
二
元
論
と
一
元
化
、
そ
し
て
多
元
の
行
方

五

二
元
論
と
一
元
化
、
そ
し
て
多
元
の
行
方

垣
内
　
景
子

は
じ
め
に

　

様
々
な
場
面
で
「
多
様
性
」
が
叫
ば
れ
、
多
様
の
意
味
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
多
様
化
し
て
い
る
今
日
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
切
り
拓
く
鍵
概

念
と
し
て
「
多
」
の
価
値
に
こ
れ
ま
た
多
様
な
期
待
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
「
多
元
」
文
化
論
系
と
い
う
場
も
、
そ
う
し
た

「
多
」
へ
の
期
待
を
担
い
、「
多
」
に
希
望
を
つ
な
ぐ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
様
々
な
文
化
を
「
多
元
」
的

に
捉
え
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。「
多
元
」
的
に
学
び
研
究
す
る
こ
と
の
価
値
が
ど
れ
だ
け
叫
ば
れ
よ

う
と
も
、
そ
れ
を
現
実
に
実
践
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
私
た
ち
は
、
個
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
自
国
の
同
時
代
の
文
化
を

生
き
る
一
人
と
し
て
の
「
一
」
か
ら
出
発
し
、
い
か
に
そ
れ
を
「
多
」
へ
と
開
い
て
ゆ
け
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
こ
に
行
き
着
く
の
か
、

改
め
て
問
い
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
学
び
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
意
味
の
変
更
を
迫
る
も
の
に
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
多
」
の
対
極
に
あ
る
の
は
「
一
」
で
あ
り
、「
一
」
か
ら
「
多
」
へ
の
第
一
歩
は
「
二
」
で
あ
る
、
と
差
し
当
た
り
言
う
こ
と

は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
一
」
と
「
二
」
と
い
う
数
字
に
着
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
の

が
東
洋
の
伝
統
的
な
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
界
を
徹
底
的
に
「
二
」
で
捉
え
、
そ
の
上
で
「
二
」
の
統
合
と
し
て
の
「
一
」
を
求
め
る
考
え

方
、
す
な
わ
ち
二
元
論
と
そ
の
一
元
化
が
、
東
洋
に
お
け
る
世
界
観
の
基
層
を
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
今
日
の
私
た
ち
の
日
常
感
覚
に
お
い
て
も
、
様
々
な
二
元
論
と
そ
の
一
元
化
が
息
づ
い
て
い
る
。「
肉
体
と
精
神
」「
物
と
心
」「
主
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六

観
と
客
観
」「
自
と
他
」「
生
と
死
」
等
々
、
私
た
ち
に
も
な
じ
み
の
深
い
こ
う
し
た
様
々
な
二
項
対
立
は
、
元
来
西
洋
の
い
わ
ゆ
る
近
代
知
が

も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
が
西
洋
由
来
の
比
較
的
新
し
い
も
の
の
見
方
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
も
な

く
、
日
常
の
様
々
な
物
事
を
そ
う
し
た
二
分
法
で
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
元
論
の
も
た
ら
す
何
ら
か
の
疎
外
感
や
違
和
感
が
意

識
さ
れ
る
と
き
、
往
々
想
起
さ
れ
る
の
が
東
洋
の
一
元
的
世
界
観
な
の
で
あ
っ
た
。「
身
心
一
如
」「
主
客
合
一
」「
自
他
一
体
」「
生
死
一
致
」

等
々
と
い
わ
れ
る
東
洋
的
一
元
論
は
、
そ
の
表
現
が
す
で
に
示
す
よ
う
に
二
項
対
立
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ら
の
再
統
一
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
修
行
や
悟
り
の
果
て
の
境
地
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
常
に
「
一
」
を
志
向
す
る
「
二
」
は
、
果
た
し
て
「
多
」
へ
の
回
路
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
「
二
」

は
、
む
し
ろ
「
多
」
す
ら
「
一
」
に
回
収
し
て
し
ま
う
一
歩
目
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
多
」
を
「
多
」
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
た
め
に

は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
場
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
前
提
と
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

　
「
多
様
性
」
に
対
す
る
新
た
な
態
度
が
求
め
ら
れ
る
今
日
、
こ
の
「
多
元
」
文
化
と
い
う
場
で
改
め
て
「
多
」
へ
の
希
望
を
つ
な
ぐ
前
提
と

覚
悟
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
縁よ
す
がと
す
る
た
め
に
、
以
下
東
洋
に
お
け
る
伝
統
的
な
二
元
論
と
そ
の
一
元
化
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す

る
。
ま
た
、
そ
の
伝
統
的
な
二
元
論
を
承
け
て
、
い
わ
ゆ
る
理
気
二
元
論
で
こ
の
世
界
の
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
朱
子
学
の
基
本
的
な

考
え
方
を
概
説
し
た
い
。

一
、
東
洋
の
二
元
的
世
界
観
と
「
一
」
の
思
想

１
．
対つ
い

の
思
想

　

私
た
ち
を
取
り
ま
く
こ
の
世
界
は
、
様
々
な
「
対つ
い

」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。「
天
地
」「
夏
冬
」「
朝
晩
」「
男
女
」「
大
小
」「
善
悪
」

「
好
悪
」
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
そ
れ
と
は
正
反
対
の
も
の
と
「
対
」
を
な
し
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
私
た
ち
が
、
こ
の
め
く
る

め
く
多
様
な
世
界
に
対
峙
す
る
と
き
、
そ
こ
に
無
数
の
「
対
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
改
め
て
思
い
至
り
、
無
上
の
喜
び
を
禁
じ
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七

得
な
か
っ
た
語
る
人
物
が
い
た
。

「
天
地
萬
物
は
理
こ
と
わ
りと
し
て
、
単
独
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
必
ず
対
が
あ
る
。
す
べ
て
自
然
に
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
何
者
か
の
作
為
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。
夜
中
に
そ
の
こ
と
に
思
い
至
る
た
び
に
思
わ
ず
踊
り
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
喜
び
を
感
じ
る
。」

「
天
地
萬
物
之
理
、
無
獨
必
有
對
。
皆
自
然
而
然
、
非
有
安
排
也
。
毎
中
夜
以
思
、
不
知
手
之
舞
之
、
足
之
蹈
之
也
。」（『
程
氏
遺
書
』
巻

十
一
・
46
条
）

　

こ
う
語
っ
た
の
は
、
朱
子
学
の
祖
で
あ
る
朱し
ゆ

熹き

（
一
一
三
○
〜
一
二
○
○
年
）
が
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
北
宋
の
程
子（
１
）と
い
う
儒
者
で

あ
っ
た
。
程
子
が
思
わ
ず
踊
り
出
し
た
く
な
る
ほ
ど
の
喜
び
を
感
じ
た
と
い
う
「
対
」
の
発
見
と
は
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
何
者
の
作
為
に
も
よ

ら
ず
自
然
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
驚
異
で
あ
っ
た
。

　

程
子
は
ま
た
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
天
地
の
間
、
す
べ
て
の
物
事
に
対
が
あ
る
。
陰
が
あ
れ
ば
陽
が
あ
り
、
善
が
あ
れ
ば
悪
が
あ
る
。」

「
天
地
之
間
、
皆
有
對
。
有
陰
則
有
陽
、
有
善
則
有
惡
。」（
同
上
巻
十
五
・
136
条
）

「
萬
物
は
す
べ
て
対
を
な
し
て
い
る
。
陰
で
あ
っ
た
り
陽
で
あ
っ
た
り
、善
で
あ
っ
た
り
悪
で
あ
っ
た
り
と
（
無
限
に
変
化
は
繰
り
返
し
）、

陽
が
強
ま
れ
ば
陰
は
衰
え
、
善
が
増
え
れ
ば
悪
は
減
る
。
こ
の
道
理
は
、
ど
こ
ま
で
も
当
て
は
ま
る
も
の
だ
。
人
は
こ
の
こ
と
を
こ
そ
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

「
萬
物
莫
不
有
對
。
一
陰
一
陽
、
一
善
一
惡
、
陽
長
則
陰
消
、
善
增
則
惡
減
。
斯
理
也
、
推
之
其
遠
乎
。
人
只
要
知
此
耳
。」（
同
上
巻

十
一
・
74
条
）
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八

　
「
陰
が
あ
れ
ば
陽
が
あ
る
（
陽
が
あ
れ
ば
陰
が
あ
る
）」、
否
む
し
ろ
「
陰
が
あ
る
か
ら
陽
が
あ
る
（
陽
が
あ
る
か
ら
陰
が
あ
る
）」
と
い
う

「
陰
」
と
「
陽
」
の
「
対
」
の
思
想
は
、
東
洋
に
お
け
る
最
初
の
世
界
認
識
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
。

２
．
陰
陽

　

中
国
で
は
古
代
か
ら
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
「
陰
」
と
「
陽
」
と
に
分
け
て
説
明
す
る（
２
）。「
陰
陽
」
の
原
初
的
イ

メ
ー
ジ
は
、
日ひ

陰か
げ

と
日ひ

向な
た

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
連
想
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
様
々
な
事
象
に
当
て
は
め
ら
れ
る
。

　
　

陽
…
日
向
・
太
陽
・
明
・
南
・
夏
・
表
・
強
・
大
・
男
…
…

　
　

陰
…
日
陰
・
月
・
暗
・
北
・
冬
・
裏
・
弱
・
小
・
女
…
…

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
「
陽
」
か
「
陰
」
か
の
配
当
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
、
た
と
え
ば
太
陽
に
対
し
て
は
「
陰
」
に
な
る
月
に
お

い
て
も
、
満
月
は
「
陽
」、
三
日
月
は
「
陰
」
と
な
り
、
女
に
対
し
て
「
陽
」
で
あ
る
男
も
、
若
い
男
の
子
は
「
陽
」、
お
じ
い
さ
ん
は
「
陰
」

と
な
る
。
対
比
す
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
陰
陽
」
が
イ
メ
ー
ジ
的
に
割
り
振
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
、
凡
そ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
が
「
陽
」、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
が
「
陰
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
は
単
な
る
「
対
」
の
思
想
に
は
と
ど

ま
ら
な
い
、
上
下
優
劣
の
価
値
的
評
価
が
暗
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

四
季
の
移
り
変
わ
り
が
比
較
的
穏
や
か
で
捉
え
や
す
い
東
ア
ジ
ア
に
生
き
る
人
々
の
思
想
に
は
、
こ
の
世
界
は
一
定
不
変
の
パ
タ
ー
ン
を
以

て
繰
り
返
し
、
美
し
く
秩
序
立
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
人
間
社
会
も
自
然
界
の
一
部
で
あ
る
限
り
同
様
で
、
自
然
現

象
と
同
じ
く
人
間
の
歴
史
や
一
人
の
人
生
、
日
々
の
営
み
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
し
つ
つ
変
化
し
、

そ
し
て
全
体
と
し
て
調
和
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
古
代
か
ら
の
東
洋
人
の
基
本
的
な
世
界
感
覚
で
あ
っ
た
。

　
「
陰
陽
」
に
つ
い
て
も
、
両
者
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
動
的
な
変
化
の
相
で
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
消
長
」
と
「
感
応
」
と
呼
ば

れ
る
変
化
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る（

３
）。
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九

　
「
消
長
」
の
「
消
」
は
消
滅
・
衰
退
・
低
下
を
、「
長
」
は
成
長
・
発
展
・
向
上
を
意
味
す
る
。「
陰
陽
」
で
い
え
ば
、「
陰
」
が
「
消
」
に
、

「
陽
」
が
「
長
」
に
当
た
る
。
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
無
限
に
「
消
長
」
を
繰
り
返
し
、「
陰
＝
消
」
が
極
ま
れ
ば
「
陽
＝
長
」
に
転

じ
、
そ
の
「
陽
＝
長
」
も
極
ま
れ
ば
一
転
し
て
「
陰
＝
消
」
へ
と
向
か
う
。
こ
の
こ
と
が
最
も
実
感
で
き
る
の
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
で
、
夏

至
に
「
陽
」
が
極
ま
る
と
今
度
は
だ
ん
だ
ん
「
陰
」
へ
と
向
か
い
涼
し
い
秋
に
な
り
、
冬
至
に
至
り
「
陰
」
が
極
ま
る
が
ま
た
必
ず
「
陽
」
が

兆
し
て
暖
か
い
春
に
な
る
。
こ
の
無
限
の
循
環
が
象
徴
す
る
パ
タ
ー
ン
が
人
間
界
の
事
情
に
も
当
て
は
め
ら
れ
、
歴
史
の
栄
枯
盛
衰
や
人
生
の

バ
イ
オ
リ
ズ
ム
も
同
様
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、「
感
応
」
と
は
働
き
か
け
と
そ
れ
に
対
す
る
反
応
の
意
味
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
モ
デ
ル
は
男
女
の
生
殖
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

男
＝「
陽
」
に
よ
る
働
き
か
け
に
対
し
て
女
＝「
陰
」
が
反
応
し
、
そ
こ
に
新
た
な
生
命
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ
る
新
た
な
生
命

は
、
ま
た
次
の
新
た
な
「
感
応
」
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
生
命
を
生
み
出
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
世
界
は
次
々
と
新
た
な
生
命

を
生
み
出
し
て
止
ま
な
い
と
い
う
の
が
、「
感
応
」
と
い
う
説
明
に
見
出
さ
れ
た
万
物
生
成
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
一
」
だ
け
で
は
新
た
な
も
の
を
生
み
出
す
変
化
は
起
こ
ら
ず
、
異
質
の
「
二
」
が
「
感
応
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
次
の
「
一
」
が
生

み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
東
洋
伝
統
の
二
元
論
の
基
礎
で
あ
る
「
陰
陽
」
説
は
、
二
者
の
価
値
的
優
劣
を
含
み
な
が
ら
も
、「
陰
」
か
ら
「
陽
」
へ
、

「
陽
」
か
ら
「
陰
」
へ
と
い
う
変
化
と
、「
二
」
か
ら
新
た
な
「
一
」
を
生
み
出
す
と
い
う
生
成
と
い
う
相
で
こ
の
世
界
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

３
．
体
用

　

中
国
思
想
に
特
徴
的
な
二
元
論
と
し
て
、
も
う
一
つ
「
体
用
」
を
取
り
上
げ
た
い（

４
）。「
体
」
と
「
用
」
に
よ
る
説
明
は
中
国
で
古
く
か
ら
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
中
国
仏
教
に
お
い
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
（
日
本
の
仏
教
研
究
者
は
「
用
」
を
「
ゆ
う
」
と
呉
音
で
読
む
）、
そ

れ
を
承
け
て
朱
子
学
に
お
い
て
よ
り
普
遍
的
な
説
明
方
式
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
体
用
」
に
お
け
る
「
体
」
と
は
本
体
・
本
質
を
意
味
し
、「
用
」
は
作
用
・
具
体
的
現
れ
を
意
味
す
る
と
ひ
と
ま
ず
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
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一
〇

る
の
で
あ
る
が
、
何
を
「
体
」
と
し
何
を
「
用
」
と
す
る
か
の
配
当
に
は
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
椅
子
に
つ
い
て
い
え
ば
、

椅
子
の
「
体
」
と
は
そ
の
形
や
質
感
を
持
っ
た
物
体
と
し
て
椅
子
そ
の
も
の
を
指
す
の
に
対
し
て
、
椅
子
の
「
用
」
は
人
が
そ
の
上
に
座
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
機
能
や
性
質
を
指
す
。
ま
た
、
人
間
の
心
に
つ
い
て
い
え
ば
、
善
な
る
本
性
と
し
て
の
「
性
」
が
「
体
」
で
あ
り
、
そ
の

現
実
的
発
現
と
し
て
の
心
の
動
き
で
あ
る
「
情
」
が
「
用
」
と
な
る
。
仏
教
の
用
例
で
い
え
ば
、
智
慧
を
意
味
す
る
「
般
若
」
が
「
体
」
で
あ

る
の
に
対
し
て
そ
の
具
体
的
顕
現
で
あ
る
「
方
便
」
が
「
用
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
和
魂
洋
才
」
の
中
国
語
版
に
「
中
体
西
用
」
と
い
う
表

現
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
「
魂
」
に
当
た
る
「
体
」
す
な
わ
ち
そ
の
精
神
や
本
質
は
中
国
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
才
」
と
し
て
の

「
用
」
す
な
わ
ち
技
術
や
実
用
性
は
西
洋
の
も
の
を
認
め
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
に
お
い
て
は
「
体
」
を
「
用
」
よ
り
も
価
値
的
に
上
に
お

き
た
い
民
族
的
心
情
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
も
様
々
な
も
の
ご
と
を
「
体
用
」
を
用
い
て
分
類
・
説
明
し
て
い
る
。

「
た
と
え
ば
水
が
流
れ
た
り
止
ま
っ
た
り
、
激
し
て
波
浪
と
な
っ
た
り
す
る
の
が
用
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
た
り
止
ま
っ
た
り
波
浪
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
水
そ
の
も
の
が
体
で
あ
る
。
こ
の
身
体
は
体
で
あ
り
、
目
が
見
、
耳
が
聴
き
、
手
足
が
運
動
す
る
の
が
用
で
あ
る
。
こ
の

手
を
体
と
す
れ
ば
、
指
が
動
い
た
り
物
を
つ
ま
ん
だ
り
す
る
の
が
用
だ
。」

「
如
水
之
或
流
、
或
止
、
或
激
成
波
浪
、
是
用
。
即
這
水
骨
可
流
、
可
止
、
可
激
成
波
浪
處
、
便
是
體
。
如
這
身
是
體
、
目
視
耳
聽
手
足

運
動
處
、
便
是
用
。
如
這
手
是
體
、
指
之
運
動
提
掇
處
便
是
用
。」（『
朱
子
語
類
』
巻
六
・
20
条
）

「
体
と
は
そ
の
道
理
で
あ
り
、
用
は
人
が
（
そ
の
道
理
を
）
用
い
た
と
こ
ろ
だ
。
た
と
え
ば
、
耳
が
聴
き
目
が
見
る
の
は
、
自
然
に
そ
う

な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
（
耳
や
目
の
）
理
だ
。（
実
際
に
）
目
を
開
い
て
物
を
見
、
耳
を
当
て
て
声
を
聴
く
の
が
用
だ
。」

「
體
是
這
箇
道
理
、
用
是
他
用
處
。
如
耳
聽
目
視
、
自
然
如
此
、
是
理
也
。
開
眼
看
物
、
着
耳
聽
聲
、
便
是
用
。」（
同
上
・
22
条
）

「
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ど
う
す
る
べ
き
か
が
体
で
、
実
際
に
行
う
と
こ
ろ
が
用
だ
。
た
と
え
ば
扇
子
で
あ
れ
ば
、
骨
が
あ
り
柄
が
あ
り
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紙
が
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
の
も
の
が
体
だ
。
人
が
そ
れ
を
揺
ら
し
て
扇
ぐ
の
が
用
だ
。
も
の
さ
し
や
秤
で
い
え
ば
、
め
も
り
が
つ
い
て

い
る
も
の
が
体
で
、
そ
れ
で
実
際
に
物
を
は
か
る
の
が
用
だ
。」

「
人
只
是
合
當
做
底
便
是
體
、
人
做
處
便
是
用
。
譬
如
此
扇
子
、
有
骨
有
柄
、
用
紙
糊
、
此
則
體
也
。
人
揺
之
、
則
用
也
。
如
尺
與
秤
相

似
、
上
有
分
寸
星
銖
、
則
體
也
。
將
去
秤
量
物
事
、
則
用
也
。」（
同
上
・
25
条
）

　
「
体
用
」
を
用
い
て
「
陰
陽
」
を
説
明
し
た
例
も
あ
る
。

「
す
で
に
こ
こ
に
あ
る
も
の
が
体
で
あ
り
、
後
に
生
じ
る
も
の
が
用
で
あ
る
。
こ
の
身
は
体
で
あ
り
、
動
作
す
る
の
が
用
だ
。
天
を
体
と

す
れ
ば
（『
易
』
に
い
う
）「
万
物
資と

り
て
始
む
（
万
物
が
そ
れ
に
よ
っ
て
始
ま
る
）」
が
用
、
地
を
体
と
す
れ
ば
「
万
物
資
り
て
生
ず

（
万
物
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
）」
が
用
だ
。
陽
に
つ
い
て
言
え
ば
、
陽
が
体
で
陰
が
用
、
陰
に
つ
い
て
言
え
ば
、
陰
が
体
で
陽
が
用

だ
。」

「
見
在
底
便
是
體
、
後
來
生
底
便
是
用
。
此
身
是
體
、
動
作
處
便
是
用
。
天
是
體
、
萬
物
資
始
處
便
是
用
。
地
是
體
、
萬
物
資
生
處
便
是

用
。
就
陽
言
、
則
陽
是
體
、
陰
是
用
。
就
陰
言
、
則
陰
是
體
。
陽
是
用
。」（
同
上
・
21
条
）

　
「
陰
陽
」
が
「
陰
」
か
ら
「
陽
」
へ
、「
陽
」
か
ら
「
陰
」
へ
と
変
化
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
変
化
の
一
場
面
を
切
り
取
っ
て
「
体
」
か

ら
「
用
」
へ
の
変
化
を
語
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

４
．
一
つ
で
あ
る
も
の
を
あ
え
て
二
つ
に
分
け
る
／
二
つ
に
分
け
た
上
で
改
め
て
一
つ
に
す
る

　

こ
の
「
体
用
」
は
、
本
来
一
つ
の
事
象
で
あ
る
も
の
を
敢
え
て
二
つ
に
分
け
て
説
明
す
る
も
の
で
、「
体
」
と
「
用
」
の
峻
別
が
求
め
ら
れ

る
一
方
、
両
者
は
不
即
不
離
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
最
も
簡
潔
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
朱
熹
が
愛
用

す
る
の
が
、
程
子
の
「
體
用
一
源
、
顯
微
無
間
」（『
程
氏
易
伝
』
序
）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、「
体
」
と
「
用
」
は
そ
の
根
源
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一
二

に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
目
に
見
え
る
具
象
的
な
世
界
（
顕
）
と
目
に
見
え
な
い
抽
象
的
な
世
界
（
微
）
の
間
に
隔
た
り
は
な
く
表
裏

一
体
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
敢
え
て
「
二
」
に
分
け
た
上
で
、
改
め
て
そ
れ
が
「
一
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
う
し
た
説

明
の
し
か
た
は
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
多
用
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
「
体
用
」
が
本
来
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
一
方
、「
陰
陽
」
に
つ
い
て
は
そ
の
「
陰
」
か
ら
「
陽
」
へ
、「
陽
」
か
ら
「
陰
」
へ
の

変
化
が
い
つ
か
ら
ど
こ
か
ら
と
い
う
こ
と
も
な
く
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
、
や
は
り
程
子
の
「
動
靜
無
端
、
陰
陽
無
始
」（『
程
氏
粋

言
』
巻
一
）
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

次
の
例
は
、「
陰
陽
」
を
構
造
的
に
捉
え
、
比
較
的
動
的
な
「
陽
」
を
作
用
と
し
て
の
「
用
」
に
、
比
較
的
静
的
な
「
陰
」
を
本
体
と
し
て

の
「
体
」
に
配
当
し
た
上
で
、
動
静
・
陰
陽
に
つ
い
て
発
端
や
始
原
を
固
定
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

「
陰
陽
に
つ
い
て
言
え
ば
、
用
は
陽
に
在
っ
て
体
は
陰
に
在
る
。
し
か
し
、（
程
子
が
）『
動
静
端
無
く
、
陰
陽
始
め
無
し
』
と
言
う
よ
う

に
、
先
後
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

「
在
陰
陽
言
、
則
用
在
陽
而
體
在
陰
、
然
動
靜
無
端
、
陰
陽
無
始
、
不
可
分
先
後
。」（『
朱
子
語
類
』
巻
一
・
１
条
）

　

こ
の
よ
う
に
「
陰
陽
」
や
「
動
静
」
に
つ
い
て
そ
の
発
端
や
始
原
を
固
定
化
さ
せ
な
い
説
明
の
し
か
た
は
、
老
荘
思
想
や
仏
教
の
「
無
」
に

対
抗
し
、
こ
の
「
実
有
」
の
世
界
の
始
原
あ
る
い
は
背
後
に
「
虚
無
」
を
想
定
す
る
こ
と
を
拒
む
儒
教
に
と
っ
て
は
不
可
欠
な
も
の
な
の
で

あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
陰
陽
」
や
「
体
用
」
の
二
元
論
は
、
目
前
の
一
事
象
を
相
対
的
な
変
化
の
位
相
で
捉
え
、
そ
の
具
体
相
の
中
に
も
う
一

つ
別
の
抽
象
相
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
元
化
さ
れ
た
も
の
を
改
め
て
一
元
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
常
に
失
わ
れ
た
原
初
的
一
体
感
を
再
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。
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５
．
体
用
か
ら
道
器
（
形
而
上
形
而
下
）
へ

　
「
体
用
」
と
い
う
説
明
方
式
は
、
目
前
の
一
事
象
を
二
元
的
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
の
見
方
は
さ

ら
に
別
の
概
念
を
「
対
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
が
「
道
（
形
而
上
）」
と
「
器
（
形
而
下
）」
で
あ
っ

た
。

　

儒
教
経
典
の
一
つ
『
易
』
に
「
一
陰
一
陽
を
こ
れ
道
と
謂
ふ
」（
繋
辞
上
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
一
陰
一
陽
」
と
は
、「
陰
」
に
な
っ
た

り
「
陽
」
に
な
っ
た
り
そ
の
変
化
が
窮
ま
り
な
く
連
続
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
世
界
の
根
源
と
し
て
の
「
道
」
の
有
り

様
と
し
て
描
く
『
易
』
の
本
文
に
対
し
て
、
程
子
は
敢
え
て
「
道
は
陰
陽
に
非
ざ
る
な
り
。
一
陰
一
陽
す
る
所
以
、
道
な
り
」（『
程
氏
遺
書
』

巻
三
・
105
条
）
と
言
い
直
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
具
体
的
な
現
象
す
な
わ
ち
「
用
」
と
し
て
の
「
陰
陽
」
の
変
化
と
は
別
に
、
そ
れ
を
そ
う

な
ら
し
め
て
い
る
「
体
」
と
し
て
の
「
道
」
と
い
う
別
次
元
の
概
念
を
想
定
す
る
と
い
う
二
元
的
世
界
観
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世

界
観
を
さ
ら
に
明
示
し
た
も
の
と
し
て
、
同
じ
く
『
易
』
に
登
場
す
る
「
形
而
上
な
る
者
を
こ
れ
道
と
謂
ひ
、
形
而
下
な
る
者
を
器
と
謂
ふ
」

（
繋
辞
上
）
と
い
う
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
形
而
上
学
（
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
」）」
と
い
う
訳
語
の
出
典
で
も
あ
る
『
易
』
の
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
目
に
見
え
る
形
を
な
す
以
前
の

も
の
が
「
道
」
で
あ
り
、
形
を
な
し
た
後
が
「
器
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
上
」「
下
」
は
、
時
間
的
な
先
後
で
は

な
く
、
論
理
的
な
先
後
を
意
味
す
る
。「
器
」
と
い
う
具
体
的
な
形
体
と
個
別
の
機
能
を
持
っ
た
存
在
・
現
象
と
は
別
に
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う

に
あ
ら
し
め
て
い
る
何
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
存
在
・
現
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
「
道
」
と
い
う
も
の
が
次
元

を
異
に
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
体
」
と
「
用
」
の
対
比
が
こ
う
し
た
「
一
陰
一
陽
す
る
所
以
・
形
而
上
・
道
」
と
「
一
陰
一
陽
・
形
而
下
・
器
」
に
ま
で
拡
大
す
る
と
き
、

朱
子
学
の
い
わ
ゆ
る
理
気
二
元
論
ま
で
は
後
一
歩
な
の
で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
陰
陽
は
交こ
も
ご
も々

運め
ぐ

る
も
の
で
、
気
で
あ
る
。
そ
の
理
が
い
わ
ゆ
る
道
で
あ
る
。」
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一
四

「
陰
陽
迭
運
者
、
氣
也
。
其
理
則
所
謂
道
。」（『
周
易
本
義
』）

「（
易
の
）
卦
爻
陰
陽
は
す
べ
て
形
而
下
の
も
の
、
そ
の
理
が
道
な
の
だ
。」

「
卦
爻
陰
陽
、
皆
形
而
下
者
、
其
理
則
道
也
。」（
同
上
）

　

以
下
、
章
を
改
め
て
朱
子
学
の
理
気
二
元
論
と
そ
れ
を
支
え
る
「
一
」
に
つ
い
て
概
説
し
た
い
。

二
、
朱
子
学
の
理
気
二
元
論

１
．
理
と
気

　

朱
子
学
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
登
場
す
る
の
が
「
理
気
二
元
論
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
朱
子
学

の
い
う
「
理
」
と
は
何
か
、「
気
」
と
は
何
か
、
こ
こ
で
は
個
々
の
定
義
に
は
深
入
り
せ
ず
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
構
造
化
さ

れ
「
二
元
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
を
大
枠
に
お
い
て
描
き
出
し
て
み
た
い（
５
）。

　

朱
熹
は
、「
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
気
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
必
ず
理
が
あ
る
」
と
考
え
た
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
ひ
と
連
な
り
の
気
の
流
れ
の
一
部
分
・
一
状
態
で
あ
る
が
、
人
は
そ
の
都
度
そ
れ
を
理
に
よ
り
分

節
し
固
定
的
に
捉
え
る
」、「
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
た
だ
そ
の
よ
う
に
あ
る
だ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
必
ず
そ
れ
ぞ
れ
意
味
や
役
割
が
あ
る
」。

  

前
章
の
「
体
用
」
の
と
こ
ろ
で
も
取
り
上
げ
た
椅
子
を
例
に
、
も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
を
試
み
て
み
た
い
。
い
ま
こ
こ
に
一
脚
の
椅
子
が

あ
る
。
こ
の
目
の
前
に
確
か
な
質
感
を
持
っ
て
存
在
す
る
物
体
は
、
こ
の
世
界
に
充
満
す
る
「
気
」
が
た
ま
た
ま
椅
子
と
い
う
物
に
な
っ
て
固

ま
っ
た
つ
か
の
間
の
状
態
に
過
ぎ
な
い
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
椅
子
は
時
間
と
と
も
に
刻
々
と
変
化
（
劣
化
）
し
つ
つ
あ
り
、
い
ず
れ
消
滅

す
る
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
見
て
椅
子
だ
と
認
識
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
個
物
と
し
て
し
っ
か
り
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る

（
よ
う
に
見
え
る
）。
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
が
そ
の
目
の
前
の
物
体
（「
気
」
の
一
時
的
に
固
ま
っ
た
状
態
）
を
椅
子
だ
と
認
識
す
る
の
は
、
そ
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の
物
体
に
椅
子
の
「
理
」
を
見
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
物
体
は
た
だ
の
木
や
鉄
の
塊
で
は
な
く
人
が
座
る
こ
と
の
で
き
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
椅
子
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
椅
子
が
椅
子
で
あ
る
の
は
そ
の
「
気
」
の
塊
に
椅
子
と
し
て
の
意

味
・
役
割
す
な
わ
ち
「
理
」
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
、
椅
子
に
お
い
て
「
体
用
」
を
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
椅
子
そ
の
も
の
が
「
体
」
で
あ
り
、
人
が
そ
れ
に

座
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
椅
子
の
機
能
が
「
用
」
と
な
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
「
理
気
」
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
椅
子
と
い
う
物
体
と
し
て

の
「
気
」
が
「
体
（
本
体
）」、
椅
子
の
機
能
・
役
割
と
し
て
の
「
理
」
が
「
用
（
作
用
）」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
一
方
で
椅
子
と
い

う
概
念
・
意
味
す
な
わ
ち
「
理
」
が
あ
っ
て
こ
そ
そ
の
目
の
前
の
「
気
」
の
塊
を
椅
子
と
見
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、「
理
」
が
「
体
（
本
質
）」

で
あ
り
そ
の
具
体
的
な
顕
現
と
し
て
椅
子
と
い
う
塊
を
な
し
て
い
る
「
気
」
が
「
用
（
具
現
）」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
体

用
」
の
配
当
は
入
れ
子
式
に
な
っ
て
融
通
無
碍
な
の
で
あ
る
が
、
要
は
椅
子
と
い
う
物
（「
気
」）
と
椅
子
と
い
う
概
念
（「
理
」）
は
不
可
分
の

も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
私
た
ち
は
椅
子
を
認
知
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
体
用
一
原
、
顕
微
無
間
」
の

意
味
で
、「
理
気
」
も
同
様
に
不
即
不
離
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
は
次
の
よ
う
に
「
理
」
と
「
気
」
の
不
可
分
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
。

「
天
下
に
理
の
な
い
気
は
な
く
、
気
の
な
い
理
は
な
い
。」

「
天
下
未
有
無
理
之
氣
。
亦
未
有
無
氣
之
理
。」（『
朱
子
語
類
』
巻
一
・
６
条
）

　

こ
の
「
理
」
と
「
気
」
の
不
可
分
の
関
係
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
の
意
味
と
い
う
も
の
を
例
に
考
え
て
み
る
の
が
よ
い
。
言
葉

に
お
い
て
、
そ
の
物
理
的
側
面
（
音
声
と
い
う
空
気
の
振
動
や
文
字
と
な
っ
た
イ
ン
ク
の
染
み
等
）
と
そ
の
言
葉
の
意
味
と
は
切
り
離
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
音
声
を
単
な
る
雑
音
で
は
な
く
言
葉
と
し
て
認
知
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
意
味
が
聞
き
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
逆

に
音
声
や
文
字
の
よ
う
な
物
理
的
媒
介
抜
き
に
意
味
の
み
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
朱
子
学
は
、「
気
」
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
は
「
無
」
で
も
「
空
」
で
も
な
く
確
か
に
「
有
」
る
こ
と
を
説
明
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し
、「
理
」
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
は
た
だ
「
有
」
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
や
価
値
や
役
割
を
も
っ
て
、
言
わ
ば
あ
る
べ

く
「
有
」
る
こ
と
を
説
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
学
の
「
理
気
二
元
論
」
と
は
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
た
だ
「
有
」
る
の
で
は
な

く
常
に
あ
る
べ
く
「
有
」
る
こ
と
を
語
る
た
め
の
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
べ
き
「
理
」
を
常
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

現
実
の
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
を
見
る
と
い
う
こ
の
構
え
は
、
あ
る
が
ま
ま
（「
気
」）
と
あ
る
べ
き
（「
理
」）
と
が
本
来
一
体
で
あ
る
こ
と
を
根

拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
あ
る
が
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
あ
る
べ
き
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
「
理
気
」
本
来
の
不
即
不
離
の
関
係
は
、
そ
れ
を
人
間
に
当

て
は
め
た
途
端
大
き
な
矛
盾
を
露
呈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
だ
け
が
、
あ
る
が
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で

あ
っ
た
。
否
む
し
ろ
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
現
実
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
と
理
想
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
は
常
に
分
離
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
人
間
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
り
方
に
現
実
と
理
想
を
語
る
必
要
は
な
い
。
天
は
天
と
し
て
、
山
は
山
と

し
て
、
椅
子
は
椅
子
と
し
て
、
犬
は
犬
と
し
て
、
た
だ
そ
う
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
理
」
を
実
現
し
て
い
る
。
人
間
だ
け
が
、
理
想
と
の

距
離
を
意
識
し
つ
つ
現
実
を
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
だ
け
が
み
ず
か
ら
の
あ
り
方
に
善
悪
是
非
と
い
っ
た
倫
理
的
価

値
を
求
め
る
か
ら
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
人
間
だ
け
が
こ
の
世
界
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
逸
脱
し
、
言
葉
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
ら
ゆ
る
物
事
を
「
理
」
と
「
気
」
で
説
明
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
朱
子
学
の
生
命
線
で
あ
り
自
負
で
も
あ
る
の
だ
が
、
最

も
明
ら
か
に
し
た
い
人
間
の
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
自
分
自
身
の
こ
と
、
自
分
の
こ
の
心
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
、
朱
子
学
の
「
理

気
二
元
論
」
は
別
の
二
元
的
枠
組
み
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
性
」
と
「
情
」
の
二
元
論
な
の
で
あ
っ
た
。　

２
．
性
と
情

　

中
国
で
は
古
代
か
ら
、
人
間
の
本
性
・
本
質
を
意
味
す
る
「
性
」
に
つ
い
て
盛
ん
に
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た（

６
）。
今
日
で
も
日
常
的
な
表
現

と
し
て
使
わ
れ
る
「
性
善
説
」
や
「
性
悪
説
」
等
、「
性
」
に
つ
い
て
様
々
な
立
場
や
主
張
が
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
そ
れ
ら
が
す
べ
て

「
善
悪
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
「
性
」
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
善
悪
」
と
い
う
倫
理
的
道
徳
的
価
値
の
根
拠
を
何
に
見
出
し
、
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そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
と
い
う
関
心
が
、
中
国
の
古
代
か
ら
続
く
「
性
」
に
関
す
る
議
論
の
核
心
な
の
で
あ
っ
た（
７
）。

　

儒
教
の
正
統
を
自
任
す
る
朱
子
学
は
、
徹
底
し
た
「
性
善
説
」
の
立
場
を
取
る
。
人
間
は
誰
で
も
善
な
る
「
性
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
が
人
間
で
あ
る
根
拠
、
す
な
わ
ち
人
間
の
「
理
」
な
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
、
や
は
り
程
子
の
「
性
即
理
」（『
程
氏
遺

書
』
巻
十
五
・
92
条
等
）
と
い
う
言
葉
を
根
拠
に
、
人
間
に
お
け
る
「
理
」
を
「
性
」
と
言
い
換
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
性
＝
理
」
は
、
人

間
の
心
に
内
在
す
る
と
し
た
。

　

一
方
、「
性
善
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
悪
人
や
悪
行
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
朱
子
学
で
は
そ
れ
を
「
気
」
の
せ
い
で
あ
る

と
考
え
る
。
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
あ
る
肉
体
を
持
つ
以
上
、
肉
体
を
構
成
す
る
「
気
」
の
有
り
様
は
様
々
で
、
同
じ
く
善
な
る
「
性
」
を
有

し
て
い
た
と
し
て
も
入
れ
物
で
あ
る
肉
体
の
「
気
」
の
清
濁
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
は
様
々
に
な
り
、
結
果
的
に
「
性
」
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
悪

が
発
生
し
得
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
心
に
内
在
す
る
「
性
」
は
、
実
際
に
は
外
界
に
反
応
し
て
動
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
動
き
は
「
情
」
と
呼
ば
れ
る
。
心
の

中
に
想
定
さ
れ
て
い
る
「
性
」
が
動
い
て
現
れ
た
も
の
が
「
情
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
心
の
実
際
の
動
き
で
あ
る
「
情
」
は
や
は
り
「
気
」
の

影
響
を
受
け
る
の
で
、
必
ず
し
も
「
性
」
の
ま
ま
、
す
な
わ
ち
善
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
理
気
」
が
「
性
情
」
と
置
き
換
え
ら
れ
、
人
の
心
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
理
」
は
善
な
る
も
の
、「
気
」

は
善
悪
入
り
乱
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
悪
の
原
因
と
い
う
図
式
が
出
来
上
が
る
。
む
し
ろ
、
現
実
の
人
の
心
の
動
き
に
は
悪
が
あ
る
こ
と
を
説

明
し
つ
つ
、
同
時
に
「
性
善
説
」
を
守
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
心
を
「
性
」
と
「
情
」
と
に
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
　

理
・　

あ
る
べ
き
理
想　

・
性
・ 

善

　
　

気
・
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
・
情
・
善
悪

　

こ
う
し
て
二
分
さ
れ
た
「
性
」
と
「
情
」
で
あ
る
が
、
人
間
が
人
間
と
し
て
の
「
理
」
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
情
」
が
限
り
な

く
「
性
」
に
近
づ
き
、
そ
し
て
両
者
は
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
あ
る
べ
き
理
想
に
適
う
存
在
に
な
る
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こ
と
で
あ
る
が
、
朱
子
学
で
は
そ
れ
を
「
聖
人
」
と
呼
ぶ
。
誰
も
が
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
人
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の

が
、
朱
子
学
に
お
け
る
「
性
善
説
」
の
言
い
換
え
で
な
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
私
た
ち
は
未
だ
聖
人
で
は
な
い
以
上
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
聖
人
に
な
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
誰
に
で
も
聖
人
到
達
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
そ
う
で
あ
る
以
上
誰
も
が
例
外
な
く
頑
張
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
リ
ゴ
リ
ズ
ム
が
表
裏
を
な
し
た
も
の
で
、
後
世
朱
子
学
が
印
象
を
悪
く
す
る
原
因
の
一
端
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
人
が
そ
の
人
格
的
向
上
の
可
能
性
を
信
じ
て
努
力
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
そ
れ
な
り

の
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

３
．
心
に
よ
る
一
元
化
、
あ
る
い
は
二
元
論
の
堅
持

　

中
国
思
想
史
に
お
い
て
一
般
に
心
を
重
視
し
た
い
わ
ゆ
る
「
心
学
」
と
は
、
朱
子
学
を
批
判
し
た
陽
明
学（
８
）に
与
え
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
が
、

朱
子
学
の
最
優
先
課
題
も
実
は
心
の
問
題
で
あ
っ
た
。
朱
熹
が
仏
教
に
対
抗
す
べ
く
儒
教
の
道
具
立
て
を
用
い
て
心
の
問
題
を
考
え
る
道
を
開

い
た
と
こ
ろ
に
、
儒
教
史
に
お
け
る
新
儒
教
と
し
て
の
朱
子
学
登
場
の
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

朱
子
学
に
お
い
て
は
、
心
こ
そ
が
人
の
人
た
る
価
値
（
人
と
し
て
の
「
理
」
す
な
わ
ち
「
性
」）
の
在
処
で
あ
り
、
人
が
外
界
の
あ
ら
ゆ
る

物
事
の
「
理
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
心
に
す
べ
て
の
「
理
」
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
心
ゆ
え
に

尊
く
万
物
に
勝
る
存
在
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
心
ほ
ど
人
を
苦
し
め
悩
ま
せ
る
も
の
は
な
い
。
私
た
ち
は
い
つ
の
時
代
も
心
の
不
安
や

混
乱
に
悩
ま
さ
れ
る
。
朱
熹
た
ち
も
同
様
で
、「
心
の
紛
擾
」
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
朱
熹
と
そ
の
門
人
た
ち
も
様
々
な

議
論
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
こ
の
、
最
も
大
切
で
あ
り
か
つ
最
も
厄
介
な
心
の
問
題
に
果
敢
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
、
朱
子
学
は
儒
教
を
新
た

に
再
生
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
朱
熹
は
心
を
「
性
」
と
「
情
」
と
に
分
け
た
。
こ
れ
は
、
上
に
述
べ
た
心
の
二
面
性
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
で
も
心

の
価
値
を
「
性
善
」
と
し
て
守
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ど
れ
だ
け
「
情
」
が
乱
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
根
源
に
は
完
全
な
る
善
の
「
性
」
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
尊
厳
は
保
た
れ
た
の
で
あ
る
。
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二
元
論
と
一
元
化
、
そ
し
て
多
元
の
行
方

一
九

　

こ
の
よ
う
に
敢
え
て
二
つ
に
分
け
た
「
性
」
と
「
情
」
で
あ
っ
た
が
、
朱
熹
は
そ
れ
を
改
め
て
「
心
」
に
よ
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
上
げ
よ
う

と
す
る
。
そ
の
と
き
朱
熹
が
用
い
た
の
が
、
程
子
と
同
時
代
の
張
載（
９
）と
い
う
人
物
の
「
心
は
性
情
を
統す

ぶ
」（『
性
理
拾
遺
』）
と
い
う
言
葉
で

あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

性

　
　
「
心
」

　
　
　
　
　
　

情

　

こ
こ
に
い
う
「
心
」
と
は
、
私
た
ち
が
一
般
に
言
う
心
（
そ
れ
は
厳
密
に
は
「
情
」
に
当
た
る
）
と
は
異
な
り
、「
性
」
と
「
情
」
と
を
同

時
に
見
据
え
、
両
者
を
統
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
性
」
と
「
情
」
と
を
同
時
に
見
据
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
常
に
理
想
と

現
実
と
の
距
離
を
意
識
し
続
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。「
心
」
は
、「
性
」
に
も
「
情
」
に
も
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
別
の
次
元
か
ら
両
者

を
同
時
に
引
き
受
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
人
が
常
に
向
上
心
を
持
っ
て
主
体
的
に
努
力
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
構

え
な
の
で
あ
っ
た
。
理
想
と
現
実
と
の
間
に
距
離
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
埋
め
る
べ
く
頑
張
る
余
地
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
理
想
を
見

失
っ
た
り
現
実
に
満
足
し
た
り
す
れ
ば
、
努
力
す
る
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
朱
熹
が
「
性
」
と
「
情
」
と

を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
改
め
て
提
起
し
た
「
心
」
と
は
、
よ
り
良
き
人
格
を
目
指
し
て
努
力
す
る
そ
の
主
体
性
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で

あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
朱
子
学
の
最
終
目
標
は
、
人
格
の
完
成
者
と
し
て
の
聖
人
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
聖
人
の
境
地

に
至
れ
ば
、「
情
」
は
限
り
な
く
「
性
」
と
一
致
し
、
両
者
の
距
離
は
な
く
な
る
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
努
力
の
余
地
は
な
く
な
り
「
心
」

は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
聖
人
に
努
力
は
不
要
な
の
で
あ
り
、
か
り
に
外
か
ら
そ
う
見
え
た
と
し
て
も
、
本
人
に
お

い
て
は
意
識
的
に
努
力
し
て
い
る
の
で
は
な
く
自
然
に
そ
う
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
「
心
」
は
明
滅
す
る
も
の
か
ら
恒
常
的

な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
有
無
を
論
じ
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
聖
人
の
境
地
と
い
う
も
の
は
本
人
す
ら
自
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二
〇

覚
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
実
際
に
は
人
は
永
遠
に
聖
人
を
目
指
し
て
努
力
し
続
け
る
し
か
な
い
。
誰
で
も
聖
人
に
な
れ
る
こ
と
を
宣
言
し

た
朱
子
学
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
誰
も
が
永
遠
に
聖
人
を
目
指
し
て
努
力
し
続
け
る
こ
と
そ
の
も
の
が
朱
子
学
の
導
く
生
き
方
で
あ
っ
た
の

だ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
新
た
に
提
起
さ
れ
た
「
心
」
と
は
、「
性
」
と
「
情
」
と
を
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
い
一
元
化
し
つ
つ
も
、
同
時
に
「
性
」

と
「
情
」
と
の
合
一
と
い
う
意
味
で
の
一
元
化
を
無
限
に
引
き
延
ば
し
、
そ
の
二
元
論
を
堅
持
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
心
」
を
常
に
保
ち
見
失
わ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
常
に
聖
人
と
い
う
理
想
を
目
指
し
て
現
実
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
、
そ
の
た
め

の
修
養
や
学
問
の
努
力
の
こ
と
を
「
工
夫
」
と
呼
ぶ
。
朱
子
学
に
と
っ
て
「
心
」
と
は
「
工
夫
」
へ
の
意
志
・
主
体
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

性
…
…
理
想
・
善

　
　

工
夫
＝「
心
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

情
…
…
現
実
・
善
悪　

４
．
工
夫
に
お
け
る
二
元
論
の
堅
持
と
熟
に
よ
る
一
元
化

　
「
工
夫
」
と
は
、
本
来
は
「
時
間
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
時
間
を
か
け
て
行
わ
れ
る
修
行
・
修
養
や
学
問

な
ど
凡
そ
意
識
的
に
努
力
し
て
何
事
か
に
取
り
組
む
こ
と
全
般
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
技
能
や
教
養
を
意
味
す
る
。
カ
ン
フ
ー
映
画

の
「
カ
ン
フ
ー
」
は
漢
字
で
書
け
ば
「
工
夫
」
あ
る
い
は
「
功
夫
」
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
長
年
の
武
術
の
修
行
ま
た
は
そ
の
修
行
の
果
て
に

得
ら
れ
た
武
術
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。

　

朱
子
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
工
夫
」
が
そ
の
思
想
体
系
の
根
幹
を
支
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
前
節
で
見
た
通
り
、
朱
子

学
の
最
優
先
事
項
で
あ
る
「
心
」
は
、
こ
の
「
工
夫
」
へ
の
意
志
・
主
体
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
心
」
を
保
持
す
る
た
め
に
こ
そ

「
性
」
と
「
情
」
の
二
元
論
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
朱
子
学
は
何
よ
り
も
具
体
的
な
「
工
夫
」
の
方
法
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
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二
元
論
と
一
元
化
、
そ
し
て
多
元
の
行
方

二
一

て
、
か
つ
て
そ
の
思
想
的
影
響
力
を
誇
っ
た
の
で
あ
る
。

　

朱
子
学
の
「
工
夫
」
方
法
、
す
な
わ
ち
実
践
・
学
問
・
修
養
の
方
法
論
に
は
、
上
述
の
二
元
論
と
は
ま
た
別
の
二
元
的
性
格
が
幾
重
に
も
折

り
重
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
居
敬
」
と
「
格
物
窮
理
」
と
い
う
方
法
と
し
て
の
「
二
」
側
面
で
あ
り
、
努
力
と
才
能
、
意
識
的
努
力
と
無

意
識
の
境
地
と
い
っ
た
「
工
夫
」
の
行
程
に
お
け
る
「
二
」
段
階
で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
は
、「
居
敬
」
と
「
格
物
窮
理
」
と
を
、
鳥
の
両
翼
の
よ
う
に
、
車
の
両
輪
の
よ
う
に
、
双
方
向
・
同
時
進
行
的
に
実
践
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
工
夫
」
は
完
成
す
る
と
し
た
。「
居
敬
」
と
は
、
何
事
か
に
取
り
組
む
と
き
の
心
の
有
り
様
を
「
敬
」
な
る
状
態
、
す
な
わ
ち
「
つ

つ
し
み
、
う
や
ま
う
」
と
い
っ
た
専
一
で
緊
張
し
た
状
態
に
保
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。「
敬
」
と
呼
ば
れ
る
心
の
状
態
は
、
尊
敬
や
敬
虔
と

い
っ
た
言
葉
に
「
敬
」
の
字
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
、
自
分
よ
り
上
位
の
何
者
か
の
前
に
立
ち
、
身
も
心
も
引
き
締
ま
る
と
き
の
心
の
有
り
様
を

そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
誰
も
が
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
特
定
の
場
面
の
緊
張
感
を
、
普
段
か
ら
意
識
的
に
作
り
出
す

こ
と
が
「
居
敬
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
な
の
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
心
の
覚
醒
状
態
を
も
た
ら
す
た
め
に
外
面
的
な
服

装
・
表
情
・
立
ち
居
振
る
舞
い
等
を
厳
粛
に
整
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、「
物
に
格い
た

り
て
理
を
窮
む
」
と
訓
ず
る
「
格
物
窮
理
」
と
は
、
心
の
外
に
あ
る
物
事
の
ゆ
る
ぎ
な
き
現
実
を
体
感
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
事
の
「
理
」
の
絶
対
性
を
と
こ
と
ん
知
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
朱
熹
の
言
う
「
窮
理
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
真
理
の

探
究
」
の
如
き
抽
象
的
な
「
理
」
へ
の
知
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
具
体
的
な
物
事
の
確
か
さ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
個
別
の
「
理
」
の
納
得
の

積
み
重
ね
を
通
し
て
、
こ
の
世
界
は
あ
る
べ
く
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
な
の
で
あ
っ
た）
10
（

。

　

こ
の
「
居
敬
」
と
「
格
物
窮
理
」
の
同
時
進
行
が
朱
子
学
の
「
工
夫
」
方
法
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
心
の
内
と
外
の
双
方
か
ら
「
心
」
を

支
え
る
方
法
と
さ
れ
た
。
と
も
す
れ
ば
主
観
的
で
独
り
よ
が
り
に
な
り
が
ち
な
内
面
的
修
養
を
、
外
側
の
客
観
的
な
物
事
へ
と
意
識
を
向
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
と
も
す
れ
ば
外
界
の
事
物
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
終
始
し
が
ち
な
外
面
的
学
問
を
、
心
の
集

中
度
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
、
朱
熹
の
工
夫
論
は
「
内
外
相
こ
も
ご
も養
ふ
」
と
い
う
周
到
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
朱
熹
は
「
工
夫
」
の
行
程
に
お
け
る
二
つ
の
段
階
を
厳
格
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
工
夫
」
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
過
程
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二
二

の
段
階
と
、
そ
の
結
果
た
ど
り
着
く
無
意
識
の
境
地
と
の
差
異
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
努
力
と
し
て
の
「
工
夫
」
を
必
要
と
す
る
者
と
、
そ

の
努
力
を
生
ま
れ
つ
き
必
要
と
し
な
い
者
と
の
違
い
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
努
力
と
才
能
の
差
異
と
し
て
語
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
両
者
の
差
を
解
消
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
熟
」
と
い
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。「
熟
」
と
は
、
時
間
を

か
け
て
習
熟
す
る
こ
と
あ
る
い
は
習
慣
化
す
る
こ
と
で
、「
熟
」
に
よ
っ
て
の
み
、
様
々
二
分
さ
れ
た
朱
子
学
の
工
夫
論
は
一
元
化
さ
れ
る
の

で
あ
っ
た
。「
熟
」
に
つ
い
て
、
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
世
に
説
明
で
き
な
い
道
理
は
な
い
。
…
…
た
だ
一
つ
、
熟
に
つ
い
て
だ
け
は
言
葉
で
は
語
れ
な
い
。
熟
以
外
の
こ
と
は
語
れ
な
い

も
の
は
な
い
。」

「
天
下
無
不
可
説
底
道
理
。
…
…
只
有
一
箇
熟
處
説
不
得
。
除
了
熟
之
外
、
無
不
可
説
者
。」（『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
七
・
36
条
）

　

あ
ら
ゆ
る
物
事
は
「
理
」
と
「
気
」
で
説
明
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
朱
熹
で
あ
っ
た
が
、「
工
夫
」
と
い
う
長
い
時
間
の
努
力

の
果
て
に
行
き
着
く
「
一
」
な
る
「
熟
」
の
境
地
だ
け
は
言
語
に
よ
っ
て
説
明
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

５
．
朱
子
学
の
二
元
論
と
そ
の
偏
向

　

以
上
の
よ
う
に
、
朱
子
学
は
、
世
界
の
構
造
か
ら
心
の
修
養
に
至
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
二
元
論
を
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
様
々

な
二
元
的
説
明
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
対
」
を
な
し
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
位
相
を
異
に
す
る
も
の
の
、
大
ま
か
に
言
え
ば
最
初
に
示
し
た
「
あ
る

が
ま
ま
」
と
「
あ
る
べ
き
」
の
二
元
論
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
あ
る
が
ま
ま
」
が
そ
の
ま
ま
「
あ
る
べ
き
」
で
あ
る
「
一
」

が
世
界
の
本
来
の
姿
で
あ
る
と
し
て
、
世
界
の
一
部
で
あ
る
人
間
に
も
そ
の
「
一
」
を
目
指
す
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
つ
に
分
け
れ
ば
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
る
こ
と
は
自
然
の
勢
い
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
朱
子
学
に
お
い
て
も
様
々
な
二
項
対
立

は
、
価
値
的
に
そ
し
て
現
実
的
に
一
方
に
偏
向
し
て
い
く
。「
あ
る
が
ま
ま
」
よ
り
も
「
あ
る
べ
き
」
が
価
値
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
は
、

そ
こ
に
人
間
の
「
工
夫
」
が
関
わ
る
以
上
必
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
そ
の
「
工
夫
」
方
法
に
お
い
て
は
、「
居
敬
」
よ
り
も
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二
元
論
と
一
元
化
、
そ
し
て
多
元
の
行
方

二
三

「
格
物
窮
理
」
の
方
が
、
現
実
的
に
優
先
さ
れ
る
。
み
ず
か
ら
の
心
の
有
り
様
を
み
ず
か
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
「
敬
」
に
保
つ
と
い
う
方
法
と

し
て
の
主
観
性
・
恣
意
性
よ
り
も
、
心
の
外
の
物
事
の
「
理
」
を
対
象
と
す
る
「
格
物
窮
理
」
の
客
観
性
が
、
現
実
の
実
践
の
場
で
重
ん
じ
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
朱
子
学
と
言
え
ば
、
人
に
一
定
の
道
徳
的
規
範
（
あ
る
べ
き
）
を
押
し
つ
け
、
ひ
た
す
ら
博
学
多
識
を
求
め

る
学
問
で
あ
り
、
朱
子
学
者
と
言
え
ば
、
人
情
の
自
然
（
あ
る
が
ま
ま
）
に
疎
く
、
役
に
も
立
た
な
い
知
識
だ
け
が
豊
富
な
「
道
学
先
生）
11
（

」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
朱
子
学
の
偏
向
は
、
朱
熹
の
二
元
論
が
あ
ら
か
じ
め
孕
ん
で
い
た
可
能
性
あ
る
い
は
危
険
性
の
必
然
の
結
果
で
あ
る
と
言
う
こ
と

も
で
き
よ
う
。
む
し
ろ
、
そ
も
そ
も
そ
の
特
定
の
方
向
に
価
値
を
与
え
る
た
め
の
二
元
論
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
言
え
、
こ
の
方
向
へ
の
偏
り
が
朱
熹
没
後
の
朱
子
学
に
お
い
て
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
偏
り
を
正
す

べ
く
、
も
う
一
方
を
再
強
調
す
る
と
い
う
朱
子
学
批
判
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
批
判
が
朱
子
学
の
二
元
論
そ
の
も
の

の
否
定
に
迫
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
う
し
た
朱
熹
没
後
の
朱
子
学
の
偏
向
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
知
る
今
日
よ
り
敢
え
て
振
り
返
れ
ば
、
朱
熹
そ
の
人
の
思
想
的
営
み
は
、

一
貫
し
て
二
項
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
に
苦
心
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
偏
向
が
二
項
の
保
持
を
一
番
危
う
く
す
る
こ
と

を
、
朱
熹
は
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

朱
熹
の
生
涯
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
「
二
」
で
捉
え
、
そ
の
「
二
」
は
本
来
「
一
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
一
」
を
目
指
し
つ
つ
も
、
み
ず
か

ら
の
「
心
」
に
お
い
て
「
二
」
を
「
二
」
の
ま
ま
持
ち
続
け
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
改
め
て
冒
頭
に
掲
げ
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
多
」
を
「
一
」
に
回
収
す
る
こ
と
な
く
、「
多
」
を
「
多
」
と
し
て
成
り

立
た
せ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
場
が
必
要
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
場
に
参
加
す
る
た
め
に
は
何
が
前
提
と
な
る
の
か
。
私
た
ち
の
「
多
元
」

文
化
と
い
う
場
が
「
多
」
の
価
値
に
対
す
る
期
待
や
希
望
に
応
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
場
を
共
有
す
る
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
覚
悟
が
求
め
ら
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れ
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か
。

　
「
多
」
の
対
極
に
あ
る
「
一
」
の
誘
惑
は
思
い
の
ほ
か
強
い
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
「
一
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行

き
着
く
と
こ
ろ
や
は
り
自
分
と
い
う
「
一
」
か
ら
逃
れ
よ
う
も
な
い
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
一
」
の
価
値
を
古
人
は
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

「
公
（
公
平
公
正
）
で
あ
れ
ば
一
、
私
（
個
人
的
利
己
的
）
で
あ
れ
ば
多
種
多
様
で
あ
る
。
至
当
は
一
に
帰
着
し
、
正
し
い
道
理
を
突
き

詰
め
れ
ば
二
と
い
う
こ
と
は
な
い
。」

「
公
則
一
、
私
則
萬
殊
。
至
當
歸
一）
12
（

、
精
義
無
二
。」（『
程
氏
遺
書
』
巻
十
五
・
18
条
）

　

究
極
的
な
正
し
さ
や
真
理
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
今
日
の
私
た
ち
に
も
決
し
て
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
私
た
ち
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
絶
対
の
正
し
さ
や
真
理
と
い
う
も
の
そ
の
も
の
を
疑
っ
て
か
か
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
都
度
で
あ
れ
と
り
あ
え
ず
で
あ
れ
何
か
一
つ
の
正
し
さ
や
真
理
を
つ
い
求
め
て
し
ま
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
程
子
の
言
葉
に
お
い
て
、「
多
」
は
、「
私
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
公
平
公
正
さ
を
欠
く
利
己
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
未

だ
「
一
」
に
至
ら
な
い
状
態
と
し
て
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
多
」
が
単
に
「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
程
子
の
言
葉

も
あ
な
が
ち
否
定
は
で
き
な
い
。
今
日
の
い
わ
ゆ
る
「
多
様
性
」
賛
美
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
そ
れ
ぞ
れ
違
う
」
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
の

確
認
に
し
か
行
き
着
か
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
と
も
不
毛
な
話
で
あ
る
と
同
時
に
、
た
や
す
く
至
当
の
「
一
」
を
求
め
て
「
多
」
を
序
列

化
し
て
し
ま
う
と
い
う
罠
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
す
ら
あ
る
。

　
「
そ
れ
ぞ
れ
違
う
」
を
結
論
で
は
な
く
出
発
点
と
し
て
、「
多
」
が
「
そ
れ
ぞ
れ
」
の
孤
立
乱
立
で
は
な
く
、
相
互
に
作
用
し
合
い
何
か
新
し

い
も
の
を
生
み
出
す
た
め
に
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
多
元
的
」
に
学
び
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
が
、「
国
や
地
域
に

よ
っ
て
、
時
代
に
よ
っ
て
、
学
問
分
野
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
」
と
い
う
こ
と
の
確
認
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
通
し
て
新
し
い
価
値
観
や

視
座
を
創
り
出
し
て
い
く
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
学
び
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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私
た
ち
は
む
し
ろ
「
一
」
の
意
味
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
繰
り
返
す
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
個

と
し
て
の
「
一
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
ど
れ
だ
け
「
多
」
と
接
し
て
も
そ
れ
ら
を
「
一
」
へ
と
統
合
し
た
い
と
い
う
衝
動
は
簡
単
に
は
乗
り
越

え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
「
一
」
を
自
覚
し
、
み
が
か
ら
の
そ
の
時
々
の
「
一
」
に
責
任
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
こ
に
止
ま
る
こ
と
な
く
常
に
新

た
な
「
一
」
を
創
り
出
し
続
け
る
こ
と
、「
多
様
」
な
「
一
」
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
う
し
た
覚
悟
を
見
失
わ
な
い
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

「
多
」
は
創
造
的
な
価
値
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
み
ず
か
ら
が
主
と
し
て
取
り
組
む
「
一
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、「
多
元
」
的
に
学

び
研
究
す
る
こ
と
が
単
な
る
興
味
の
拡
散
で
は
な
く
、「
一
」
を
閉
ざ
す
こ
と
な
く
新
し
い
「
一
」
を
切
り
開
い
て
い
く
契
機
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
「
一
」
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
も
そ
れ
に
安
住
し
な
い
態
度
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
動
き
続
け
る
覚
悟
は
、
決
し
て
楽
な
こ
と
で
は

な
い
。
そ
う
し
た
苦
難
に
満
ち
た
無
限
の
道
の
り
を
歩
み
続
け
る
こ
と
と
同
質
の
も
の
を
、
私
は
朱
熹
の
「
工
夫
」
に
見
出
し
つ
つ
朱
子
学
と

い
う
「
一
」
を
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
様
々
な
「
一
」
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
私
の
「
一
」
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
む
し
ろ
楽
し
み

に
で
き
る
場
が
こ
の
「
多
元
」
文
化
論
系
と
い
う
場
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
心
よ
り
願
う
。
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［
注
］

（
１
） 

程
顥こ
う

（
一
○
三
二
〜
一
○
八
五
年
）、
号
は
明
道
。
弟
の
程
頤
（
号
は

伊
川
）
と
併
せ
て
「
二
程
子
」
と
呼
ば
れ
る
。
彼
ら
の
語
録
を
朱
熹
が

編
纂
し
た
も
の
が
『
程
氏
遺
書
』。
な
お
、
本
稿
で
は
二
程
子
の
発
言
を

区
別
せ
ず
、「
程
子
」
と
す
る
。
朱
熹
は
彼
ら
の
思
想
を
中
核
に
し
て
み

ず
か
ら
の
思
想
体
系
「
朱
子
学
」
を
築
き
上
げ
た
。

（
２
） 

中
国
思
想
に
お
け
る
「
陰
陽
」
に
つ
い
て
、
特
に
儒
教
思
想
に
関
し

て
は
、
土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
一
一
年
）

に
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
陰
陽
」
と
い
う
考
え
方
の
思
想

史
的
な
流
れ
に
つ
い
て
は
、『
中
国
思
想
文
化
事
典
』（
溝
口
雄
三
・
丸

山
松
幸
・
池
田
知
久
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
一
年
）
の
「
陰

陽
・
五
行
」
の
箇
所
に
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
当
該
箇
所
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
参
考
文
献
」
も
参
照
。

（
３
） 

土
田
健
次
郎
「
感
応
す
る
世
界　

朱
子
学
に
お
け
る
気
」（『
21
世
紀

の
地
球
と
人
類
に
貢
献
す
る
東
洋
思
想
』
将
来
世
代
国
際
財
団
、
二
○

○
一
年
）
参
照
。

（
４
） 

中
国
思
想
に
お
け
る
「
体
用
」
に
つ
い
て
も
、
注
（
２
）
前
掲
の
『
中

国
思
想
文
化
事
典
』
の
「
体
用
」
の
箇
所
に
簡
要
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
当
該
箇
所
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
参
考
文
献
」
も
参
照
。

（
５
） 
筆
者
の
理
解
す
る
朱
子
学
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
朱
子
学
入
門
』（
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
一
五
年
）、『「
心
」
と
「
理
」
を
め
ぐ
る
朱
熹
思

想
構
造
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
○
○
五
年
）
参
照
。
朱
子
学
に
つ
い
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て
よ
り
深
く
知
り
た
い
人
に
は
、
土
田
健
次
郎
『
朱
熹
の
思
想
体
系
』

（
汲
古
書
院
、
二
○
一
九
年
）
を
勧
め
る
。

（
６
） 
中
国
思
想
に
お
け
る
「
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

注
（
２
）
前
掲
の
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
の
「
性
」
の
箇
所
お
よ
び

当
該
箇
所
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
参
考
文
献
」
参
照
。

（
７
） 

中
国
思
想
の
「
性
」
と
道
徳
の
問
題
を
よ
り
哲
学
的
な
視
点
か
ら
論

じ
た
も
の
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
（
中
島

隆
博
・
志
野
好
伸
訳
）『
道
徳
を
基
礎
づ
け
る　

孟
子
vs.
カ
ン
ト
、
ル

ソ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
』（
講
談
社
学
芸
文
庫
、
二
○
一
七
年
。
原
本
は
二
○

○
二
年
講
談
社
よ
り
刊
行
）、
中
島
隆
博
『
悪
の
哲
学　

中
国
哲
学
の
想

像
力
』（
筑
摩
書
房
、
二
○
一
二
年
）。

（
８
） 

朱
子
学
と
陽
明
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
島
田
虔
次

『
朱
子
学
と
陽
明
学
』（
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
）、
小
島
毅
『
朱
子
学

と
陽
明
学
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
○
一
三
年
）、
小
倉
紀
蔵
『
入
門    

朱
子
学
と
陽
明
学
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
○
一
二
年
）。

（
９
） 

張
載
（
一
○
二
○
〜
一
○
七
七
年
）、
号
は
横お
う

渠き
ょ

。
注
（
１
）
前
掲
の

程
顥
・
程
頤
兄
弟
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。
朱
熹
は
、
二
程
子
と
と
も
に

張
載
か
ら
も
多
く
の
思
想
的
刺
激
を
受
け
て
い
る
。

（
10
） 

朱
子
学
の
「
格
物
窮
理
」
に
つ
い
て
は
、
注
（
５
）
前
掲
の
拙
著
の

他
に
拙
稿
「『
物
の
理
を
窮
め
る
』
と
『
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
』」（『
い

ま
、
哲
学
が
始
ま
る
。
明
大
文
学
部
か
ら
の
挑
戦
』
明
治
大
学
出
版
会
、

二
○
一
八
年
）
参
照
。

（
11
） 「
道
学
先
生
」
と
は
、
江
戸
時
代
の
市
井
の
人
々
が
朱
子
学
者
を
揶
揄

し
て
呼
ん
だ
表
現
。
注
（
５
）
前
掲
の
拙
著
『
朱
子
学
入
門
』
第
九
章

「
朱
子
学
を
学
ぶ
と
人
柄
が
悪
く
な
る
？ 

│
│ 

日
本
の
朱
子
学
」
参
照
。

（
12
） 「
至
當
歸
一
」
と
い
う
言
葉
は
、『
御
注
孝
経
』
の
序
に
見
え
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
二
○
二
○
年
早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
秋
期
大
会
に

お
け
る
講
演
を
も
と
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Dualism and Unification
── The Whereabouts of Multicultural Studies

KAKIUCHI Keiko

This paper is a revised version of a lecture at Waseda University’s Multicultural 
Society in the fall of 2020.

Expectations for diversity are rising today. Our multicultural courses must 
also meet this expectation. However, learning and studying various cultures in 
multiple ways is not as easy as it sounds. What kind of preparedness do we have 
to achieve that? In order to think about it together, I would like to introduce 
dualism and its unification in traditional Chinese thought. At the same time, I 
would like to outline the dualism of Neo-Confucianism （朱子学）, which is the 
most sophisticated dualism in East Asia.

Since ancient times, Chinese people have explained everything in the world 
with the dualism of yin （陰） and yang （陽）. They also have used the dualism 
of ti （体） and yong （用） to explain everything in front of them. These dualisms 
explain one thing by dividing it into two. These dualisms aimed at unification, 
and this unification was considered to be the end of the training. Zhu Xi （朱熹）, 
the founder of Neo-Confucianism, elaborated the dualism of ti and yong into the 
dualism of li （理） and qi （気）. This can be summarized as a dualism between 
the ideal as it should be and the reality as it is. And Zhu Xi called for everyone 
to look at the ideal and the reality at the same time and work toward the ideal. It 
can be said that this is a way of life that postpones unification while aiming for 
unification.

Based on the above, I would like to propose that, in order for the place of 
multicultural studies to be productive, we should be aware of our responsibility 
for one as an individual, and then continue to renew that individual.


