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中
井
履
軒
の
性
論

伊
藤
仁
斎
・
荻
生
但
僚
の
所
説
と
比
較
し
て

藤

居

岳

人

は
じ
め
に

中
井
履
軒
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
大
坂
で
活
躍
し
た
懐
徳
堂
学
派
の
儒
者
で
あ
る
。

彼
に
は
『
七
経
逢
原
』
と
い
う
尼
大
な
量
に
わ
た
る
儒
教
の
経
書
の
注
釈
が
あ
る
。
そ

の
中
で
も
最
も
重
要
な
注
釈
が
『
論
語
逢
原
』
『
孟
子
逢
原
』
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ

ろ
、
彼
は
、
「
孔
子
の
道
を
伝
う
る
は
、
唯
だ
論
語
・
孟
子
・
中
庸
の
三
種
の
み
」

(
『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
〔
履
軒
は
上
篇
・
下
篇
の
よ
う
に
分
け
な
い
〕
に
見
え
る
『
孟

(
佳
一
-

子
逢
原
』
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
は
、
南
宋
の
朱
子
撰
『
図
書
集
註
』
の

テ
キ
ス
ト
の
余
白
に
、
『
集
註
』
の
内
容
を
批
判
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
見
解
を
記
し

た
も
の
で
あ
る
。
履
軒
は
、
懐
徳
堂
学
派
第
四
代
学
主
の
中
井
竹
山
の
弟
で
あ
り
、
兄

と
同
じ
く
朱
子
学
者
玉
井
蘭
洲
の
教
え
を
受
け
た
。
従
っ
て
、
そ
の
基
本
的
立
場
は
、

朱
子
学
の
教
義
に
の
っ
と
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

そ
の
朱
子
学
に
お
い
て
、
重
視
さ
れ
た
の
は
、
性
善
説
で
あ
る
。
人
は
誰
で
も
性
善

で
あ
る
か
ら
、
「
聖
人
は
学
ん
で
至
る
可
し
」
(
『
近
思
録
』
為
学
大
要
篇
に
引
か
れ
た

程
聞
の
語
)
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
努
力
す
れ
ば
誰
で
あ
っ
て
も
至
善
の
存
在
た
る
聖

人
の
域
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
朱
子
学
の
立
場
を
端
的
に
表
わ
し
て
い

る
。
江
戸
時
代
に
日
本
に
定
着
し
た
朱
子
学
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
こ
の
性
善
説
の

立
場
が
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
。
た
だ
、
そ
の
詳
細
を
検
討
す
れ
ば
、
儒
者
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
微
妙
に
性
善
説
の
解
釈
を
異
に
し
て
い
る
。

履
軒
以
前
の
江
戸
時
代
中
期
の
大
儒
と
言
え
ば
、
伊
藤
仁
斎
と
荻
生
祖
僚
と
で
あ
る
。

彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
古
学
派
と
し
て
、
朱
子
学
に
対
し
て
批
判
的
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
彼
ら
古
学
派
に
よ
る
朱
子
学
批
判
を
経
て
、
寛
政
の
改
革
期
に
後
期
朱
子
学
派
が

成
立
し
た
。
そ
し
て
、
懐
徳
堂
学
派
は
、
そ
の
後
期
朱
子
学
派
に
一
定
の
影
響
を
与
え
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以
上
の
よ
う
に
概
観
す
る
な
ら
ば
、
朱
子
学
的
な
思
想
に
対
し
て
、
古
学
派
の
仁

斎
・
祖
僚
は
全
く
否
定
的
で
あ
り
、
ま
た
、
後
期
朱
子
学
派
に
影
響
を
与
え
た
懐
徳
堂

学
派
の
履
軒
は
、
仁
斎
・
但
僚
の
立
場
を
否
定
し
て
、
朱
子
学
的
立
場
に
回
帰
し
た
と

類
型
的
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
朱
子
学

の
理
気
説
を
仁
斎
は
批
判
し
て
、
気
一
元
論
を
提
唱
し
た
と
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
場

合
、
仁
斎
は
朱
子
の
説
を
批
判
し
て
い
る
け
れ
ど
、
「
理
|
気
」
の
枠
組
み
の
中
で

の
批
判
で
あ
り
、
大
き
な
範
障
か
ら
見
れ
ば
、
仁
斎
も
朱
子
の
枠
組
み
に
従
っ
て
い
る
。

ま
た
、
履
軒
も
仁
斎
や
祖
僚
の
思
想
を
全
否
定
し
て
自
己
の
思
想
を
確
立
し
た
の
で
は

な
く
、
様
々
な
面
か
ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
自
己
の
立
場
を
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
一
言
守
え
ば
、
懐
徳
堂
学
派
に
履
軒
を
含
め
る
こ
と
に
異
論
は
な
い

だ
ろ
う
け
れ
ど
、
同
じ
懐
徳
堂
学
派
の
儒
者
の
聞
に
も
様
々
の
立
場
の
相
違
は
あ
る
は



ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
、
性
論
を
主
題
と
し
て
朱

子
・
仁
斎
・
祖
保
・
履
軒
の
立
場
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
履
軒
の
性
論
の

性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
朱
子
の
『
図
書
集
註
』
を
取
り
上
げ
、
仁

斎
の
『
論
語
古
義
』
『
孟
子
古
義
』
『
語
孟
字
義
』
、
祖
僚
の
『
論
語
徴
』
『
弁
名
』
等
の

内
容
と
比
較
し
つ
つ
、
履
軒
の
『
論
語
逢
原
』
『
孟
子
逢
原
』
の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ

き
た
い
。

一
、
性
の
定
義

儒
教
が
そ
の
人
間
観
に
言
及
す
る
と
き
は
、
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
合
が
多
い
。

孟
子
の
性
善
説
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
性
論
の
最
終
的
な
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
孟
子

の
性
善
説
に
基
づ
い
て
、
朱
子
は
い
わ
ゆ
る
性
即
理
説
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
「
性
は
即
ち
理
な
り
。
理
は
則
ち
発
舜
自
り
塗
人
に
至
る
ま
で
一
な
り
」

(
『
二
程
全
書
』
巻
十
八
、
河
南
程
氏
遺
書
、
伊
川
先
生
語
四
)
と
あ
る
よ
う
に
、
も

と
も
と
程
聞
が
述
べ
て
い
た
説
で
あ
る
。
こ
の
程
顕
の
説
を
継
承
し
た
う
え
で
、
朱
子

は
理
気
論
を
構
築
し
て
、
孟
子
の
性
善
説
を
体
系
化
し
た
。

例
え
ば
、
朱
子
自
身
の
語
で
は
な
い
け
れ
ど
、
陳
淳
の
『
北
渓
字
義
』
で
は
、
「
性

は
是
れ
我
に
有
る
の
理
な
り
。
只
だ
道
の
道
理
天
よ
り
受
け
て
我
の
有
す
る
所
と
為

る
、
故
に
之
を
性
と
調
う
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朱
子
学
で
は
、
性
は
自
分
が
有
し

て
い
る
理
の
在
り
か
だ
と
言
い
、
そ
の
理
は
天
か
ら
菓
け
た
も
の
だ
と
言
う
。
天
は
言

う
ま
で
も
な
く
善
な
る
存
在
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
性
は
善
で
あ
る
。
こ
れ
が

朱
子
の
基
本
的
立
場
を
表
わ
す
性
善
説
で
あ
る
。
以
下
に
朱
子
・
仁
斎
・
但
保
・
履
軒

の
相
違
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
基
本
的
な
立
場
と
し
て
、
但
僚
は

や
や
立
場
を
異
に
す
る
が
、
他
の
三
者
に
つ
い
て
は
、
性
善
説
を
保
持
し
て
い
る
こ
と

が
彼
ら
に
共
通
す
る
特
徴
だ
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

日
本
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
、
朱
子
の
性
即
理
説
に
対
し
て
、
疑
義
を
さ

し
は
さ
む
儒
者
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
徐
々
に
朱
子
の
学
説
に
対
し
て
、
独

自
の
見
解
を
述
べ
る
儒
者
が
出
現
し
て
く
る
。
な
か
で
も
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
狙
椋
ら
の

い
わ
ゆ
る
古
学
派
に
は
、
そ
の
傾
向
が
強
い
。
彼
ら
の
性
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
履

軒
の
性
論
の
性
格
を
論
じ
る
う
え
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
ま
ず
、
仁
斎

と
但
僚
と
の
性
の
定
義
か
ら
検
討
し
た
い
。

仁
斎
は
、
『
孟
子
』
勝
文
公
上
篇
「
孟
子
性
善
を
道
う
。
言
え
ば
必
ず
発
舜
を
称

す
」
の
『
孟
子
古
義
』
に
「
性
と
は
、
人
生
ま
れ
て
菓
く
る
所
の
質
な
り
。
各
お
の

殊
有
り
と
雄
も
、
其
の
情
善
を
好
み
悪
を
悪
ま
ざ
る
無
し
」
と
言
う
。
ま
た
、
『
語
孟

字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
に
お
い
て
、
「
性
は
生
な
り
。
人
其
の
生
ず
る
所
の
ま
ま
に

し
て
加
損
す
る
こ
と
無
し
。
董
子
(
董
仲
鋒
)
日
く
、
『
性
と
は
、
生
の
質
な
り
』

【
注
三
》

と
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
性
は
生
ま
れ
つ
き
保
持
し
て
い
る
も
の
と
い
う
位
置
づ

け
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
見
え
る
告
子
の
「
生
之
を
性
と
調
う
」

の
説
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、
仁
斎
は
『
孟
子
古
義
』
の
同
箇
所
に
お
い
て
、
「
人
・

物
同
じ
く
裏
く
る
所
の
性
有
り
。
而
れ
ど
も
唯
だ
人
善
為
る
の
み
。
概
し
て
『
生

之
を
性
と
調
う
』
と
言
う
可
か
ら
ず
。
故
に
復
た
此
れ
を
以
て
之
を
詰
る
」
と
孟
子
が

考
え
て
い
た
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
仁
斎
は
、
性
は
生
来
の
も
の
だ
が
、
人
と
物
と
の

聞
に
は
お
の
ず
か
ら
区
別
が
あ
り
、
人
だ
け
が
善
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
み
だ
と
孟

子
の
意
図
を
読
み
解
い
て
い
る
。
仁
斎
は
、
『
孟
子
古
義
』
の
同
箇
所
に
お
い
て
、
気

質
の
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
問
題
は
後
述
す
る
。
た
だ
、
『
語
孟
字

義
』
に
お
い
て
、
「
(
性
は
)
気
質
を
離
れ
て
之
を
言
う
に
非
ず
」
と
仁
斎
が
言
う
の
は
、
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彼
が
本
然
の
性
・
気
質
の
性
と
い
う
よ
う
に
性
を
分
類
す
る
朱
子
学
流
の
解
釈
を
し
な

い
立
場
だ
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
こ
と
の
み
を
今
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

仁
斎
は
朱
子
学
の
性
即
理
説
を
採
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
性
は
、
理
と
い
う
抽
象



的
な
概
念
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
実
在
す
る
具
体
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
朱
子
が
本
然
の
性
・
気
質
の
性
と
い
う
よ
う
に
性
を
分
類
し
、
本
然

の
性
が
す
な
わ
ち
理
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
然
の
性
を
抽
象
的
存
在
、
気

質
の
性
を
具
体
的
存
在
と
考
え
て
い
た
と
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
本
然

の
性
を
抽
象
的
存
在
、
気
質
の
性
を
具
体
的
存
在
と
考
え
る
傾
向
を
助
長
し
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
性
を
生
ま
れ
つ
き
保
持
し

て
い
る
「
生
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
子
の
性
即
理
説
を
批
判
し
、
性
が
具
体

的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

仁
斎
は
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
理
の
条
に
「
道
の
字
は
本
と
活
字
。
生
々
化
々
の

妙
を
形
容
す
る
所
以
な
り
。
理
の
字
の
若
き
は
本
と
死
字
。
:
:
:
以
て
事
物
の
条
理
を

形
容
す
可
く
し
て
、
以
て
天
地
生
々
化
々
の
妙
を
形
容
す
る
に
足
ら
ず
」
と
一
言
守
フ
。
以

上
の
内
容
か
ら
も
仁
斎
が
理
の
概
念
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
。

以
上
、
仁
斎
の
性
に
対
す
る
見
解
を
概
観
し
た
。
そ
れ
で
は
担
保
の
性
に
対
す
る
見

解
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
但
俸
は
、
『
弁
名
』
下
、
性
の
条
に
お
い
て
、
「
性
な
る
者
は
、

生
の
質
な
り
」
と
述
合
併
。
こ
れ
は
仁
斎
も
『
語
孟
字
義
』
に
引
く
董
仲
訴
の
性
の
定

義
と
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
祖
僚
も
基
本
的
に
は
仁
斎
の
解
釈
の
方
向
を
継
承
し
て
、

朱
子
学
の
性
即
理
説
を
採
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
『
弁
名
』
で
は
続
い
て
、

こ
れ

「
宋
儒
の
い
わ
ゆ
る
気
質
な
る
者
は
是
な
り
。
其
の
性
に
本
然
有
り
気
質
有
り
と
謂
う

者
は
、
蓋
し
学
問
の
為
の
故
に
設
く
る
な
り
」
と
云
守
門
ノ
。
祖
徳
は
ま
た
、
朱
子
学
が
本

然
の
性
・
気
質
の
性
と
分
類
す
る
考
え
も
批
判
し
て
お
り
、
そ
の
反
朱
子
学
の
立
場
は

鮮
明
で
あ
る
。

で
は
、
履
軒
は
性
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
履

軒
も
仁
斎
や
但
僚
と
同
様
に
性
即
理
説
を
採
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
『
孟
子
』
牒
文

公
篇
回
目
頭
の
「
孟
子
性
善
を
道
う
。
言
え
ば
必
ず
発
舜
を
称
す
」
の
箇
所
の
『
孟
子

集
註
』
に
「
程
子
日
く
、
性
は
即
ち
理
な
り
、
と
」
と
あ
る
。
同
箇
所
の
『
逢
原
』
に

「
『
性
は
即
ち
理
な
り
』
、
是
の
語
は
病
有
り
」
「
性
宣
に
理
の
一
字
を
用
い
て
解
と
作

す
を
得
ん
や
」
と
履
軒
は
述
べ
て
い
る
。

履
軒
は
、
仁
斎
の
『
語
孟
字
義
』
や
祖
僚
の
『
弁
名
』
な
ど
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら

の
使
用
す
る
用
語
を
解
説
す
る
著
書
を
著
わ
さ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
履
軒
の
場
合
、

『
論
語
逢
原
』
『
孟
子
逢
原
』
等
の
著
書
を
通
じ
て
、
用
語
に
対
す
る
彼
自
身
の
見
解

を
抽
出
し
て
ゆ
く
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
、
『
逢
原
』
か
ら
窺
え
る

履
軒
の
性
の
定
義
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

性
に
関
す
る
議
論
は
、
『
論
語
』
よ
り
も
『
孟
子
』
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。
従
っ
て
、

『
孟
子
逢
原
』
に
履
軒
の
性
に
対
す
る
考
え
が
よ
り
一
層
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
『
孟
子
』
告
子
篇
の
有
名
な
「
天
の
将
に
大
任
を
是
の
人
に
降
さ
ん
と
す
る
や
、

必
ず
先
ず
其
の
心
志
を
苦
し
め
、
:
・
」
の
箇
所
に
続
く
「
〔
天
是
の
人
を
し
て
〕
心
を

動
か
し
性
を
忍
ば
せ
、
其
の
能
く
せ
ざ
る
所
を
曽
益
(
増
益
)
せ
し
む
る
所
以
な
り
」

に
対
し
て
、
『
孟
子
集
註
』
に
「
い
わ
ゆ
る
性
も
亦
た
気
菓
食
色
を
指
し
て
言
う
の

み
」
と
あ
る
。
こ
の
『
孟
子
集
註
』
の
記
述
は
、
食
欲
や
色
欲
な
ど
、
人
間
の
本
能
的

な
も
の
と
し
て
性
を
限
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
朱
子
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
履
軒
は
『
孟
子
逢
原
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
一
言
宮
ノ
。

可

4・E
A

ひ
ろ

此
の
性
字
の
意
は
汎
し
。
偏
に
食
色
に
属
す
る
に
非
ず
。
:
・
性
と
は
、
人
の
天
よ

り
得
て
以
て
生
ず
る
所
の
者
な
り
。
故
に
自
の
色
耳
の
声
よ
り
四
支
の
安
逸
に

至
る
ま
で
、
性
に
非
ざ
る
莫
し
。

こ
の
よ
う
に
履
軒
は
、
性
の
意
味
を
朱
子
よ
り
も
広
義
に
解
釈
し
て
い
る
。
『
孟

子
』
尽
心
篇
の
「
孟
子
日
く
、
口
の
味
に
お
け
る
、
目
の
色
に
お
け
る
、
耳
の
声
に
お

け
る
、
鼻
の
臭
い
に
お
け
る
、
四
肢
の
安
侠
に
お
け
る
は
、
性
な
り
。
命
有
り
。
君
子



は
性
と
請
わ
ざ
る
な
り
」
の
箇
所
を
引
き
つ
つ
、
食
欲
や
色
欲
な
ど
に
限
ら
ず
、
-
八
聞

が
天
か
ら
菓
受
し
て
生
じ
て
い
る
も
の
全
て
が
性
だ
と
言
う
。
『
孟
子
』
尽
心
篇
「
孟

子
日
く
、
口
の
味
に
お
け
る
、
:
・
」
の
当
該
箇
所
の
『
孟
子
逢
原
』
に
も
「
性
と
は
、

人
天
よ
り
菓
け
て
生
ず
る
も
の
の
名
な
り
。
汎
く
之
を
言
わ
ば
、
性
に
非
ざ
る
莫

し
」
と
履
軒
は
述
べ
て
お
り
、
性
を
広
義
に
解
釈
す
る
履
軒
の
立
場
を
窺
う
こ
と
が
で

A

箆
五
】

島
C
九
ω

。
さ
ら
に
以
上
の
例
で
は
、
履
軒
が
朱
子
学
で
重
視
さ
れ
る
理
の
字
を
用
い
て
い
な
い

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
履
軒
は
意
識
的
に
理
の
字
を
用
い
な

い
。
そ
れ
は
次
の
例
か
ら
も
窺
え
る
。

『
孟
子
』
告
子
篇
目
目
頭
の
「
告
子
日
く
、
性
は
猶
把
柳
な
り
」
の
箇
所
の
『
孟
子
集

A

注
六
】

註
』
に
「
性
と
は
、
人
生
ま
れ
な
が
ら
菓
く
る
所
の
天
理
な
り
」
と
あ
る
。
当
該
箇

そ
も
そ
も

所
の
『
孟
子
逢
原
』
に
「
性
、
:
:
:
且
比
の
告
子
の
語
中
に
、
自
ら
〔
朱
子
が
言
う
よ

う
な
〕
天
理
の
意
無
し
。
惟
だ
汎
そ
人
の
菓
受
す
る
を
指
す
の
み
」
と
あ
る
。
こ
れ
は

告
子
の
言
及
す
る
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
だ
が
、
履
軒
の
理
に
対
す
る
基
本
的

な
立
場
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
朱
子
が
『
集
註
』
に
お
い
て
、
性
と
は
天
理
だ
と
述

べ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
性
に
は
天
理
の
意
は
な
く
、
た
だ
人
が
天
か
ら
菓
け
た
も

の
だ
と
言
う
。

ま
た
、
『
孟
子
』
尽
心
篇
「
孟
子
日
く
、
形
と
色
と
は
天
性
な
り
」
の
『
孟
子
集

註
』
に
「
人
の
形
有
り
色
有
る
は
、
各
お
の
自
然
の
理
有
ら
ざ
る
無
し
。
い
わ
ゆ
る

天
性
な
り
」
と
朱
子
が
述
べ
る
の
に
対
し
て
も
、
『
孟
子
逢
原
』
に
お
い
て
「
性
は
、

〔
尽
心
篇
『
口
の
味
に
お
け
る
、
:
:
:
〕
性
な
り
。
命
有
り
』
の
性
と
同
じ
。
特
だ
天

の
賦
す
る
所
人
の
菓
く
る
所
を
以
て
言
う
。
未
だ
其
の
理
に
言
及
せ
ず
」
と
こ
ち
ら

も
ま
た
性
に
は
理
の
義
は
な
い
と
述
べ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
履
軒
は
性
に
は
理
の
義
が
な
い
と
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
履

軒
も
仁
斎
や
但
抹
と
同
様
に
基
本
的
に
朱
子
の
性
即
理
説
に
従
わ
な
い
。
履
軒
は
、
確

か
に
性
を
天
か
ら
賦
与
さ
れ
て
人
聞
が
菓
受
し
た
も
の
と
き
E
J。
天
は
無
条
件
に
善
だ

と
い
う
こ
と
が
儒
教
の
基
本
的
な
立
場
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
履
軒

も
朱
子
と
同
様
に
性
善
説
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
性
論

は
朱
子
と
全
く
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
朱
子
の
性
即
理
説
を
批
判
す
る
こ
と
か

〔
注
七
》

ら
も
窺
え
る
よ
う
に
む
し
ろ
様
々
な
点
に
つ
い
て
、
朱
子
の
学
説
を
修
正
し
て
い
る
。

で
は
、
履
軒
が
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
朱
子
の
学
説
と
相
違
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
か
。
性
即
理
説
批
判
以
外
の
内
容
を
以
下
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
、
人
の
性
と
物
の
性
と
の
分
離

性
は
、
天
か
ら
菓
け
た
も
の
で
あ
り
、
無
条
件
で
善
で
あ
る
。
そ
れ
が
性
善
説
の
根

拠
だ
が
、
同
じ
く
天
か
ら
菓
け
た
性
を
有
す
る
人
間
と
動
物
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
区

別
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
履
軒
は
朱
子
と
違
っ
た
見
解
を
有
し
て

い
る
。
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例
え
ば
、
『
孟
子
』
離
婁
篇
「
孟
子
日
く
、
人
の
禽
獣
に
異
な
る
所
以
の
者
は
幾
ど

す
く希

な
し
。
庶
民
は
之
を
去
り
、
君
子
は
之
を
存
す
」
の
箇
所
の
『
孟
子
集
註
』
に
お
い

て
、
朱
子
は
次
の
よ
う
に
一
言
守
フ
。

人
・
物
の
生
、
同
じ
く
天
地
の
理
を
得
て
以
て
性
と
為
し
、
同
じ
く
天
地
の
気
を

得
て
以
て
形
と
為
す
。
〔
し
か
し
〕
其
の
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
独
り
人
其
の
聞

に
お
い
て
形
気
の
正
を
得
て
、
能
く
以
て
其
の
性
を
全
う
す
る
こ
と
有
れ
ば
な
り
。

少
異
為
る
の
み
。

人
間
と
禽
獣
と
の
差
異
を
論
じ
る
『
孟
子
』
の
有
名
な
章
で
あ
る
。
『
孟
子
』
の
趣

旨
は
、
人
間
と
禽
獣
と
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
朱
子
も
そ
れ
は



認
識
し
て
お
り
、
上
記
引
用
箇
所
に
続
い
て
、
「
少
異
と
日
う
と
雄
も
、
然
れ
ど
も

人
・
物
の
分
か
る
る
所
以
は
、
実
に
比
に
在
り
」
と
述
べ
る
。
た
だ
、
朱
子
は
、

「
人
・
物
の
生
、
同
じ
く
天
地
の
理
を
得
て
以
て
性
と
為
」
す
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
朱
子
が
性
に
関
し
て
、
同
じ
く
天
地
の
理
を
得
て
い
る
か
ら
人
間
と
禽
獣
と
の
間
に

差
異
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
性
に
は
差
異
が
な
い
か
ら
、
人

間
と
禽
獣
と
の
相
違
は
、
性
以
外
の
要
素
に
基
づ
く
と
朱
子
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
表

わ
し
て
い
る
。

性
に
つ
い
て
、
朱
子
が
人
間
と
禽
獣
と
の
間
の
相
違
を
認
め
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

履
軒
は
、
上
記
の
同
箇
所
の
『
孟
子
逢
原
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

①
〔
『
孟
子
』
膝
文
公
篇
の
〕
「
孟
子
性
善
を
道
う
」
は
、
専
ら
人
の
性
を
論
ず
。

畳
に
物
の
性
を
併
論
せ
ん
や
。
凡
そ
〔
朱
子
の
〕
註
の
性
人
と
物
と
を
併
挙
す

る
者
は
、
皆
な
非
な
り
。

こ
れ

②
人
仁
義
の
性
有
り
、
而
れ
ど
も
物
皆
な
之
無
し
。
是
れ
其
れ
異
な
る
所
以
な
り
。

仁
義
の
性
は
、
即
ち
〔
『
集
註
』
に
言
う
〕
「
天
地
の
理
」
な
り
。
物
量
に
能
く

同
じ
く
得
ん
や
。
〔
『
集
註
』
に
言
う
〕
「
形
気
」
の
正
偏
、
孟
子
の
言
わ
ざ
る
所

す

に
し
て
、
之
を
舎
つ
る
も
可
な
り
。

争

a'

③
註
に
据
れ
ば
、
是
れ
人
も
亦
た
性
善
、
物
も
亦
た
性
善
な
り
。
而
し
て
其
の
分
か

る
る
所
以
は
、
特
だ
「
形
気
」
の
正
偏
を
以
て
な
る
の
み
。
:
・
大
い
に
孟
子
の
旨

と
異
な
り
。
怪
し
む
可
き
の
甚
だ
し
き
な
り
。

①
に
拠
れ
ば
、
履
軒
は
、
性
を
人
の
性
と
物
の
性
と
に
明
確
に
分
離
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
性
善
説
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
性
は
人
の
性
で
あ
っ
て
、
物
の
性
で
は
な
い
。

ま
た
、
@
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
朱
子
の
よ
う
に
人
と
物
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
、

人
も
物
も
共
に
性
善
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
孟

子
の
言
う
性
善
説
の
趣
旨
と
も
相
違
し
て
く
る
と
履
軒
は
き
?
っ
。
さ
ら
に
、
履
軒
が
、

①
に
お
い
て
「
人
の
性
」
と
言
っ
て
い
る
性
は
、
②
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
仁
義
の

性
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仁
義
の
性
は
、
物
す
な
わ
ち
禽
獣
に
は
存
在
し
な
い
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
朱
子
は
基
本
的
に
性
を
人
の
性
・
物
の
性
の
よ
う
に
区
別
す
る

こ
と
な
く
、
共
に
天
か
ら
菓
け
た
も
の
だ
と
解
す
る
。
人
と
禽
獣
と
の
差
異
は
、
性
以

外
の
「
形
気
の
正
偏
」
に
よ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
、
人
の
性
と
物
の
性
と
の

区
別
を
明
確
に
す
る
。
上
記
の
例
以
外
に
も
、
履
軒
は
『
孟
子
逢
原
』
の
各
箇
所
で
そ

れ
を
強
調
す
る
。
例
え
ば

1

『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
「
孟
子
日
く
、
人
皆
な
人
に
忍
び
ざ

る
の
心
有
り
」
の
『
孟
子
集
註
』
「
天
地
物
を
生
ず
る
を
以
て
心
と
為
す
。
而
し
て
生

ず
る
所
の
物
、
各
お
の
夫
の
天
地
物
を
生
ず
る
の
心
を
得
て
以
て
心
と
為
す
に
因

る
」
の
箇
所
に
対
し
て
、
『
孟
子
逢
原
』
は
「
是
の
章
、
特
だ
人
を
以
て
言
う
。
物
を

兼
ね
ず
。
故
に
『
人
皆
な
』
と
日
う
。
『
物
皆
な
』
と
日
わ
ず
。
〔
朱
子
の
〕
註
並

び
に
円
な
ら
ず
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
『
孟
子
』
離
婁
篇
「
孟
子
日
く
、
天
下
の
性
を

言
う
は
、
故
に
則
る
の
み
」
の
『
孟
子
集
註
』
「
性
と
は
、
人
・
物
得
て
以
て
生
ず
る

所
の
理
な
り
」
の
箇
所
に
対
し
て
、
『
孟
子
逢
原
』
は
「
性
は
専
ら
人
性
を
謂
う
の
み
。

当
に
物
性
を
挟
み
て
説
を
作
す
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
。
さ
ら
に
、
『
孟
子
』
告
子
篇

「
告
子
日
く
、
生
之
を
性
と
調
う
」
の
『
孟
子
集
註
』
「
生
は
、
人
・
物
の
知
覚
運
動

す
る
所
以
の
者
を
指
し
て
言
う
」
の
箇
所
に
対
し
て
、
『
孟
子
逢
原
』
は
「
告
子
惟
だ

人
性
を
指
し
て
云
守
フ
の
み
。
未
だ
嘗
て
物
性
を
併
論
せ
ず
。
夫
れ
物
性
を
援
き
て
、
反

っ
て
人
性
を
粧
す
。
是
れ
孟
子
告
子
を
詰
る
所
以
に
し
て
、
告
子
答
う
る
こ
と
能
わ

ざ
る
所
以
な
り
。
此
の
註
物
字
を
削
り
て
而
る
後
に
可
な
り
」
と
言
い
、
上
記
引
用

箇
所
に
続
く
告
子
篇
「
孟
子
日
く
、
・
:
然
ら
ば
則
ち
犬
の
性
は
猶
牛
の
性
に
し
て
、
牛

の
性
は
猶
人
の
性
か
」
の
『
孟
子
逢
原
』
に
「
〔
朱
子
の
〕
註
の
『
人
・
物
の
生
、
是
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は
な
は
あ
や
ま

の
性
有
ら
ざ
る
莫
し
』
、
此
の
句
尤
だ
舛
り
な
り
。
禽
獣
何
ぞ
曽
て
仁
義
の
性
有
ら

ん
や
。
凡
そ
註
の
梶
提
と
し
て
(
く
ど
く
ど
し
く
)
叙
説
す
る
者
は
、
皆
な
宋
代
の
理

気
の
説
な
り
。
而
し
て
未
だ
孔
孟
の
言
に
吻
合
せ
ざ
る
者
は
、
是
れ
別
に
自
ら
言
を
立

つ
る
も
可
な
り
。
未
だ
〔
無
理
に
〕
主
張
し
て
用
て
孔
孟
の
書
を
解
す
可
か
ら
ず
」

「
畜
性
と
人
性
と
異
な
る
は
、
明
白
に
識
り
易
き
者
な
り
。
故
に
孟
子
は
此
れ
を
挙
げ

て
、
以
て
告
子
を
詰
責
圧
倒
し
て
、
其
の
口
を
錯
ざ
し
む
」
と
述
べ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
履
軒
が
人
の
性
と
物
の
性
と
を
区
別
す
る
用
例
は
、
『
孟
子
逢

原
』
中
に
枚
挙
に
逗
が
な
い
。
な
ぜ
履
軒
が
こ
の
よ
う
に
人
の
性
と
物
の
性
と
を
明
確

に
区
別
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
彼
の
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
に
対
す
る
考
え
を
検

討
す
れ
ば
明
ら
か
に
で
き
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
履
軒
が
性

を
仁
義
の
性
と
と
ら
え
て
、
仁
義
が
人
間
に
の
み
備
わ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と

か
ら
、
性
は
禽
獣
に
で
は
な
く
、
人
間
に
の
み
備
わ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
性
に
対
す
る
履
軒
の
思
想
の
特
徴
は
、
朱
子
と
は
違

っ
て
人
の
性
と
物
の
性
と
を
明
確
に
区
別
す
る
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
仁
斎
や
祖
僚

は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
仁
斎
は
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
で
は
、
特
に
人
の
性
と
物
の
性
と

の
聞
の
区
別
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
先
に
も
取
り
上
げ
た
『
孟

子
』
告
子
上
篇
「
告
子
日
く
、
生
之
を
性
と
謂
う
」
の
箇
所
の
『
孟
子
古
義
』
に
お

い
て
、
仁
斎
は
、
「
人
・
物
同
じ
く
菓
く
る
所
の
性
有
り
。
而
れ
ど
も
唯
だ
人
善
為
る

の
み
。
概
し
て
『
生
之
を
性
と
調
う
』
と
言
う
可
か
ら
ず
」
と
孟
子
の
意
図
を
敷
街

す
る
。上

記
の
『
孟
子
古
義
』
か
ら
は
、
人
と
物
と
は
同
じ
く
天
か
ら
菓
け
た
性
を
有
し
つ

つ
、
人
だ
け
が
善
の
素
質
を
有
す
る
と
孟
子
は
考
え
て
い
た
と
仁
斎
が
解
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
告
子
の
よ
う
に
人
と
物
と
を
一
く
く
り
に
し
て
「
生
之
を
性

と
謂
う
」
と
言
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
仁
斎
の
言
う
「
唯
だ
人
善
為
る
の
み
」

の
根
拠
は
や
や
暖
昧
で
あ
る
。
仁
斎
の
性
論
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
仁
斎
は
性
を

幅
広
い
性
質
を
含
む
概
念
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
物
が
善
で

は
な
く
、
人
の
み
が
善
で
あ
っ
た
と
し
て
も
良
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
な
ぜ
物

が
善
で
は
な
く
、
人
の
み
が
善
た
り
得
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
箇
所
で
は
明
確

に
さ
れ
て
い
な
い
。

仁
斎
の
学
説
の
暖
昧
さ
は
、
ま
た
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
「
孟
子
日
く
、
人
の
禽
獣
に

異
な
る
所
以
の
者
は
幾
ど
希
な
し
」
の
箇
所
の
『
孟
子
古
義
』
か
ら
も
窺
え
る
。
仁
斎

こ
れ

は
そ
こ
で
、
「
言
う
こ
こ
ろ
は
人
之
物
と
、
同
じ
く
天
地
の
聞
に
生
ず
。
噌
欲
動
静
、

も

は

な

は

本
と
太
だ
は
異
な
る
こ
と
無
し
。
唯
だ
人
な
る
や
仁
義
の
良
心
を
得
て
以
て
生
ず
。
物

は
則
ち
然
ら
ず
。
是
れ
異
為
る
の
み
」
と
一
言
守
フ
。
天
地
の
聞
に
生
ま
れ
て
、
欲
望
に
突

き
動
か
さ
れ
て
行
動
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
も
物
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
は
な
い
。
た

だ
、
物
に
は
な
い
仁
義
の
良
心
が
人
に
の
み
備
わ
っ
て
い
る
と
号
宮
ノ
。

上
記
の
『
孟
子
古
義
』
に
見
え
る
「
仁
義
の
良
心
」
の
語
は
、
先
ほ
ど
の
「
唯
だ
人

善
為
る
の
み
」
の
善
と
対
応
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
も
仁
斎
は
、
な
ぜ
物
に
は
な
い

仁
義
の
良
心
が
人
に
の
み
存
在
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
示
し
て
は
い
な
い
。
た

だ
、
履
軒
が
言
っ
て
い
た
よ
う
な
、
人
の
性
と
物
の
性
と
の
明
確
な
区
分
を
仁
斎
が
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
祖
僚
は
ど
う
か
。
祖
僚
も
仁
斎
と
同
様
、
人
の
性
と
物
の
性
と
の
聞
の
区
別

に
つ
い
て
明
確
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
『
弁
名
』
下
、
性
の
条
を
検
討
す
れ
ば
、

人
の
性
が
中
心
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
第
一
条

は
、
宋
儒
の
本
然
の
性
・
気
質
の
性
を
批
判
す
る
内
容
で
あ
り
、
第
二
条
は
、
後
述
す
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る
よ
う
に
『
論
語
』
の
「
性
相
近
し
。
習
い
相
遠
し
」
の
語
を
契
機
に
人
間
の
性
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
条
は
、
『
礼
記
』
楽
記
篇
の
「
人
生
ま
れ
て
静
か

な
る
は
、
天
の
性
な
り
」
の
語
を
題
材
に
人
間
の
性
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
第
四
条



は
、
仁
義
礼
智
と
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
以
上
か
ら
祖
僚
に
あ
っ
て
は
、

性
の
問
題
は
人
間
に
関
す
る
も
の
だ
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

結
局
、
履
軒
が
人
の
性
と
物
の
性
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
子
の

性
説
を
批
判
す
る
の
は
、
仁
斎
や
祖
僚
と
も
相
違
す
る
履
軒
独
自
の
立
場
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
人
性
・
物
性
の
区
別
の
問
題
は
、
仁
斎
や
祖
僚
が
そ
の
問
題
に
あ
ま
り
深
く

言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
履
軒
独
自
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
と
こ
と
さ
ら
に
言

っ
て
も
説
得
力
は
強
く
な
い
。
履
軒
の
立
場
の
独
自
性
を
言
う
な
ら
ば
、
朱
子
の
『
集

註
』
に
対
し
て
、
仁
斎
・
祖
徐
・
履
軒
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
箇
所

の
比
較
を
通
し
て
は
じ
め
て
そ
れ
を
強
調
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
の
相
違
が
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
『
論
語
』
陽
貨
篇
「
子
日
く
、
性
相
近
し
。

習
い
相
遠
し
」
章
(
以
下
、
「
性
相
近
」
章
と
称
す
る
)
と
そ
れ
に
続
く
「
子
日
く
、

唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
」
章
と
で
あ
る
。
こ
の

【
詮
八
}

を
以
下
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

「
性
相
近
」
章
に
対
す
る
注
解

三
、
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
の
解
釈

l
雇
軒
の
場
合
|

性
を
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
に
区
別
す
る
の
は
、
朱
子
学
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

そ
の
立
場
に
従
っ
て
『
論
語
集
註
』
は
「
性
相
近
」
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
き
守
主

比
の
い
わ
ゆ
る
性
は
、
気
質
を
兼
ね
て
言
う
者
な
り
。
気
質
の
性
は
、
固
よ
り
美

、
悪
の
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
有
り
。
然
れ
ど
も
其
の
初
を
以
て
言
わ
ば
、
則
ち
皆
な

甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら
ず
。
但
だ
善
に
習
え
ば
則
ち
善
、
悪
に
習
え
ば
則
ち
悪
な

り
。
是
に
お
い
て
始
め
て
相
遠
く
な
る
の
み
。

程
子
日
く
、
此
れ
気
質
の
性
を
言
い
て
、
性
の
本
を
言
う
に
非
ず
。
若
し
其
の
本

を
言
わ
ば
、
則
ち
性
は
即
ち
是
れ
理
な
り
。
理
に
不
善
無
し
。
孟
子
の
性
善
を
言

こ
れ

う
は
、
是
れ
な
り
。
何
の
「
相
近
」
き
こ
と
之
有
ら
ん
や
、
と
。

A

益
九
}

朱
子
は
「
性
相
近
」
章
の
性
を
気
質
の
性
を
指
す
と
言
う
。
確
か
に
気
質
の
性
に
は

美
悪
の
同
じ
で
な
い
側
面
が
あ
る
け
れ
ど
、
初
期
の
段
階
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
が
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
後
天
的
に
善
に
進
め
ば
善
に
、
悪
に
進
め
ば
悪
に
向
か
っ
て
ゆ
き
、

そ
う
な
っ
て
は
じ
め
て
人
々
の
人
格
に
大
き
な
相
違
が
生
じ
て
く
る
の
だ
と
朱
子
は
述

ベ
る
。こ

こ
で
は
「
性
相
近
し
」
の
「
近
」
字
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
「
近
」
は
、
実
は

暖
昧
な
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
性
が
伺
じ
だ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
異
な

る
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
文
章
自
体
が
簡
略
な
た
め
で
も
あ
る
け
れ
ど
、
「
性
相

{
注
十
}

近
」
章
の
「
近
」
字
の
解
釈
は
、
従
来
、
暖
味
な
ま
ま
に
さ
れ
て
き
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
朱
子
は
、
「
近
」
字
を
異
な
る
の
意
と
考
え
て
い
る
。
彼
が

「
性
相
近
」
章
の
性
を
美
悪
の
相
違
す
る
気
質
の
性
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ

は
窺
え
る
。
た
だ
、
「
其
の
初
を
以
て
言
わ
ば
、
則
ち
皆
な
甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら

ず
」
と
も
述
べ
て
い
る
か
ら
、
初
期
の
段
階
で
は
、
性
の
相
違
は
全
く
「
遠
い
」
わ
け

で
は
な
い
。
遠
く
は
な
い
の
だ
か
ら
近
い
こ
と
は
近
い
。
近
い
の
だ
か
ら
ほ
ぼ
同
じ
と

考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
美
悪
が
同
じ
で
な

い
は
ず
の
気
質
の
性
が
人
に
よ
る
相
違
が
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
恐
れ
が
残
る
。
性
は
ほ

ぼ
同
じ
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
、
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
祖
師
は
解
消
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
朱
子
は
「
近
」
字
を
異

な
る
の
意
と
と
ら
え
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
朱
子
自
身
の
注
解
だ
け
で
は
や
や
暖
昧
さ
が
残
る
。
従
っ
て
、
『
論

語
集
註
』
で
は
続
い
て
程
子
の
言
を
引
き
、
「
性
相
近
」
章
の
性
が
人
に
よ
っ
て
美
悪

の
相
違
の
あ
る
気
質
の
性
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
強
調
す
る
。
程
子
の
言
う
「
性
の
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本
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
本
然
の
性
を
指
す
。
本
然
の
性
な
ら
ば
、
ど
ん
な
人
間

に
も
共
通
で
、
ま
さ
し
く
理
で
あ
り
、
善
で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
々
の
性
が
近
い
、
す

な
わ
ち
ほ
ぽ
同
じ
な
ど
と
暖
昧
な
言
い
方
に
は
な
ら
な
い
。
人
に
よ
る
相
違
な
ど
な
く
、

で
は
、
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
に
対
す
る
履
軒
の
考
え
は
ど

完
全
に
同
一
で
あ
る
。

う
だ
ろ
う
か
。

履
軒
の
性
論
に
つ
い
て
は
、
『
論
語
逢
原
』
を
中
心
に
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
検
討

A

注
十
一
}

し
た
。
そ
の
概
略
を
述
べ
れ
ば
、
履
軒
は
、
気
裏
、
す
な
わ
ち
気
質
を
性
と
は
見
な
さ

な
い
。
つ
ま
り
、
気
質
の
性
を
認
め
な
い
。
朱
子
の
言
う
本
然
の
性
の
み
が
存
在
す
る
。

従
っ
て
、
他
の
性
と
区
別
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
性
に
「
本
然
の
」
と
い
う
修
飾
語
を

附
す
る
必
要
も
な
く
、
た
だ
性
と
称
す
れ
ば
よ
い
。
さ
ら
に
、
履
軒
は
気
棄
に
昏
明
強

弱
の
区
別
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
の
昏
明
強
弱
に
よ
っ
て
善
悪
の
差
が
生
じ
る

こ
と
は
認
め
な
い
。
気
菓
の
昏
明
強
弱
と
性
の
善
悪
と
の
間
に
相
関
関
係
は
な
い
。
以

上
の
よ
う
な
結
論
で
あ
っ
た
。

注
十
一
の
拙
稿
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
履
軒
は
「
性
相
近
」
章
の
『
論
語
逢
原
』
に

お
い
て
、
「
是
の
章
、
専
ら
性
を
論
ず
。
曽
ち
気
質
を
帯
び
ず
。
気
質
は
性
に
非
ず
」

と
述
べ
て
、
気
質
は
性
で
は
な
い
と
明
確
に
言
う
。
ま
た
、
『
孟
子
』
告
子
篇
「
公
都

子
日
く
、
告
子
性
は
善
も
無
く
、
不
善
も
無
し
と
日
う
」
章
に
「
詩
に
日
く
、
天
の

蒸
民
を
生
ず
る
や
、
物
有
れ
ば
則
有
り
」
と
『
詩
経
』
大
雅
、
蒸
民
篇
を
引
く
箇
所

(
以
下
、
「
詩
日
」
節
と
称
す
る
)
の
『
孟
子
逢
原
』
に
お
い
て
、
「
性
は
自
ら
性
、
気

い
ず

質
は
自
ら
気
質
。
判
然
と
し
て
二
物
な
り
。
意
く
ん
ぞ
気
質
の
性
有
る
を
得
ん
や
。
即

ち
気
質
の
性
無
し
。
則
ち
性
は
本
然
と
称
す
る
を
待
た
ず
」
と
述
べ
て
お
り
、
履
軒
が

(
注
十
二
)

気
質
の
性
の
存
在
を
否
定
す
る
立
場
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
上
述
し
た
「
性
相
近
」
章
の
『
論
語
逢
原
』
に
続
い
て
、
履
軒
は
「
『
近
』

は
猶
同
じ
な
り
。
『
遠
』
と
対
な
り
。
故
に
『
近
』
と
日
う
」
「
孔
子
日
く
、
『
性
相
近

し
』
と
。
孟
子
日
く
、
『
性
同
じ
く
然
り
』
と
。
其
の
義
は
一
な
り
。
辞
に
緊
漫
有
る

の
み
」
と
述
べ
て
、
性
(
朱
子
の
言
う
本
然
の
性
)
は
人
に
よ
る
相
違
が
な
く
、
同
じ

だ
と
強
調
す
る
。
性
が
人
に
よ
っ
て
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
『
孟
子
』
告

そ
こ

子
篇
「
孟
子
日
く
、
富
歳
に
は
子
弟
頼
る
べ
き
も
の
多
く
、
凶
歳
に
は
子
弟
暴
な
う

も
の
多
し
。
:
:
:
」
に
続
く
「
凡
そ
類
を
同
じ
く
す
る
者
は
、
ゃ
な
相
似
る
。
何
ぞ
独

り
人
に
至
り
て
之
を
疑
わ
ん
。
聖
人
は
我
と
類
を
同
じ
く
す
る
者
な
り
」
の
箇
所
の

『
孟
子
逢
原
』
に
「
優
劣
万
殊
不
同
の
中
に
就
い
て
、
其
の
同
じ
き
者
を
摘
出
し
て
、

以
て
人
に
示
す
。
性
是
れ
な
り
。
孟
子
何
ぞ
曽
て
気
質
を
識
ら
ざ
ら
ん
や
。
但
だ
以

て
性
と
為
さ
ざ
る
の
み
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
同

箇
所
の
『
孟
子
集
註
』
に
も
「
聖
人
も
亦
た
人
な
る
の
み
。
其
の
性
の
善
、
同
じ
か
ら

ざ
る
無
し
」
と
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
然
の
性
に
つ
い
て
は
朱
子
も
人

に
よ
る
相
違
は
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
履
軒
が
こ
こ
で
言
及
す
る
性
と
は
、
す
な

わ
ち
朱
子
の
言
う
本
然
の
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
然
の
性
に
関
す
る
限
り
、
朱
子
と

履
軒
と
の
聞
に
実
質
的
な
立
場
の
相
違
は
な
い
。

で
は
、
気
質
を
性
と
誤
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
履
軒
は
孟
子
以
前
に

す
で
に
そ
の
弊
が
あ
り
、
そ
れ
を
正
す
た
め
に
孟
子
が
性
善
説
を
提
唱
し
た
と
考
え
た
。

例
え
ば
、
上
述
の
「
詩
日
」
節
の
『
孟
子
逢
原
』
に
お
い
て
、
「
孟
子
の
時
、
満
天
下

の
人
、
皆
な
気
質
を
謂
い
て
性
と
為
し
て
、
以
て
変
わ
る
可
か
ら
ざ
る
者
と
為
す
。
遂

L
り
ぞ

に
自
ら
暴
棄
に
安
ん
ず
。
孟
子
独
り
性
善
を
掲
げ
て
、
以
て
気
質
の
説
を
紬
く
」
「
気

質
を
調
い
て
性
と
為
す
。
是
れ
世
の
俗
説
な
り
。
春
秋
伝
諸
書
自
り
皆
な
然
り
。
孟
子

乃
ち
俗
説
を
排
し
て
、
性
善
の
言
を
立
つ
」
と
履
軒
は
述
べ
る
。

上
記
以
外
に
も
、
例
え
ば
、
『
孟
子
』
告
子
篇
の
「
天
の
将
に
大
任
を
是
の
人
に
降

さ
ん
と
す
る
や
、
必
ず
先
ず
其
の
心
志
を
苦
し
め
、
:
・
」
の
箇
所
の
『
孟
子
逢
原
』
に

お
い
て
、
「
凡
そ
孔
孟
の
性
を
論
ず
る
は
、
時
に
汎
切
の
分
有
る
も
、
曽
て
本
然
気
質

の
別
無
し
」
と
履
軒
は
述
べ
て
お
り
、
朱
子
学
の
言
う
本
然
の
性
・
気
質
の
性
の
区
別

を
批
判
す
る
説
は
、
履
軒
の
『
逢
原
』
を
見
れ
ば
枚
挙
に
逗
が
な
い
。
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以
上
の
よ
う
に
、
本
然
の
性
の
み
を
性
と
認
め
て
、
気
質
の
性
を
承
認
し
な
い
こ
と

が
履
軒
の
思
想
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
考
え
は
履
軒
独
自
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
張
載
も
実
は
履
軒
と
同
様
に
気
質
の
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
す
で

に
述
べ
て
い
る
。
張
裁
は
『
正
蒙
』
誠
明
篇
に
お
い
て
、
「
形
あ
り
て
而
る
後
に
気
質

の
性
有
り
。
善
く
之
に
反
ら
ば
則
ち
天
地
の
性
存
す
。
故
に
気
質
の
性
、
君
子
は
性

と
せ
ざ
る
者
有
り
」
と
言
う
。
こ
の
文
章
は
、
ま
た
「
詩
日
」
節
の
『
孟
子
集
註
』
に

も
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
張
載
の
言
の
意
は
、
全
て
の
人
間
は
気
質
の
性
を

有
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
天
地
の
性
(
本
然
の
性
の
意
で
あ
ろ
う
)
が
存
す
る
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
、
人
は
修
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
地
の
性
が
存
す
る
よ
う
に
な

る
。
従
っ
て
、
気
質
の
性
だ
け
で
は
ま
だ
天
地
の
性
が
存
す
る
状
態
で
は
な
い
か
ら
、

そ
れ
は
ま
だ
本
来
の
性
だ
と
は
言
え
な
い
と
す
る
。

こ
の
張
載
の
言
に
履
軒
は
注
目
す
る
。
上
記
の
同
箇
所
の
『
孟
子
逢
原
』
に
お
い
て
、

履
軒
は
次
の
よ
う
に
き
守
主

「
気
質
の
性
、
君
子
は
性
と
せ
ざ
る
者
有
り
」
。
張
子
既
に
知
り
て
、
能
く
之
を

言
う
。
張
子
何
ぞ
独
り
之
(
気
質
の
性
)
を
性
と
し
て
、
「
気
質
の
性
有
り
」
と

日
わ
ん
や
。
此
れ
尤
だ
怪
し
む
可
し
。
張
子
畳
に
君
子
を
以
て
自
ら
処
ら
ざ
る

者
と
せ
ん
か
。

張
載
は
気
質
の
性
を
性
だ
と
は
言
わ
な
い
と
す
で
に
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「
気
質
の
性
が
あ
る
」
と
言
う
の
は
お
か
し
い
。
張
載
は
自
分
が
ま
だ
君
子
だ
と

は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
と
履
軒
は
疑
問
を
呈
す

る
。
ま
た
、
『
孟
子
』
尽
心
篇
「
孟
子
日
く
、
口
の
味
に
お
け
る
、
:
:
:
」
の
当
該
箇

所
の
『
孟
子
逢
原
』
に
も
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

張
子
嘗
て
言
わ
く
、
気
質
の
性
、
君
子
或
い
は
以
て
性
と
為
さ
ず
、
と
。
孟
子
の

旨
を
得
る
に
似
る
。
然
れ
ど
も
其
の
平
日
本
然
・
気
質
を
以
て
言
を
立
て
、
以

て
教
を
張
る
。
則
ち
孟
子
の
旨
を
失
う
。
蓋
し
既
に
気
質
の
性
を
立
て
ば
、
則
ち

自
ら
本
然
の
目
を
立
て
ざ
る
を
得
ず
。
誓
え
ば
猶
賛
捷
を
指
し
て
肉
と
為
さ
ば
、

則
ち
反
っ
て
身
上
の
肉
を
指
し
て
、
本
然
の
肉
と
為
す
。
亦
た
惑
い
な
ら
ず
や
。

こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
履
軒
は
張
載
が
気
質
の
性
を
性
と
は
見
な
し
て
い
な
い
こ

と
を
孟
子
の
意
図
を
得
た
も
の
だ
と
云
吉
ノ
。
た
だ
、
普
段
、
張
載
が
本
然
の
性
・
気
質

の
性
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
孟
子
の
意
図
か
ら
は
ず
れ
る
と
指
摘
す
る
。

結
局
、
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
張
載
は
気
質
の
性
を
否
定
し
つ
つ
も
普
段
は
気
質
の
性
を

認
め
て
お
り
、
そ
の
主
張
は
や
や
明
確
性
を
欠
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

上
述
の
履
軒
の
主
張
を
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
履
軒
は
、

本
然
の
性
・
気
質
の
性
と
性
を
区
別
す
る
朱
子
学
の
立
場
に
は
拠
ら
ず
、
本
然
の
性
の

み
を
承
認
し
て
、
気
質
の
性
を
認
め
な
い
。
『
論
語
』
「
性
相
近
」
章
を
例
に
す
れ
ば
、

『
論
語
集
註
』
で
は
「
近
」
字
を
異
な
る
の
意
と
し
て
、
「
性
相
近
」
章
の
性
を
人
に

よ
っ
て
相
違
し
た
気
質
の
性
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
、
「
近
」

字
は
同
じ
の
意
だ
と
し
て
、
「
性
相
近
」
章
の
性
を
朱
子
の
言
う
本
然
の
性
を
指
す
と

考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
「
性
相
近
」
章
で
は
履
軒
の
独
自
の
解
釈
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
で
は
、
「
性
相
近
」
章
に
つ
い
て
履
軒
以
前
の
仁
斎
や
祖
徐
の
解
釈
は
ど
う

だ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。

句
、

u
q
L 

四
、
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
の
解
釈
|
仁
斎
の
場
合

l

「
性
相
近
」
章
に
つ
い
て
、
仁
斎
は
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
に
お
い
て
、

「
『
性
相
近
し
。
習
い
相
遠
し
』
、
此
れ
万
世
性
を
論
ず
る
の
根
本
準
則
な
り
」
と



述
べ
て
お
り
、
仁
斎
の
性
論
を
窺
う
に
は
欠
か
せ
な
い
章
で
あ
る
。
そ
の

章
の
『
論
語
古
義
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
性
相
近
」

①
言
う
こ
こ
ろ
は
、
人
の
性
の
気
質
、
其
の
初
め
未
だ
甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら
ず
。

但
だ
善
に
習
え
ば
則
ち
善
、
悪
に
習
え
ば
則
ち
悪
な
り
。
是
に
お
い
て
始
め
て
相

遠
し
。

②
論
じ
て
日
く
、
孔
子
は
性
相
近
し
と
日
う
。
而
れ
ど
も
孟
子
は
専
ら
性
は
善
な

り
と
日
う
。
其
の
言
閉
じ
か
ら
ざ
る
者
有
る
に
似
た
る
は
何
ぞ
や
。
孟
子
は
孔

子
を
学
ぶ
者
な
り
。
其
の
旨
宣
に
異
有
ら
ん
や
。
其
の
い
わ
ゆ
る
性
善
な
る
者

は
、
即
ち
「
性
相
近
し
」
の
旨
を
発
明
す
る
者
な
り
。
蓋
し
完
舜
自
り
途
人
に

な

ん

た

至
る
ま
で
、
其
の
間
の
相
去
る
こ
と
、
実
ぞ
姐
だ
に
千
万
の
み
な
ら
ん
。
遠
し
と

調
う
可
し
。
而
れ
ど
も
之
を
「
相
近
し
」
と
謂
う
者
は
、
人
の
性
(
生
ま
れ
な
が

ら
の
)
質
は
、
剛
柔
昏
明
閉
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
有
り
と
雄
も
、
然
り
而
う
し
て

其
の
四
端
有
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
未
だ
嘗
て
同
じ
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
之
を
水

ひ
〈

に
誓
え
ば
、
甘
苦
清
濁
の
異
有
り
と
雄
も
、
然
れ
ど
も
其
の
下
き
に
就
け
ば
、
則

ち
一
な
り
。
故
に
夫
子
以
て
「
相
近
し
」
と
為
し
て
、
孟
子
専
ら
以
て
性
は
善

な
り
と
為
す
。
故
に
〔
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
〕
日
く
、
「
人
の
性
の
善
な
る
は
、

猶
水
の
下
き
に
就
く
が
ご
と
し
」
と
。
又
た
〔
同
じ
く
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
〕

日
く
、
「
乃
ち
其
の
情
の
若
き
は
、
則
ち
以
て
善
と
為
す
可
し
。
乃
ち
い
わ
ゆ
る

善
な
り
」
と
。
皆
な
生
ま
れ
な
が
ら
の
質
に
就
い
て
之
を
論
じ
て
、
理
を
以
て
之
6

を
言
う
に
非
ず
。
若
し
理
を
以
て
之
を
言
わ
ば
、
則
ち
量
に
遠
近
を
以
て
言
う
可

け
ん
や
。

①
の
箇
所
を
見
れ
ば
、
仁
斎
の
解
釈
が
『
論
語
集
註
』
と
閉
じ
方
向
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
「
其
の
初
め
未
だ
甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら
ず
」
以
下
の
文
章
は
、
上
述
し
た

『
論
語
集
註
』
の
「
其
の
初
を
以
て
言
わ
ば
、
則
ち
皆
な
甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら
ず
:
・

・
:
」
以
下
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
仁
斎
は
基
本
的
に
『
論
語
集
註
』
の
解
釈

を
踏
襲
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
②
の
箇
所
で
自
己
の
解
釈
を
加
え
る
。

②
に
お
い
て
、
仁
斎
は
、
孔
子
が
「
性
相
近
し
」
と
言
い
、
孟
子
が
性
が
善
だ
と

述
べ
て
い
る
の
と
対
比
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
が
同
じ
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は

な
ぜ
か
と
ま
ず
問
題
提
起
す
る
。
こ
れ
は
、
孔
子
の
「
性
相
近
し
」
の
「
近
」
字
を

閉
じ
の
意
で
は
な
い
と
仁
斎
が
解
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
。
だ
か
ら
こ
そ
人
聞
の
本

性
が
同
じ
く
善
だ
と
す
る
孟
子
の
説
と
の
対
比
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
仁
斎
は
、
孟

子
の
性
善
説
が
孔
子
の
「
性
相
近
し
」
の
意
図
を
闇
明
に
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
説

く
。
そ
れ
は
孟
子
が
孔
子
に
私
淑
し
て
、
そ
の
学
統
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
者
だ
か
ら

で
あ
り
、
双
方
の
意
図
に
阻
酷
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
う
。
仁
斎
は
『
章
子
問
』

巻
の
上
、
第
七
章
に
お
い
て
、
「
学
者
孟
子
を
熟
読
せ
ず
ん
ば
、
必
ず
論
語
の
義
に
達

(
注
十
三
V

す
る
こ
と
能
わ
ず
。
蓋
し
論
語
の
津
筏
(
渡
し
ぶ
ね
)
な
り
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、

『
孟
子
古
義
』
総
論
、
綱
領
に
「
若
し
夫
れ
孔
子
の
道
を
観
ん
と
欲
し
て
、
孟
子
に
由

b
た

ら
ざ
る
者
は
、
猶
水
を
渡
る
に
舟
揖
無
き
が
ご
と
し
。
量
に
能
く
済
る
こ
と
を
得
ん
や
。

あ

あ
鳴
呼
孟
子
の
書
、
実
に
後
世
の
指
南
夜
燭
な
り
」
と
も
一
言
言
ノ
。
こ
れ
ら
は
『
孟
子
』
を

『
論
語
』
理
解
の
た
め
の
指
針
を
示
す
書
と
考
え
る
仁
斎
の
基
本
的
立
場
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
仁
斎
の
立
場
は
、
②
の
仁
斎
の
見
解
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
仁
斎
は
、
孟
子
が
孔
子
の
ど
の
よ
う
な
意
図
を
間
明
に
し
て
い
る
と
言
う

の
だ
ろ
う
か
?
仁
斎
は
、
聖
人
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
人
聞
が
千
差
万
別
で
あ
り
、
本

来
、
性
に
も
大
き
な
相
違
、
具
体
的
に
は
剛
柔
昏
明
の
相
違
が
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、

{
注
十
四
)

人
間
に
四
端
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
性
は
閉
じ
善
に
向
か
う
性
質
が
あ
る
と
す
る
。

そ
れ
は
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
に
「
夫
れ
天
下
の
性
参
差
斉
し
か
ら
ず
、

剛
柔
相
錯
わ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
位
相
近
し
』
と
、
是
れ
な
り
。
市
し
て
孟
子
以
為
え
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ら
く
、
人
の
気
菓
剛
柔
同
じ
か
ら
ず
と
雄
も
、
然
れ
ど
も
其
の
善
に
趨
く
は
、
則
ち

一
な
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
善
に
向
か
う
傾
向
を
誰

も
が
性
の
中
に
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
本
来
は
「
相
遠
し
」
と
言
う
べ
き
性
が
「
相

近
し
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
と
仁
斎
は
考
え
た
。
つ
ま
り
、
「
性
相
近
し
」
と
は
、
性
の

中
に
剛
柔
昏
明
と
い
う
、
人
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
傾
向
を
も
っ
要
素
と
善
と
い
う
同

じ
傾
向
を
も
っ
要
素
と
が
混
在
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
善
た
る
同
じ

性
質
を
有
す
る
こ
と
を
孔
子
も
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
孔
子
の
意
図
を
孟
子
が
明
ら
か

に
し
た
と
仁
斎
は
考
え
る
。

確
か
に
、
「
性
相
近
」
章
の
『
論
語
古
義
』
に
「
聖
人
(
孔
子
)
の
人
を
教
う
る
に
、

性
を
責
め
ず
し
て
専
ら
習
い
を
責
む
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
論
語
古
義
』
総
論
、
綱
領

に
「
〔
孔
子
は
〕
性
の
美
悪
論
ず
る
に
暇
あ
ら
ず
。
故
に
性
善
の
説
無
し
と
雄
も
可
な

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
孔
子
は
性
に
つ
い
て
詳
細
に
説
い
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

『
論
語
古
義
』
総
論
、
綱
領
に
「
夫
子
(
孔
子
)
之
(
性
)
を
『
相
近
し
』
と
調
う

者
は
、
則
ち
孟
子
〔
告
子
下
篇
〕
に
い
わ
ゆ
る
『
人
皆
な
以
て
完
舜
為
る
可
し
』
の

意
。
故
に
性
善
を
言
わ
ず
と
雄
も
、
而
れ
ど
も
性
善
自
ら
其
の
中
に
在
り
」
と
あ
り
、

仁
斎
は
孔
子
が
性
善
説
的
な
立
場
だ
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
仁
斎
が
②

の
続
く
箇
所
で
性
を
水
に
誓
え
て
、
水
に
甘
苦
清
濁
の
相
違
が
あ
り
な
が
ら
も
低
い
方

へ
流
れ
る
と
い
う
共
通
の
性
質
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
も
、
人
間
に
善
た
る
共
通
の

性
質
が
あ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

仁
斎
は
ま
た
、
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
に
お
い
て
、
「
〔
人
の
気
菓
の
剛
柔

は
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
善
に
向
か
う
と
い
う
性
質
が
同
一
だ
と
孟
子
が
言

う
の
は
、
性
が
〕
相
近
き
の
中
に
就
い
て
、
其
の
善
を
挙
げ
て
之
に
示
す
。
気
質
を
離

れ
て
き
一
口
う
に
非
ず
」
と
述
べ
る
。
こ
の
箇
所
の
「
気
質
を
離
れ
て
言
う
に
非
ず
」
の
語

は
注
目
で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
仁
斎
は
、
朱
子
の
言
う
本
然
の
性
を
認
め
ず
、
気

質
の
性
の
み
を
認
め
る
こ
と
を
そ
の
基
本
的
な
立
場
と
す
る
。
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、

性
の
条
の
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
「
孟
子
性
善
の
説
、
気
質
に
就
い
て
之
を
論
ず
。

気
質
を
離
れ
て
之
を
言
う
者
に
非
ず
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
性

相
近
」
章
の
性
も
た
だ
一
つ
の
性
で
あ
る
。
仁
斎
が
性
を
た
だ
一
つ
の
存
在
と
し
て
と

ら
え
て
、
そ
の
一
つ
の
性
の
中
に
剛
柔
や
昏
明
・
善
悪
な
ど
の
相
違
が
存
す
る
と
考
え

て
い
た
。
仁
斎
が
『
童
子
問
』
巻
の
下
、
第
一
章
に
「
天
下
の
人
を
見
る
に
剛
柔
善
悪
、

気
菓
同
じ
か
ら
ず
」
と
述
べ
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。

さ
ら
に
②
の
箇
所
で
は
後
半
に
『
孟
子
』
の
用
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
「
皆
な
生
質

に
就
い
て
之
を
論
じ
て
、
理
を
以
て
之
を
言
う
に
非
ず
。
若
し
理
を
以
て
之
を
言
わ
ば
、

則
ち
宣
に
遠
近
を
以
て
言
う
可
け
ん
や
」
と
仁
斎
が
言
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
仁
斎
の
文
章
は
、
「
性
相
近
」
章
の
『
論
語
集
註
』
後
半
の
程
子
の
言

「
此
れ
気
質
の
性
を
言
い
て
、
性
の
本
を
き
一
ロ
う
に
非
ず
。
若
し
其
の
本
を
言
わ
ば
、
則

ち
性
は
即
ち
是
れ
理
な
り
。
理
に
不
善
無
し
。
孟
子
の
性
善
を
言
う
は
、
是
れ
な
り
。

こ
れ

何
の
『
相
近
』
き
こ
と
之
有
ら
ん
や
」
と
よ
く
似
て
い
る
σ

も
っ
と
も
、
仁
斎
は
、

「
性
相
近
」
章
の
『
論
語
集
註
』
に
対
し
て
、
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
二
つ
の
性
を

設
定
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
仁
斎
の
苦
言
ノ
「
理
」
が
宋
学
用
語
と
し
て

の
「
理
」
と
同
義
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
。
仁
斎
は
、
「
聖
人
は
天
地
を

す

以
て
活
物
と
為
」
(
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
理
の
条
)
と
い
う
天
地
活
物
観
を
基
本
的

な
世
界
観
と
し
て
保
持
し
て
お
り
、
「
道
の
字
は
本
と
活
字
。
生
々
化
々
の
妙
を
形
容

す
る
所
以
な
り
。
理
の
字
の
若
き
は
本
と
死
字
。
・
:
以
て
事
物
の
条
理
を
形
容
す
可
く

し
て
、
以
て
天
地
生
々
化
々
の
妙
を
形
容
す
る
に
足
ら
ず
」
(
同
じ
く
『
語
孟
字
義
』

巻
の
上
、
理
の
条
)
と
述
べ
て
「
理
」
字
に
対
す
る
独
自
の
定
義
を
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
、
朱
子
の
立
場
を
批
判
し
つ
つ
も
、
そ
の
文
章
表
現
の
類
似
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
仁
斎
の
中
に
朱
子
学
の
影
響
が

残
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

上
述
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
仁
斎
は
、
性
に
つ
い
て
本
然
の
性
を
否
定
し
て
、
朱

F
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子
の
言
う
気
質
の
性
の
み
を
承
認
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
朱
子
学
の
立
場
を
批
判
し

て
い
る
。
た
だ
、
「
性
相
近
」
章
に
言
及
さ
れ
る
性
は
、
朱
子
も
『
論
語
集
註
』
に
お

い
て
、
「
此
の
い
わ
ゆ
る
性
は
、
気
質
を
兼
ね
て
言
う
者
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
剛

柔
・
昏
明
・
善
悪
の
混
在
す
る
存
在
と
し
て
の
気
質
の
性
を
指
す
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
性
相
近
」
章
に
限
れ
ば
、
こ
の
章
の
中
で
言
及
さ
れ
る
性
の
性
質
は
、
仁

斎
と
朱
子
と
の
間
に
大
き
な
相
違
は
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
そ
れ
で
は
、
但
僚
は
「
性

相
近
」
章
の
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

玉
、
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
の
解
釈
|
但
徐
の
場
合

l

但
僚
は
、
『
論
語
徴
』
の

A

注
十
五
】

次
の
よ
う
に
一
言
?
っ
。

「
性
相
近
」
章
の
箇
所
に
お
い
て
、

「
性
相
近
し
。
習
い
相
遠
し
」
。
性
な
る
者
は
、
性
質
な
り
。
人
の
性
質
、
初

め
よ
り
甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら
ず
。
習
う
所
殊
な
る
に
及
ん
で
、
而
る
後
に
賢

不
肖
の
相
去
る
こ
と
、
遂
に
遼
遠
な
る
を
致
す
の
み
。
:
・
宋
儒
之
(
孔
子
よ
り

後
の
儒
家
や
道
家
の
議
論
が
、
孔
子
の
勧
学
の
意
図
に
反
し
た
、
性
論
の
宗
門
を

争
う
者
で
あ
る
こ
と
)
を
知
ら
ず
し
て
、
本
然
・
気
質
を
以
て
之
を
断
ず
。
殊
に

こ
れ

古
の
性
を
言
う
は
、
皆
な
性
質
を
調
う
を
知
ら
ず
。
何
の
本
然
か
之
有
ら
ん
。
仁

ぜ

斎
先
生
之
を
弁
ず
る
者
は
是
な
り
。

但
俸
は
、
こ
の
箇
所
で
、
「
性
な
る
者
は
、
性
質
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、

『
弁
名
』
下
、
性
の
条
に
お
い
て
、
「
性
な
る
者
は
、
生
の
質
な
り
」
と
述
べ
る
(
既

述
)
。
性
の
定
義
と
し
て
は
、
基
本
的
に
仁
斎
の
定
義
の
方
向
と
同
じ
く
、
宋
学
の
説

く
理
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
概
念
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き

の
性
を
性
と
し
て
そ
の
ま
ま
で
承
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
何
の
本
然
か
之
有
ら

ん
」
と
述
べ
て
、
宋
学
の
本
然
の
性
の
存
在
を
否
定
し
た
う
え
で
、
た
だ
一
つ
の
性

(
宋
学
の
気
質
の
性
に
当
た
る
)
の
み
を
認
め
る
仁
斎
の
見
解
を
支
持
す
る
。

た
だ
、
引
用
箇
所
の
続
く
部
分
に
お
い
て
、
祖
掠
は
、
「
然
れ
ど
も
仁
斎
も
又
た

お

も
以
為
え
ら
く
孔
子
・
孟
子
は
其
の
旨
殊
な
ら
ず
と
」
と
述
べ
る
。
祖
僚
は
、
仁
斎
が

「
性
相
近
」
章
の
『
論
語
古
義
』
に
「
人
の
性
質
は
、
剛
柔
昏
明
同
じ
か
ら
ざ
る
こ

と
有
り
と
雄
も
、
:
・
孟
子
専
ら
以
て
性
は
善
な
り
と
為
す
」
(
既
述
)
と
言
う
の
を
引

い
て
、
「
善
く
孟
子
を
解
す
る
者
と
謂
う
可
き
の
み
」
と
述
べ
つ
つ
、
「
然
れ
ど
も
孔
子

の
意
、
性
に
在
ら
ず
し
て
、
習
い
に
在
り
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、
祖
抹
か
ら
す
れ
ば
、

基
本
的
に
仁
斎
の
見
解
は
承
認
で
き
る
け
れ
ど
、
『
論
語
』
『
孟
子
』
に
見
え
る
性
論
が

共
通
し
て
い
る
と
言
う
仁
斎
の
立
場
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
論
語
徴
』
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
祖
篠
に
と
っ
て
、
孟
子
の
時
に
は
、
「
孔
子
没
し
て
老
荘
輿
り
、

専
ら
自
然
を
侶
え
て
、
先
王
の
道
を
以
て
偽
と
為
す
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
本
来
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
説
く
必
要
の
な
い
性
善
の
説
を
あ
え
て
唱
え
る

必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
孟
子
の
時
代
に
は
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
論
語
』
「
性
相
近
」
章
は
、
「
孔
子
の
心
は
、
実
に
学
を
勧
む
る
に

在
り
」
(
『
論
語
徴
』
「
性
相
近
」
章
)
、
「
本
と
学
を
勧
む
る
の
言
に
し
て
、
性
を
論
ず

る
者
に
非
ず
」
(
『
弁
名
』
下
、
性
の
条
)
と
言
う
よ
う
に
、
人
々
に
学
聞
を
奨
励
す
る

と
こ
ろ
に
そ
の
主
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
性
を
論
じ
る
こ
と
が
主
題
で
は
な
い
と
但

僚
は
考
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
仁
斎
と
は
違
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
『
論
語
』
と
『
孟

子
』
と
の
性
格
に
は
相
違
が
あ
る
と
い
う
の
が
祖
俸
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。

や
や
話
は
迂
路
に
わ
た
っ
た
け
れ
ど
、
仁
斎
が
性
を
「
剛
柔
昏
明
同
じ
か
ら
ざ
る

こ
と
有
り
」
と
言
い
つ
つ
、
性
の
中
に
四
端
と
い
う
善
に
向
か
う
素
質
を
全
て
の
人
聞

が
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
祖
僚
は
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
但
掠
も
仁
斎

と
同
じ
く
、
基
本
的
に
性
が
善
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
性
の
そ
の
他

の
側
面
に
関
し
て
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
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た
『
弁
名
』
下
、
性
の
条
に
、
「
仁
斎
先
生
孟
子
の
性
善
を
釈
し
て
日
く
、
『
人
の
生

質
、
万
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
と
雄
も
、
然
れ
ど
も
其
の
善
を
善
と
し
て
悪
を
悪
と
す
る

の
心
は
、
古
今
無
く
聖
愚
無
く
一
な
り
』
と
。
善
く
孟
子
を
説
く
と
謂
う
可
き
の
み
」

と
仁
斎
の
『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
性
の
条
を
引
き
つ
つ
、
仁
斎
が
孟
子
の
性
善
説
を

《
注
十
六
}

よ
く
敷
街
し
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
祖
徐
の
立
場
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

結
局
、
祖
僚
の
立
場
は
、
仁
斎
と
同
様
に
宋
学
の
本
然
の
性
・
気
質
の
性
の
別
を
認

め
ず
、
仁
斎
の
言
う
た
だ
一
つ
の
性
の
中
に
善
悪
や
剛
柔
昏
明
の
区
別
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

終
わ
り
に

本
然
の
性
・
気
質
の
性
と
い
う
二
種
類
の
性
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
朱
子
学
の
基
本

的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
枠
組
み
に
対
し
て
、
仁
斎
・
但
僚
は
、
本
然
の
性
を

認
め
ず
、
朱
子
の
言
う
気
質
の
性
の
み
を
承
認
す
る
。
そ
し
て
、
気
質
の
性
の
中
に
善

悪
や
剛
柔
昏
明
の
差
異
が
存
在
し
て
、
人
に
よ
る
相
違
が
生
じ
る
と
言
う
。
従
っ
て
、

『
論
語
』
「
性
相
近
」
章
を
例
に
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
の
中
に
剛
柔
昏
明
な

ど
の
差
異
が
混
在
し
て
い
る
か
ら
、
本
来
、
明
確
に
「
性
相
遠
し
」
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
性
の
中
に
共
通
し
て
善
に
向
か
う
方
向
を
有
し
て
い
る
か
ら
、

「
性
相
同
じ
」
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
「
性
相
遠
し
」
と
も
言
い
に
く
い
。
従
っ

て
、
「
性
相
近
し
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
近
」
字
に
は
、
互
い
の
性

が
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

性
に
関
す
る
儒
家
の
議
論
に
お
い
て
は
、
従
来
、
剛
柔
昏
明
の
差
異
よ
り
も
、
善
悪

の
差
異
に
つ
い
て
よ
り
多
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
た

だ
一
つ
の
性
の
中
に
善
悪
や
剛
柔
昏
明
と
い
っ
た
複
数
の
対
立
す
る
要
素
を
混
在
さ
せ

る
こ
と
は
、
性
に
関
す
る
議
論
の
焦
点
を
や
や
暖
昧
に
し
て
、
論
点
を
複
雑
化
さ
せ
る

弊
害
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
、
本
然
の
性
・
気
質
の
性
の
う
ち
、
気
質
の
性
の
存
在
を

認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
気
質
は
性
で
は
な
い
と
す
る
。
従
っ
て
、
気
質
(
あ
る
い
は

気
葉
)
に
剛
柔
昏
明
の
差
異
が
如
何
に
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
性
と
は
無
関
係
だ
と
言

う
。
「
性
相
近
」
章
を
例
に
言
え
ば
、
履
軒
は
、
こ
の
中
の
「
近
」
字
を
同
じ
の
意
と

解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
人
聞
は
共
通
し
て
善
に
向
か
う
性
質
を
有
し
て
い
る
と

考
え
る
。
た
だ
、
後
天
的
な
「
習
い
」
に
よ
っ
て
人
々
の
聞
に
善
悪
の
相
違
が
生
じ
て

く
る
。
「
習
い
相
遠
し
」
と
号
守
フ
所
以
で
あ
る
。

履
軒
は
、
気
質
を
性
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
悪
の
相
違
の
問
題
に

性
論
を
限
定
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
儒
家
の
議
論
の
論
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
性
の
性
質
を
限
定
し
た
の
は
、
履
軒
の
独
自
の
立
場
だ
と
言
っ

て
よ
か
ろ
う
。

た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
履
軒
の
思
想
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
履
軒
が
朱
子
学
も
仁

斎
・
祖
僚
の
立
場
も
超
え
出
た
と
言
う
の
は
早
計
で
あ
る
。
確
か
に
本
然
の
性
・
気
質

の
性
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
履
軒
の
性
論
に
は
独
自
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
朱
子

学
の
最
も
基
本
的
な
立
場
は
性
善
説
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
に
よ
る
本
然
の

性
・
気
質
の
性
の
枠
組
み
は
、
そ
の
性
善
説
を
前
提
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
。
履
軒
も
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
性
善
説
を
そ
の
議
論
の
前
提
と
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
大

き
な
枠
組
み
か
ら
言
え
ば
、
履
軒
の
立
場
も
決
し
て
朱
子
学
の
枠
外
に
出
る
も
の
で
は

な
い
。
履
軒
が
『
図
書
集
註
』
を
題
材
と
し
て
、
様
々
の
批
判
を
し
て
い
る
こ
と
に
目

を
向
け
れ
ば
、
履
軒
と
朱
子
学
と
の
立
場
の
聞
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
考
え
て
し
ま

い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
批
判
と
は
、
あ
る
大
き
な
立
場
を
共
有
し
た
う
え
で
は
じ

め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
立
場
を
共
有
し
な
い
と
こ
ろ
に
批
判
は
成
立
し
な
い
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
履
軒
の
立
場
は
、
独
自
の
色
彩
を
帯
び
つ
つ
、
懐
徳
堂

学
派
、
よ
り
大
き
な
枠
組
み
で
と
ら
え
れ
ば
近
世
後
期
朱
子
学
派
に
分
類
し
て
良
い
と

句
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考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
履
軒
の
思
想
と
と
い
わ
ゆ
る
古
学
派
に
分
類
さ
れ

る
仁
斎
・
祖
徳
の
立
場
と
の
聞
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
言
う
べ
き
か
ど
う
か
若
干
の

疑
問
が
生
じ
る
。
確
か
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
本
然
の
性
・
気
質
の
性
の
問
題
に
関

し
て
は
、
朱
子
学
の
い
わ
ゆ
る
気
質
の
性
の
み
を
承
認
す
る
仁
斎
・
但
椋
の
立
場
と
、

気
質
の
性
を
認
め
ず
、
朱
子
学
の
い
わ
ゆ
る
本
然
の
性
の
み
を
承
認
す
る
履
軒
の
立
場

と
は
相
違
し
て
い
た
。
し
か
し
、
性
論
に
関
し
て
も
様
々
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
可
能

で
あ
り
、
例
え
ば
、
善
の
定
義
や
学
ぶ
目
的
な
ど
の
観
点
か
ら
の
検
討
を
加
え
れ
ば
、

必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
古
学
派
と
近
世
後
期
朱
子
学
派
と
い
う
よ
う
な
類
型
的
な
分
類
に

そ
ぐ
わ
な
い
面
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
解
答
す
る
た
め

に
は
、
仁
斎
や
履
軒
の
性
論
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
検
討
は
、
別
稿
に
お
い
て
試
み
た
い
と
考
え
る
。

注以
下
、
『
逢
原
』
か
ら
の
引
用
は
、
関
儀
一
郎
編
『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全

書
』
(
東
洋
図
書
刊
行
会
、
一
九
二
二

1
一
九
三

O
年
)
(
鳳
出
版
、
一
九
七
三
年
、

復
刻
)
所
収
本
を
底
本
と
し
て
、
適
宜
、
履
軒
自
筆
本
を
参
照
す
る
。
な
お
、
引

用
文
中
の
(
)
は
、
そ
の
前
の
語
の
意
味
を
表
わ
し
、
〔
〕
は
、
文
意

を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
筆
者
が
補
っ
た
語
を
示
す
。
以
下
の
引
用
文
に
お

い
て
も
同
様
。

( 

一、--"
(
二
)
懐
徳
堂
と
後
期
朱
子
学
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
頼
棋
一

学
派
の
研
究
』
(
渓
水
社
、
一
九
八
六
年
)
第
一
編
「
後
期
朱
子
学
派
の
形
成
と

そ
の
活
動
」
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
頼
氏
同
著
に
お
け
る
懐
徳
堂
学
派
の

評
価
は
、
竹
山
・
履
軒
の
学
聞
が
純
粋
の
朱
子
学
で
は
な
い
と
い
う
頼
春
水
の

『
近
世
後
期
朱
子

『
師
友
志
』
に
見
え
る
語
を
引
く
な
ど
、
懐
徳
堂
学
派
が
後
期
朱
子
学
派
に
積
極

的
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

(
三
)
以
下
、
『
論
語
古
義
』
は
文
政
十
二
年
刊
本
、
『
孟
子
古
義
』
は
享
保
五
年
刊
本

を
そ
れ
ぞ
れ
底
本
と
す
る
関
儀
一
郎
編
『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
』
(
東
洋
図

書
刊
行
会
、
一
九
二
二

1
一
九
三

O
年
)
(
鳳
出
版
、
一
九
七
三
年
、
復
刻
)
所

収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
る
。
ま
た
、
『
語
孟
字
義
』
は
、
宝
永
二
年
刊
本
を
底

、
本
と
す
る
『
日
本
思
想
大
系
伊
藤
仁
斎
伊
藤
東
涯
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
一

年
)
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
る
。
三
宅
正
彦
『
京
都
町
衆
伊
藤
仁
斎
の
思
想

形
成
』
(
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
)
に
拠
れ
ば
、
終
生
テ
キ
ス
ト
の
校
定
を

怠
ら
な
か
っ
た
仁
斎
の
思
想
を
探
る
に
は
、
刊
本
で
は
な
く
仁
斎
自
筆
稿
本
を
用

い
る
べ
き
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
当
然
の
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、

仁
斎
の
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
た
履
軒
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
が
主
題
で
あ
る
。

履
軒
は
、
刊
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
仁
斎
の
考
え
を
吸
収
し
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
仁
斎
関
係
の
書
は
刊
本
に
基
づ
く
テ
キ
ス

ト
を
使
用
す
る
。
な
お
、
『
懐
徳
堂
文
庫
図
書
目
録
』
(
大
阪
大
学
文
学
部
、
一
九

七
六
年
)
に
拠
れ
ば
、
履
軒
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
刊
本
と
し
て
、
享
保
五
年
(
一

七
二

O
)
古
義
堂
蔵
板
の
『
論
語
古
義
』
『
孟
子
古
義
』
、
宝
永
二
年
(
一
七

O

五
)
刊
の
『
語
孟
字
義
』
が
懐
徳
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(
四
)
『
弁
名
』
は
、
寛
政
元
年
刊
本
を
底
本
と
す
る
『
日
本
思
想
大
系
荻
生
祖
僚
』

(
岩
波
書
底
、
一
九
七
三
年
)
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
る
。

(
五
)
履
軒
は
ま
た
、
『
孟
子
逢
原
』
の
当
該
箇
所
で
、
「
〔
:
・
四
肢
の
安
侠
に
お
け
る

は
、
性
な
り
、
の
〕
性
字
、
是
れ
汎
論
な
り
。
実
説
に
非
ず
。
:
・
君
子
命
を
立

て
、
肯
え
て
比
れ
(
五
欲
)
を
調
い
て
性
と
為
さ
ず
」
「
唯
だ
君
子
は
其
の
(
性

の
)
中
に
就
い
て
分
弁
有
る
の
み
。
仁
義
礼
智
、
之
を
性
と
請
い
て
力
を
喝
く
す
。

ゆ
だ

肯
え
て
命
に
譲
ね
ず
」
と
も
述
べ
る
。
履
軒
は
、
性
に
広
狭
の
両
義
が
あ
る
と
考

一28 -



え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
六
)
懐
徳
堂
で
は
、
懐
徳
堂
点
と
い
う
独
自
の
訓
読
を
し
て
お
り
、
「
猶
」
は
「
な

お
」
と
訓
み
、
「
な
お
:
・
の
ご
と
し
」
と
は
訓
ま
な
い
。

(
七
)
性
善
説
に
つ
い
て
は
、
性
を
理
と
見
な
さ
な
い
こ
と
以
外
に
、
善
の
定
義
か
ら

し
て
相
違
す
る
。
善
の
定
義
の
問
題
は
別
稿
に
お
い
て
考
察
す
る
。

(
八
)
朱
子
は
「
上
知
」
章
の
『
集
註
』
に
「
或
ひ
と
日
く
、
此
と
上
章
と
当
に
合
し

て
一
と
為
す
べ
し
。
『
子
日
』
の
二
字
、
蓋
し
術
文
な
る
の
み
」
と
述
べ
つ
つ
も
、

一
応
、
「
性
相
近
」
章
と
「
上
知
」
章
と
を
区
別
し
て
お
り
、
履
軒
の
『
論
語
逢

原
』
も
同
様
に
「
此
と
上
章
と
、
蓋
し
一
時
の
言
に
非
ず
」
と
述
べ
て
区
別
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
『
論
語
古
義
』
は
、
『
論
語
集
註
』
の
或
ひ
と
の

説
に
従
っ
て
、
両
章
を
一
章
と
見
な
し
て
お
り
、
担
保
『
論
語
徴
』
も
所
説
は
や

や
異
な
る
が
、
仁
斎
の
立
場
と
同
じ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
両
章
を
区
別
せ
ず
、
一

括
し
て
「
性
相
近
」
章
と
称
す
る
。

(
九
)
『
北
渓
字
義
』
巻
上
、
性
の
条
に
も
「
夫
子
(
孔
子
)
日
く
『
性
相
近
し
。
習

い
相
遠
し
』
『
唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
』
と
。
此
れ
正
に
是
れ
気
質
の
性

を
説
く
」
と
あ
る
。

(
十
)
「
性
相
近
」
章
の
「
近
」
字
に
つ
い
て
、
古
注
は
注
を
施
し
て
い
な
い
。
『
論
語

義
疏
』
で
は
、
「
人
倶
に
天
地
の
気
を
裏
け
て
以
て
生
じ
、
復
た
厚
薄
殊
有
り
と

睡
も
、
市
れ
ど
も
同
じ
く
是
れ
気
を
菓
く
。
故
に
相
近
し
と
日
う
」
「
王
弼
日
く
、

:
:
:
若
し
全
く
同
じ
な
ら
ば
、
『
相
近
し
』
の
辞
は
生
ぜ
ず
。
若
し
全
く
異
な
ら

ば
、
『
相
近
し
』
の
辞
も
亦
た
立
つ
る
を
得
ず
。
今
『
近
』
と
云
う
者
は
、
同
有

り
異
有
り
。
・
:
異
な
り
と
雄
も
未
だ
相
遠
か
ら
ず
。
故
に
『
近
し
』
と
日
う
」
と

あ
り
、
『
論
語
正
義
』
で
は
、
「
性
、
人
の
菓
受
す
る
所
を
謂
い
、
以
て
生
じ
て
静

な
る
者
な
り
。
未
だ
外
物
の
感
ず
る
所
と
為
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
皆
な
相
似
る
、

是
れ
『
近
』
な
り
」
と
あ
る
。
『
論
語
義
疏
』
の
「
同
有
り
異
有
り
」
の
語
が
象

徴
す
る
よ
う
に
、
結
局
、
「
近
」
字
が
同
じ
の
意
か
異
な
る
の
意
か
明
確
で
な
い
。

(
十
二
拙
稿
「
中
井
履
軒
の
性
論
と
気
菓
論
と

i
『
論
語
逢
原
』
を
中
心
に

l
」

(
『
懐
徳
』
七
十
三
号
、
二

O
O五
年
)
参
照
。

(
十
二
)
「
性
相
近
」
章
の
『
論
語
離
題
』
に
は
、
「
歌
天
台
云
わ
く
、
性
は
自
ら
性
、

気
質
は
自
ら
気
質
。
鈷
く
ん
ぞ
い
わ
ゆ
る
気
質
の
性
有
ら
ん
や
」
と
あ
り
、
こ
の

説
が
元
来
、
明
の
秋
天
台
の
説
だ
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
逢
原
』

に
お
い
て
省
略
さ
れ
る
履
軒
説
の
出
拠
が
『
離
題
』
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
で
き
る

例
は
多
い
。
こ
の
例
に
見
え
る
よ
う
な
、
履
軒
の
思
想
に
対
す
る
明
儒
の
影
響
に

つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

(
十
一
二
)
『
童
子
問
』
は
、
宝
永
田
年
刊
初
印
本
を
底
本
と
す
る
『
日
本
古
典
文
学
大

系
近
世
思
想
家
文
集
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
六
六
年
)
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用

す
る
。

(
十
四
)
四
端
と
は
、
仁
義
礼
智
の
四
徳
を
成
り
立
た
せ
る
基
本
で
あ
る
。
仁
斎
は
、

『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
四
端
の
心
の
条
に
「
四
端
の
心
を
以
て
仁
義
礼
智
の
端

す

本
と
為
。
比
れ
孟
子
の
本
旨
に
し
て
、
漢
儒
(
後
漢
の
誼
岐
)
の
相
伝
授
す
る
所

な
り
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
『
童
子
問
』
巻
の
下
、
第
一
章
に
、
「
其
の
(
『
孟

子
』
の
)
性
善
と
道
う
者
は
、
皆
な
其
の
四
端
有
る
者
に
就
い
て
之
を
言
う
」
と

述
べ
て
お
り
、
四
端
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
間
は
性
善
だ
と
す
る
。
た
だ
、
仁
斎
は
、
・

『
語
孟
字
義
』
巻
の
上
、
心
の
条
に
「
心
は
自
ら
是
れ
心
。
性
は
自
ら
是
れ
性
。

指
す
所
各
お
の
殊
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
性
と
心
と
を
区
別
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
仁
斎
が
性
と
四
端
の
心
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
、
や
や
難
し
い
問
題
が
生
じ
る
。
前
述
の
三
宅
正
彦
同
著
一
二
四
頁
に
そ

の
問
題
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
十
五
)
『
論
語
徴
』
は
、
元
文
五
年
刊
本
を
底
本
と
し
た
『
荻
生
祖
保
全
集
』
第

三
・
四
巻
(
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七

1
一
九
七
八
年
)
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
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用
す
る
。

(
十
六
)
『
日
本
思
想
大
系
』
本
所
収
の
『
語
孟
字
義
』
の
本
文
と
は
や
や
異
同
が
あ

る
が
、
大
意
は
変
わ
り
な
い
。

朱 本
子論
学 考
のは
研
究 平
」成

穿十
四八

f-t年
表度
者登
藤義
居究
岳費

どち補

F2 
る基
研盤
究研
成 究
果 C
の「
ー懐
部 徳
で堂
あ学
る 派
)の

(
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
)
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