
八
五
）
、
浜
久
雄
「
伊
藤
東
涯
の
易
学
」

（
『
東
洋
研
究
』
九
〇
、
、
一
九
八
九
）
が
あ
る
。

　
田
原
嗣
郎
『
徳
川
思
想
史
研
究
』
、
未
来
社
、
一
九
六
七
。
子
安
宣
邦
『
伊
藤
仁
斎

研
究
』
、
『
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
L
二
六
、
一
九
八
六
、
及
び
注
（
1
0
）
所
引
の
同
氏

の
論
考
。

　
拙
稿
「
伊
藤
仁
斎
の
詩
経
観
」
、
『
詩
経
研
究
』
六
、
一
九
八
一
に
、
仁
斎
の
『
詩

経
L
観
は
論
じ
て
あ
る
。

　
吉
川
幸
次
郎
「
仁
斎
・
東
涯
学
案
」
、
『
日
本
思
想
大
系
三
三
　
伊
藤
仁
斎
　
伊
藤
東

涯
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
。

　
余
英
時
『
論
戴
震
与
章
学
誠
－
清
代
中
期
学
術
思
想
史
研
究
』
、
華
世
出
版
社
、
一

九
七
七
。

　
朱
謙
之
『
日
本
的
古
学
及
陽
明
学
』
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
二
。

　
渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
L
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
。
な
お
渡
辺

氏
は
本
書
の
第
三
章
及
び
補
論
で
、
仁
斎
の
古
義
学
を
、
外
来
思
想
で
あ
る
儒
教
の
日

本
へ
の
定
着
の
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

　
川
口
浩
「
伊
藤
仁
斎
の
「
王
道
」
論
」
、
『
史
学
雑
誌
』
九
三
－
二
一
、
一
九
八
四
、

同
氏
「
日
本
経
済
史
上
に
お
け
る
伊
藤
仁
斎
」
、
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
二
七
、
一
九
八

六
。　

例
え
ぱ
、
古
く
は
和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
恩
想
史
』
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
。

　
丸
谷
晃
一
「
伊
藤
仁
斎
の
「
情
」
的
道
徳
実
践
論
の
構
造
」
、
『
思
想
』
八
二
〇
、
一



　
九
九
二
。

（
2
1
）
　
拙
稿
「
社
会
と
思
想
－
朱
元
思
想
研
究
覚
書
」

　
古
菩
院
、
一
九
九
六
）
。

＾
『
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』
、
汲

［
本
稿
は
一
九
九
五
年
五
月
二
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
国
立
高
等
研
究
院
両
8
τ
勺
冨
旨
焉
忌
蜆

＝
害
委
吋
2
ま
蜆
で
行
な
っ
た
講
義
の
原
稿
を
も
と
に
、
本
誌
用
に
全
面
的
に
書
き
改
め
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
講
義
の
後
に
発
表
さ
れ
た
諸
氏
の
論
考
も
注
に
加
え
て
あ
る
。
］

伊
藤
仁
斎
と
朱
子
学

四
九


