
一
、
は
じ
め
に

東
洋
大
学
の
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
︑
井
上
円
了
︵
一
八
五
八
～
一
九
一
九
︶
が
東
京
大
学
の
学
生
だ
っ
た
時
に
受
講
し

た
井
上
哲
次
郎
︵
一
八
五
六
～
一
九
四
四
︶
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
講
義
の
円
了
自
筆
の
ノ
ー
ト
が
保
管
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
筆
者
が
初

１

め
て
こ
の
事
実
を
知
っ
た
の
は
︑
国
立
台
湾
大
学
哲
学
系
で
開
か
れ
た
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
出
席
し
た
二
〇
一
四
年
一
二
月
︑

国
立
台
湾
大
学
哲
学
系
の
佐
藤
将
之
教
授
が
御
自
身
の
論
文
﹁
井
上
円
了
思
想
に
お
け
る
中
国
哲
学
の
位
置
﹂︵﹃
東
洋
大
学

井
上
円

了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
一
二
年
九
月
︶
の
抜
刷
を
筆
者
に
く
だ
さ
っ
た
時
の
お
話
で
あ
り
︑
筆
者
は
か
な
り
強
い
衝

撃
を
受
け
た
こ
と
を
今
で
も
よ
く
憶
え
て
い
る
︒
佐
藤
氏
の
こ
の
論
文
に
は
︑
井
上
円
了
の
﹃
哲
学
要
領
﹄︵
一
八
八
六
︵
明
治
一
九
︶

年
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹁
支
那
哲
学
﹂
の
項
に
つ
い
て
︑

井
上
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
講
義
内
容
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
哲
次
郎
研
究
者
の
間
で
は
周
知
の
ご

と
く
︑
こ
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
講
義
内
容
は
︑
終
生
出
版
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
︑
円
了
に
よ
る
こ
の
﹁
支
那
哲
学
﹂

の
項
は
︑
日
本
で
西
洋
哲
学
受
容
後
に
出
版
さ
れ
た
中
国
哲
学
史
に
関
す
る
最
初
の
通
史
的
記
述
と
な
っ
た
(

)
︒

２
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
本
誌
本
号
に
は
︑
東
洋
大
学
の
三
浦
節
夫
教
授
に
よ
る
﹁﹁
井
上
哲
次
郎
口
述

東
洋
哲
学
史
﹂
の
翻
刻

井

上
円
了
の
東
京
大
学
文
学
部
二
年
生
の
聴
講
ノ
ー
ト
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
た
び
の
こ
の
翻
刻
に
よ
っ
て
︑
円
了
が
影
響

を
受
け
た
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
講
義
の
内
容
が
初
め
て
公
に
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
︑
円
了
の
﹁
支
那
哲
学
﹂
よ
り
も
早
く
成
っ

た
中
国
哲
学
史
の
通
史
的
記
述
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
翻
刻
は
︑
斯
様
な
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
だ
と
言
っ
て
よ

い
︒実

は
︑
本
誌
で
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
翻
刻
に
先
ん
じ
て
︑
金
沢
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
﹁
高
嶺
三
吉
遺
稿
﹂
中
に
あ
る

井
上
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
講
義
の
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
︑
水
野
博
太
氏
が
論
文
を
発
表
さ
れ
て
︑
そ
の
中
で
ノ
ー
ト
の
翻
刻
も

さ
れ
て
い
る
(

)
︒
水
野
氏
は
︑
円
了
の
ノ
ー
ト
と
高
嶺
三
吉
︵
一
八
六
一
～
一
八
八
七
︶
の
ノ
ー
ト
を
比
較
し
て
考
察
し
た
結
果
︑

３

高
嶺
の
ノ
ー
ト
に
は
哲
次
郎
の
﹁
講
義
を
直
接
記
録
し
た
も
の
と
は
思
い
難
い
箇
所
が
全
体
に
渡
っ
て
存
在
﹂
し
て
い
る
点
に
つ
い

て
︑
高
嶺
は
﹁
円
了
本
︵
※
円
了
の
ノ
ー
ト
の
こ
と
︱
︱
筆
者
注
︶
を
母
体
の
ひ
と
つ
と
す
る
︑
井
上
哲
次
郎
が
留
学
以
前
に
行
っ
た
講

義
を
記
録
し
た
ノ
ー
ト
︵
お
そ
ら
く
は
横
書
き
︶
が
当
時
学
生
の
間
で
流
通
し
て
お
り
︑
高
嶺
は
こ
れ
を
筆
写
し
た
の
で
あ
っ
て
︑﹂

﹁
高
嶺
三
吉
遺
稿
﹂
中
で
全
五
巻
か
ら
成
る
﹁
支
那
哲
学
﹂
の
巻
一
の
表
紙
に
﹁
明
治
十
九
年
一
月

支
那
哲
学

巻
一
﹂
と
あ
る
の

は
︑﹁
そ
の
筆
写
時
期
を
示
す
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
仮
説
を
示
し
て
お
ら
れ
る
(

)
︒
そ
う
い
う
意
味
で
も
︑
本
誌
で
の
﹁
東
洋
哲
学

４

史
﹂
翻
刻
は
︑
受
講
生
に
よ
る
直
接
の
記
録
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
︑
甚
だ
貴
重
で
あ
る
︒

高
嶺
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
こ
と
と
し
︑
本
稿
は
︑
あ
く
ま
で
も
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
が

所
蔵
す
る
井
上
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
講
義
の
ノ
ー
ト
に
関
し
て
︑
内
容
の
説
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
︑
読
者
諸

賢
に
あ
ら
か
じ
め
御
了
解
い
た
だ
き
た
い
︒
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二
、
井
上
哲
次
郎
に
よ
る
｢東
洋
哲
学
史
｣の
編
纂

井
上
哲
次
郎
は
︑
一
八
八
〇
︵
明
治
一
三
︶
年
七
月
に
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
が
︑
卒
業
と
同
時
に
行
く
は
ず
だ
っ
た
留
学
の
許

可
が
お
り
ず
︑
行
け
な
く
な
っ
た
︒
不
平
不
満
を
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
東
京
大
学
三
学
部
綜
理
の
加
藤
弘
之
︵
一
八
三
六
～
一

九
一
六
︶
か
ら
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
編
纂
を
勧
め
ら
れ
︑
同
年
一
〇
月
に
文
部
省
に
入
省
し
て
︑
こ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
井
上
哲
次
郎
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
︒

こ
の
頃
︑
加
藤
綜
理
は
自
分
に
対
し
て
︑﹁
東
洋
哲
學
史
﹂
の
編
纂
を
や
っ
て
は
ど
う
か
と
言
は
れ
た
︒
自
分
も
東
洋
哲
學
史

に
は
興
味
を
有
っ
て
ゐ
た
の
で
︑
そ
の
氣
に
な
り
︑
文
部
省
の
編
輯
局
に
入
っ
て
︑
こ
れ
に
從
事
し
た
︒
文
部
省
の
編
輯
局
は

主
と
し
て
敎
科
書
を
編
纂
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
自
分
に
對
し
て
は
︑
さ
ふ
言
う
敎
科
書
で
な
い
︑﹁
東
洋
哲
學
史
﹂

編
纂
を
承
認
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
こ
に
一
年
ば
か
り
居
た
が
︑
文
部
省
は
ど
う
も
官
僚
主
義
が
強
く
て
︑
自

分
に
は
餘
り
適
し
な
い
や
う
に
思
は
れ
た
の
で
︑
一
日
加
藤
綜
理
を
訪
ね
て
こ
の
旨
を
述
べ
た
と
こ
ろ
︑
綜
理
は
︑
そ
れ
で
は

大
學
に
來
て
﹁
東
洋
哲
學
史
﹂
の
編
纂
を
し
て
ど
う
か
と
言
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
自
分
の
最
も
希
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
か
ら
︑
早
速
文
部
省
を
辭
め
て
大
學
の
編
輯
所
に
入
り
︑
大
學
の
助
敎
授
に
就
き
な
が
ら
︑﹁
東
洋
哲
學
史
﹂
の
編
纂
に
從
っ

た
︒恰

度
そ
の
頃
︑
大
學
に
編
輯
所
が
開
設
さ
れ
︑
數
人
の
學
者
が
こ
れ
に
關
係
し
︑
各
々
そ
の
專
門
と
す
る
と
こ
ろ
に
依
っ
て

各
種
の
編
輯
を
分
擔
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
︒
ど
う
言
ふ
人
が
編
輯
所
に
居
た
か
と
言
へ
ば
︑
小
中
村
清
矩
︑
物
集
高
見
︑
佐
々

木
弘
綱
︑
飯
田
武
郷
︑
久
米
幹
文
︑
三
宅
雄
二
郎
︑
大
和
田
建
樹
氏
に
自
分
で
あ
る
︒
自
分
は
助
敎
授
で
は
あ
っ
た
が
︑
初
め

の
う
ち
は
講
義
を
す
る
こ
と
な
く
︑
專
ら
編
輯
に
從
事
し
︑
そ
の
後
講
義
を
始
め
た
の
は
︑
右
﹁
東
洋
哲
學
史
﹂
の
原
稿
が
大
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分
出
來
て
か
ら
で
あ
る
︒

︵﹃
井
上
哲
次
郎
自
伝
﹄︑
井
上
哲
次
郎
三
十
年
祭
非
売
品
︑
冨
山
房
︑
一
九
七
三
年
一
二
月
︶

東
洋
哲
學
史
は
余
が
明
治
十
三
四
年
の
頃
よ
り
編
著
を
企
圖
せ
し
所
に
し
て
︑
支
那
哲
學
に
關
す
る
も
の
︑
印
度
哲
學
に
關

す
る
も
の
︑
裒
然
册
を
成
し
︑
已
に
書
笥
に
滿
つ
と
雖
も
︑
未
だ
整
備
せ
ざ
る
も
の
多
く
︑
之
れ
を
世
に
公
に
せ
ん
こ
と
︑
尚

ほ
十
年
内
外
を
要
せ
ざ
る
を
得
ず
︒
然
れ
ど
も
久
し
き
歳
月
に
渉
り
て
何
等
の
研
究
の
結
果
を
も
出
だ
さ
ゞ
れ
ば
︑
人
或
は
余

が
業
の
荒
廢
を
疑
は
ん
︑
是
れ
を
遺
憾
と
な
す
の
み
︒

明
治
三
十
年
余
官
命
を
蒙
り
︑
佛
国
巴
里
府
開
會
の
萬
國
東
洋
學
會
に
赴
き
﹁
日
本
に
於
け
る
哲
學
思
想
の
發
達
﹂
を
講
述

し
︑
歸
朝
以
來
益
々
日
本
哲
學
に
關
す
る
史
的
研
究
の
必
要
を
感
じ
︑
聊
か
德
敎
の
淵
源
を
闡
明
し
︑
學
派
の
關
係
を
尋
繹
せ

ん
こ
と
を
務
め
た
り
︒
其
稿
亦
積
ん
で
︑
簏
底
に
充
つ
る
に
至
る
︒
就
中
陽
明
學
に
關
す
る
も
の
は
︑
別
に
自
ら
一
部
を
成
す
︒

因
り
て
之
れ
を
﹁
日
本
陽
明
學
派
之
哲
學
﹂
と
名
づ
け
︑
姑
く
稿
本
の
ま
ゝ
之
れ
を
世
に
公
に
し
︑
以
て
之
れ
を
大
方
に
質
さ

ん
と
欲
す
︒

︵
井
上
哲
次
郎
﹁
日
本
陽
明
學
派
之
哲
學
序
﹂︑
一
九
〇
〇
年
九
月
二
四
日
︶

井
上
哲
次
郎
の
言
う
﹁
支
那
哲
學
に
關
す
る
も
の
﹂
と
は
︑
文
部
省
勤
務
か
ら
東
大
助
教
授
に
転
じ
た
後
の
一
八
八
三
︵
明
治
一

六
︶
年
に
行
っ
た
﹁
東
洋
哲
學
史
﹂
と
い
う
講
義
に
お
け
る
中
国
哲
学
に
関
す
る
原
稿
や
留
学
後
に
発
表
し
た
論
文
﹁
性
善
惡
論
﹂

︵
﹃
哲
學
會
雜
誌
﹄
四
七
︑
一
八
九
一
年
一
月
︶
な
ど
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
(

)
︒
ま
た
︑﹁
印
度
哲
學
に
關
す
る
も
の
﹂

５

と
は
︑
井
上
哲
次
郎
が
ド
イ
ツ
留
学
後
の
一
八
九
一
︵
明
治
二
四
︶
年
か
ら
一
八
九
七
︵
明
治
三
〇
︶
年
度
ま
で
の
約
七
年
間
に
わ

た
っ
て
東
京
大
学
で
﹁
比
較
宗
敎
及
東
洋
哲
學
﹂
と
い
う
題
目
の
も
と
に
行
っ
た
イ
ン
ド
哲
学
の
講
義
の
原
稿
と
そ
の
講
義
に
関
係

し
て
書
か
れ
た
イ
ン
ド
哲
学
関
係
の
論
著
を
指
す
(

)
︒
こ
の
後
に
︑
江
戸
儒
学
三
部
作
︵﹃
日
本
陽
明
學
派
之
哲
學
﹄・﹃
日
本
古
學

６
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派
之
哲
學
﹄・﹃
日
本
朱
子
學
派
之
哲
學
﹄︶
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
井
上
哲
次
郎
の
構
想
し
た
﹃
東
洋
哲
学
史
﹄
と

は
︑
イ
ン
ド
哲
学
・
中
国
哲
学
・
日
本
哲
学
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
う
し
た
留
学
後
に
現
れ
た
哲
次
郎
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑そ
の
契
機
を
留
学
中
の
哲
次
郎
の
意
識
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

哲
次
郎
の
留
学
中
の
記
録
﹃
懐
中
雑
記
﹄︵
全
二
冊
︑
都
立
中
央
図
書
館
﹁
井
上
文
庫
﹂
所
蔵
︶
を
分
析
し
た
大
島
晃
氏
が
︑﹁
欧
州

の
哲
学
界
が
お
し
な
べ
て
東
洋
哲
学
に
無
知
で
あ
る
と
気
付
い
た
井
上
は
︑
も
と
も
と
留
学
前
に
従
事
し
て
き
た
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂

の
編
纂
が
必
要
不
可
欠
の
事
業
と
意
識
し
得
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
し
か
も
西
洋
の
哲
学
を
修
め
て
い
る
自
分
こ
そ
そ
の

使
命
を
担
い
得
る
と
強
く
自
覚
し
た
の
で
は
な
い
か
︒﹂
(

)
と
述
べ
て
い
る
の
が
正
鵠
を
得
て
い
よ
う
︒
そ
し
て
︑
江
戸
儒
学
三
部

７

作
に
つ
い
て
は
︑
一
八
九
七
︵
明
治
三
〇
︶
年
に
パ
リ
で
開
か
れ
た
万
国
東
洋
学
会
に
出
席
し
た
こ
と
で
︑﹁
歸
朝
以
來
益
々
日
本
哲

學
に
關
す
る
史
的
研
究
の
必
要
を
感
じ
﹂︑
東
大
で
の
イ
ン
ド
哲
学
の
講
義
を
了
え
︑
江
戸
儒
学
三
部
作
の
執
筆
に
精
力
を
注
い
で

い
っ
た
︑
と
思
わ
れ
る
︒

三
、
井
上
円
了
が
受
講
し
た
井
上
哲
次
郎
の
｢東
洋
哲
学
史
｣講
義

さ
て
︑
円
了
の
ノ
ー
ト
の
内
容
で
あ
る
が
︑
冒
頭
に
二
行
分
の
ス
ペ
ー
ス
を
用
い
て
﹁
東
洋
哲
學
史

井
上
圓
了
﹂
と
墨
書
さ
れ
︑

次
の
一
行
に
﹁
井
上
哲
次
郎
氏
口
述
﹂
と
あ
っ
て
︑
さ
ら
に
一
行
空
け
て
か
ら
﹁
儒
學
起
源
﹂
と
い
う
単
元
に
入
っ
て
い
る
︒
こ
こ

で
は
︑﹁
儒
學
起
源
﹂
を
皮
切
り
に
︑
哲
次
郎
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
講
義
を
展
開
し
た
の
か
︑
を
う
か
が
っ
て

お
き
た
い
︒

﹁
儒
學
起
源
﹂
は
︑﹁
孔
孟
ノ
道
﹂﹁
孔
孟
ノ
學
﹂
を
中
心
に
﹃
礼
記
﹄﹃
孝
経
﹄﹃
大
学
﹄﹃
論
語
﹄
等
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
︒

第
四
講
は
︑
孔
学
の
展
開
に
つ
い
て
で
あ
り
︑
後
世
の
学
派
の
主
流
と
し
て
︑
宋
代
の
道
学
の
人
々
や
陸
象
山
︑
日
本
の
物
徂
徠
・
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伊
藤
仁
齋
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

第
五
講
は
︑
孔
子
の
仁
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
が
︑﹁
第
五
講

一
月
十
一
日
﹂
と
記
さ
れ
︑
こ
の
直
前
の
行
に
﹁
明
治
十
六
年

一
月
よ
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
第
五
講
が
一
八
八
三
︵
明
治
一
六
︶
年
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
直
前
の
第
四
講
以
前
の
講
義
︵
冒
頭
の
﹁
儒
學
起
源
﹂
か
︶
は
︑
前
年
の
一
八
八
二
︵
明
治
一
五
︶
年
の

講
義
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
こ
れ
は
﹁
巽
軒
年
譜
﹂
(

)
の

８

明
治
十
六
年
癸
未
︵
西
暦
一
八
八
三
年

二
十
九
歳
︶

九
月
︑
始
め
て
東
洋
哲
学
史
の
講
義
を
開
く
︒
聴
講
者
は
井
上
圓
了
︑
三
宅
雄
二
郎
︑
日
高
眞
實
︑
棚
橋
一
郎
︑
松
本
源
太

郎
等
拾
数
名
な
り
︒

と
い
う
記
載
が
間
違
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
(

)
︒
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
講
義
は
︑
明
治
一
五
年
︵
一

９

八
八
二
︶
年
に
始
め
ら
れ
た
︑
と
考
え
て
お
く
の
が
自
然
で
あ
る
(

)
︒

10

第
六
講
は
︑
一
月
十
八
日
に
行
わ
れ
︑
孔
子
の
高
弟
の
顔
回
の
清
貧
な
生
活
と
彼
の
死
に
遭
遇
し
た
時
の
孔
子
の
狼
狽
を
示
し
て

い
る
︒
レ
ポ
ー
ト
課
題
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑︹
論
文
題

論
孔
老
二
氏
之
學

二
月
十
五
日
為
期
︺
と
課
題
と
締
切
日
が
記

さ
れ
て
い
る
︒

第
七
講
は
︑
一
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
︑
孔
子
ノ
道
︵
孔
子
道
徳
︶
に
つ
い
て
説
き
︑﹃
論
語
﹄
の
文
章
に
つ
い
て
宋
代
の
張
子
や

程
子
の
解
釈
を
参
考
に
し
て
理
解
に
つ
と
め
て
い
る
︒

第
八
講
は
︑
二
月
一
日
に
行
わ
れ
︑﹃
論
語
﹄
の
文
章
を
手
が
か
り
に
︑﹁
脩
身
﹂
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
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第
九
講
は
︑
二
月
十
五
日
に
行
わ
れ
︑﹁
孔
學
ノ
風
タ
ル
ヤ
仁
義
を
尊
シ
テ
利
ヲ
賤
シ
ム
モ
ノ
ト
ス
﹂
る
こ
と
を
﹃
論
語
﹄
の
文
章

や
程
子
・
朱
子
の
解
釈
を
手
が
か
り
に
検
討
し
て
い
る
︒

第
十
講
は
︑
二
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
︑
老
子
︵
無
名
︶・
荘
子
︵
無
々
︶・
列
子
︵
疑
獨
︶
と
孔
子
︵
大
極
︶
と
を
比
較
し
た
り
︑

欧
人
の
孔
学
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

第
十
一
講
は
︑
三
月
八
日
に
行
わ
れ
︑
孔
子
︱
曾
子
︱
子
思
︱
孟
子
と
い
う
孔
子
没
後
の
孔
学
の
学
統
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
︑
特

に
子
思
の
作
と
さ
れ
る
﹃
中
庸
﹄
と
孟
子
の
履
歴
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
︒

第
十
二
講
は
︑
第
十
一
講
か
ら
一
ヶ
月
以
上
過
ぎ
た
四
月
十
二
日
に
行
わ
れ
︑﹃
孟
子
﹄
の
構
成
や
作
者
に
関
す
る
こ
と
や
︑﹁
孟

子
學
﹂
と
し
て
﹁
仁
義
﹂﹁
養
﹂﹁
良
心
﹂﹁
性
善
﹂
が
と
り
あ
げ
ら
れ
検
討
さ
れ
て
い
る
︒

第
十
三
講
は
︑
四
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
︑
孟
子
学
に
集
中
し
て
い
て
︑
孟
子
の
説
い
た
仁
義
や
性
善
や
浩
然
之
気
に
つ
い
て
検

討
さ
れ
た
︒

第
十
四
講
は
︑
五
月
十
日
に
行
わ
れ
︑
仁
義
に
基
づ
く
孟
子
の
政
治
論
の
孔
子
と
の
異
同
に
つ
い
て
︑
実
例
を
挙
げ
て
説
明
さ
れ

て
い
る
︒

第
十
五
講
は
︑
五
月
十
□
日
︵
お
そ
ら
く
十
七
日
︶
に
行
わ
れ
︑
荀
子
・﹃
荀
子
﹄
の
解
説
で
あ
り
︑
勧
学
篇
・
天
論
篇
・
性
悪
篇

に
つ
い
て
は
﹁
右
三
篇
ハ
全
部
中
ニ
テ
尤
も
讀
ム
へ
キ
所
ナ
リ
﹂
と
述
べ
︑
特
に
天
論
と
性
悪
に
つ
い
て
の
説
明
に
力
点
が
置
か
れ

て
い
る
︒

第
十
六
講
は
︑
五
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
︑
荀
子
の
勧
学
と
礼
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

第
十
七
講
は
︑
六
月
一
日
に
行
わ
れ
︑
楊
雄
の
思
想
を
と
り
あ
げ
︑﹁
反
離
騒
﹂
の
賦
︑﹃
法
言
﹄︑
﹃
太
玄
経
﹄
に
つ
い
て
解
説
さ

れ
て
い
る
︒
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﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
講
義
の
ノ
ー
ト
は
︑
以
上
で
終
わ
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
明
治
一
五
︵
一
八
八
二
︶
年
一
二
月
か
ら

翌
明
治
一
六
︵
一
八
八
三
︶
年
六
月
に
か
け
て
の
約
七
ヶ
月
で
解
説
さ
れ
た
の
は
︑
儒
学
の
起
源
か
ら
始
ま
り
︑
孔
子
や
孔
学
の
系

統
に
つ
い
て
は
第
四
講
か
ら
第
十
一
講
ま
で
の
八
回
に
わ
た
り
︑第
九
講
か
ら
第
十
四
講
ま
で
の
六
回
に
わ
た
っ
て
孟
子
学
・﹃
孟
子
﹄

が
検
討
さ
れ
︑
荀
子
は
第
十
五
講
・
第
十
六
講
の
二
回
︑
楊
雄
は
第
十
七
講
の
一
回
だ
け
︑
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
︒
簡
略
に
述
べ

る
な
ら
︑
孔
子
↓
孟
子
↓
荀
子
↓
楊
雄
と
い
う
春
秋
時
代
か
ら
前
漢
時
代
末
期
ま
で
の
儒
家
思
想
の
流
れ
が
井
上
哲
次
郎
の
描
い
た

﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
根
拠
は
︑
第
十
二
講
の
中
で
︑﹁
孟
子
學
○
其
學
ハ
孔
子
ヲ
祖
述
ス
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
荀
子
楊
子
ト
同
シ
﹂
と
あ
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
孔
子
の
学
問
・
教
え
を
祖
述
す
る
︵
＝
厳
密
に
言
え

ば
︑
一
言
一
句
違
う
こ
と
な
く
盲
目
的
に
踏
襲
す
る
︶
者
た
ち
を
時
系
列
順
に
位
置
づ
け
て
描
か
れ
た
の
が
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学

史
﹂
で
あ
っ
た
(

)
︒
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四
、
井
上
哲
次
郎
に
お
け
る
東
洋
哲
学
(史
)の
位
置

で
は
︑
井
上
哲
次
郎
に
と
っ
て
︑
東
洋
哲
学
︵
史
︶
と
は
︑
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
の
こ
と
を

考
え
た
い
︒

晩
年
︑
哲
次
郎
は
︑
東
洋
哲
学
史
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

�
し
︑
東
洋
哲
學
史
を
講
ず
る
か
ら
と
云
っ
て
︑
西
洋
哲
學
を
顧
み
な
い
な
ど
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒
哲
學
は
東
洋
に
も

西
洋
に
も
あ
る
の
で
︑
兩
者
を
倂
せ
て
研
究
し
て
公
平
な
る
立
場
を
取
っ
て
哲
學
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
た
か
ら
で
あ

る
︒
東
洋
哲
學
の
み
に
偏
す
る
こ
と
が
い
け
な
い
と
同
時
に
︑
西
洋
哲
學
の
み
に
偏
す
る
の
が
い
け
な
い
と
思
ふ
︒
今
後
哲
學

10



を
講
ず
る
の
に
は
︑
東
・
西
洋
の
哲
學
を
講
じ
︑
其
の
差
別
を
解
消
し
︑
而
し
て
そ
れ
以
上
に
出
づ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
︑
斯
う
考
へ
て
居
る
も
の
で
あ
る
︒

︵﹃
井
上
哲
次
郎
選
集
﹄︹
潮
文
閣
︑
一
九
四
二
年
一
一
月
︺
の
井
上
哲
次
郎
に
よ
る
一
九
四
一
年
五
月
の
﹁
序
﹂
六
頁
︶

具
体
的
に
︑
哲
次
郎
は
︑
ど
う
や
っ
て
東
洋
哲
学
と
西
洋
哲
学
を
﹁
�
せ
て
研
究
し
て
公
平
な
る
立
場
を
取
っ
て
哲
學
を
講
じ
﹂︑

﹁
東
・
西
洋
の
哲
學
を
講
じ
︑
其
の
差
別
を
解
消
し
︑
而
し
て
そ
れ
以
上
に
出
づ
る
﹂
よ
う
に
努
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
事
実
︑
哲
次

郎
は
︑
た
と
え
ば
︑
論
文
﹁
孔
子
と
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
﹂︵﹃
東
亜
之
光
﹄
第
九
巻
第
一
号
︑
一
九
一
四
年
一
月
︶
と
い
っ
た
﹁
是
迄
孔

子
と
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
と
を
對
照
し
て
論
じ
た
内
外
の
學
者
は
一
向
無
い
﹂︵
一
頁
︶
状
況
の
中
で
︑
東
西
の
偉
人
同
士
を
比
較
検
討
す

る
論
文
を
出
す
等
︑
自
ら
東
洋
と
西
洋
の
哲
学
の
比
較
と
融
合
を
実
践
す
る
こ
と
に
努
め
た
が
(

)
︑
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
て
い

12

る
も
の
を
見
て
み
よ
う
︒

歷
史
的
に
考
察
す
れ
ば
︑
東
西
洋
の
哲
學
は
全
く
違
っ
た
系
統
の
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
區
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
倂
し

今
後
哲
學
す
る
に
當
っ
て
は
︑
何
も
東
西
洋
の
區
別
す
る
必
要
は
な
い
︒
東
西
洋
の
區
別
を
超
越
し
て
︑
日
本
人
で
あ
る
か
ら

に
は
日
本
精
神
の
立
場
か
ら
哲
學
す
る
よ
り
外
は
な
い
︒
そ
れ
に
就
い
て
一
言
し
て
置
く
が
︑
カ
ン
ト
の
﹃
實
踐
理
性
批
判
﹄

の
中
心
問
題
と
も
云
ふ
も
の
は
︑
普
遍
妥
當
の
道
德
律
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
卽
ち
カ
ン
ト
が
説
き
出
し
た
る

﹁
無
上
命
法
﹂︵
カ
テ
ゴ
ー
・
リ
ッ
セ
ル
・
イ
ム
ベ
ラ
テ
ィ
ー
フ
︶
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
あ
の
や
う
な
形
式
を
採
っ
て
云
ひ
表

し
て
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
同
じ
趣
旨
が
儒
敎
に
も
能
く
現
れ
て
居
る
︒﹃
中
庸
﹄
に
斯
う
あ
る
︒

君
子
ハ
動
イ
テ
世
々
天
下
ノ
道
ト
ナ
リ
︑
行
ウ
テ
而
シ
テ
世
世
天
下
ノ
法
ト
ナ
リ
︑
言
ウ
テ
而
シ
テ
世
々
天
下
ノ
則
ト
ナ
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ル
︒

と
あ
る
︒
是
れ
は
時
間
的
に
普
遍
妥
當
を
云
っ
た
ば
か
り
で
な
く
し
て
︑
空
間
的
に
も
そ
れ
を
意
味
し
て
居
る
︒

そ
れ
か
ら
陸
象
山
だ
の
王
陽
明
だ
の
其
の
他
支
那
の
哲
學
者
が
別
語
を
以
て
同
一
の
普
遍
妥
當
の
道
德
律
を
述
べ
て
居
る
︒

是
等
後
世
の
人
は
理
を
以
て
一
貫
せ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
説
い
て
居
る
︒
理
は
卽
ち
理
性
で
あ
る
︒
そ
れ
で
あ
る
か
ら
其
の

趣
旨
は
矢
張
り
﹁
無
上
命
法
﹂
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
︒
さ
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
佛
教
の
中
に
も
︑
そ
れ
か
ら
﹃
チ
ェ
ン
ド
ア

ペ
ス
タ
ー
﹄
の
中
に
も
見
え
て
居
る
こ
と
で
あ
る
︒

今
後
は
西
洋
と
云
は
ず
東
洋
と
云
は
ず
︑
凡
そ
哲
學
者
の
宇
宙
人
生
の
事
を
思
索
す
る
に
當
っ
て
參
考
と
な
る
も
の
は
考
慮

に
入
れ
て

而
し
て
天
空
海
濶
の
立
場
を
執
っ
て
︑
新
な
る
思
索
の
方
針
を
開
拓
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
︒
決
し
て
單
に
融
合

す
る
こ
と
に
止
ま
る
べ
き
で
は
な
い
︒

︵
傍
線
筆
者
︒﹁
東
洋
哲
學
の
異
同
及
び
融
合
﹂︑﹃
理
想
﹄
第
一
〇
二
号
︑
一
九
三
九
年
／
﹃
井
上
哲
次
郎
選
集
﹄︑
潮
文
閣
︑

一
九
四
二
年
一
一
月
︶

こ
の
引
用
し
た
文
章
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
は
︑﹁
普
遍
妥
當
﹂
で
あ
ろ
う
︒
哲
次
郎
は
︑
カ
ン
ト
の
﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
と
﹃
中

庸
﹄
に
﹁
同
じ
趣
旨
﹂
す
な
わ
ち
﹁
普
遍
妥
當
﹂
を
見
た
の
で
あ
る
︒﹁
東
西
洋
の
區
別
を
超
越
﹂
し
た
﹁
普
遍
妥
當
﹂
の
考
察
︑
こ

の
こ
と
を
哲
次
郎
流
に
言
い
換
え
た
も
の
が
︑
筆
者
が
傍
線
を
施
し
た
文
章
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
は
︑
哲
次
郎
の
六
年
半
に
及
ぶ
ド
イ
ツ
留
学
の
経
験
が
︑
自
分
こ
そ
が
東
洋
と
西
洋
の
哲
学
を
公
平
に
語
る
資
格
を
有
し
て

い
る
︑
と
の
自
負
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
︑
筆
者
は
︑
先
に
引
用
し
た
大
島
晃
氏
の
意
見
と
全
く
同
じ
で
あ
る
︒
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五
、
お
わ
り
に

以
上
︑
こ
の
た
び
翻
刻
さ
れ
る
井
上
哲
次
郎
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
講
義
を
筆
記
し
た
井
上
円
了
の
ノ
ー
ト
を
め
ぐ
っ
て
︑
ま
ず
哲
次

郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
成
立
ま
で
の
背
景
事
情
を
説
明
し
︑
つ
い
で
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
内
容
の
概
要
を
う
か
が
い
︑
最
後
に
哲
次

郎
に
と
っ
て
の
東
洋
哲
学
︵
史
︶
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
︒
翻
刻
の
解
説
に
値
す
る
も
の
か
ど
う
か
︑
甚
だ
心
許
な
い
が
︑
哲
次

郎
に
と
っ
て
東
洋
哲
学
︵
史
︶
と
は
何
だ
っ
た
の
か
︑
こ
の
点
に
力
点
を
置
い
て
記
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

今
回
︑
筆
者
の
不
手
際
で
︑
金
沢
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
高
嶺
三
吉
の
ノ
ー
ト
を
調
査
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
心
残
り
で
あ

る
︒
水
野
氏
に
よ
る
翻
刻
は
︑
と
て
も
貴
重
で
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
︑
筆
者
と
し
て
は
︑
や
は
り
現
物
を
実
見
し
た
う
え
で
︑

筆
者
の
意
見
を
表
明
し
た
い
と
思
う
︒
今
回
︑
円
了
の
ノ
ー
ト
の
考
察
に
集
中
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
︒

実
は
︑
本
稿
を
起
こ
す
際
に
︑
筆
者
に
は
︑
今
ま
で
に
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
︵
複
数
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
執
筆
で

は
な
く
︶
あ
く
ま
で
一
人
の
研
究
者
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
中
国
思
想
の
通
史
を
漏
れ
な
く
調
査
し
︑
そ
の
一
点
一
点
の
内
容
や
特

徴
を
紹
介
し
た
う
え
で
︑
あ
ら
た
め
て
井
上
哲
次
郎
﹃
東
洋
哲
学
史
﹄
の
今
日
的
意
義
を
述
べ
て
み
た
い
︑
と
の
考
え
が
あ
っ
た
︒

い
さ
さ
か
手
前
味
噌
で
は
あ
る
が
︑
筆
者
の
著
書
﹃
入
門

中
国
思
想
史
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
二
年
四
月
︶
は
︑
現
在
の
と
こ
ろ
︑

日
本
に
お
い
て
一
人
の
研
究
者
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
中
国
思
想
通
史
の
最
後
に
位
置
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
近
現
代
日
本
に

お
け
る
諸
事
例
を
追
跡
す
る
こ
と
で
︑
一
研
究
者
が
中
国
思
想
の
通
史
を
書
き
上
げ
る
こ
と
の
意
義
を
つ
き
と
め
た
い
︑
と
い
う
筆

者
個
人
の
強
い
関
心
が
根
底
に
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
︑
調
査
を
始
め
て
み
て
︑
と
て
つ
も
な
く
膨
大
な
作
業
量
と
な
る
こ
と
を
思

い
知
ら
さ
れ
︑
今
回
の
投
稿
の
機
会
に
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒
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【
註
︼

(
１
)

三
浦
節
夫
﹃
井
上
円
了
︱
日
本
近
代
の
先
駆
者
の
生
涯
と
思
想
﹄︵
教
育
評
論
社
︑
二
〇
一
六
年
二
月
︶
の
﹁
第
二
章

東
京
大
学
時
代
﹂

九
五
頁
下
段
の
本
文
と
一
一
一
頁
～
一
一
二
頁
の
注

に
示
さ
れ
た
筆
記
ノ
ー
ト
の
内
訳
を
参
照
︒

13

(
２
)

佐
藤
将
之
﹁
井
上
円
了
思
想
に
お
け
る
中
国
哲
学
の
位
置
﹂︵﹃
東
洋
大
学

井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
一
二
年
九
月
︶

の
横
組
四
五
頁
︒

(
３
)

水
野
博
太
﹁﹁
高
嶺
三
吉
遺
稿
﹂
中
の
井
上
哲
次
郎
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
講
義
﹂︵﹃
東
京
大
学
文
書
館
紀
要
﹄
第
三
六
号
︑
二
〇
一
八
年
三

月
︶︒

(
４
)

注
(３
)所
掲
水
野
博
太
氏
論
文
の
縦
組
二
三
頁
下
段
～
二
四
頁
上
段

(
５
)

井
上
哲
次
郎
の
論
文
﹁
性
善
悪
論
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
︑
大
島
晃
﹁
井
上
哲
次
郎
の
﹁
性
善
悪
論
﹂
の
立
場
︱
﹁
東
洋
哲
学
﹂

研
究
の
端
緒
︱
﹂︵﹃
ソ
フ
ィ
ア
﹄
第
四
二
巻
第
四
号
︑
上
智
大
学
ソ
フ
ィ
ア
編
集
室
︑
一
九
九
四
年
一
月
／
大
島
晃
﹃
日
本
漢
学
研
究
試

論
︱
林
羅
山
の
儒
学
﹄︹
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
七
年
一
二
月
︺
に
収
め
ら
れ
る
︶
を
参
照
︒
大
島
氏
に
は
︑
井
上
哲
次
郎
に
よ
る
﹃
東
洋

哲
学
史
﹄
研
究
の
一
環
と
し
て
﹃
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
論
文
﹁
井
上
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学

史
﹂
研
究
と
﹃
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
﹄﹂︵﹃
陽
明
学
﹄
第
九
号
︑
二
松
学
舎
大
学
陽
明
学
研
究
所
︑
一
九
九
七
年
三
月
︶
も
あ
る
︒
併

せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒

(
６
)

井
上
哲
次
郎
が
東
京
大
学
で
行
っ
た
イ
ン
ド
哲
学
の
講
義
録
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
今
西
順
吉
﹁
わ
が
国
最
初
の
﹁
印
度
哲
学
史
﹂
講
義
︱
井

上
哲
次
郎
の
未
公
開
草
稿
︱
﹂︵
一
︶
～
︵
三
︶︵﹃
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
三
九
︱
一
・
三
九
︱
二
・
四
二
︱
一
︑
北
海
道
大
学
文

学
部
︑
一
九
九
〇
年
一
一
月
・
一
九
九
一
年
二
月
・
一
九
九
三
年
一
一
月
︶︑
今
西
順
吉
﹁
漱
石
と
井
上
哲
次
郎
の
﹁
印
度
哲
学
史
﹂﹂

︵﹃
松
ヶ
岡
文
庫
研
究
年
報
﹄
第
四
号
︑
財
団
法
人
松
ヶ
岡
文
庫
︑
一
九
九
〇
年
三
月
︶︑
磯
前
順
一
﹁
井
上
哲
次
郎
の
﹁
比
較
宗
教
及
東

洋
哲
学
﹂
講
義
︱
明
治
二
〇
年
代
の
宗
教
と
哲
学
︱
﹂︵﹃
思
想
﹄
第
九
四
二
号
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
／
﹁
明
治
二
〇
年
代

の
宗
教
・
哲
学
論
︱
井
上
哲
次
郎
の
﹁
比
較
宗
教
及
東
洋
哲
学
﹂
講
義
︱
﹂
と
改
題
さ
れ
て
磯
前
順
一
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の

系
譜
︱
宗
教
・
国
家
・
神
道
︱
﹄︹
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
二
月
︺
に
収
め
ら
れ
る
︶︑
磯
前
順
一
・
高
橋
原
﹁
井
上
哲
次
郎
の
﹁
比
較

宗
教
及
東
洋
哲
学
﹂
講
義
︱
解
説
と
翻
刻
︱
﹂︵
東
京
大
学
史
料
の
保
存
に
関
す
る
委
員
会
編
集
﹃
東
京
大
学
史
紀
要
﹄
第
二
一
号
︑
東

京
大
学
史
史
料
室
︑
二
〇
〇
三
年
三
月
︶
を
参
照
︒
こ
の
講
義
に
対
応
し
て
書
か
れ
た
井
上
哲
次
郎
の
著
作
が
﹃
釈
迦
牟
尼
論
﹄︵
文
明

堂
︑
一
九
〇
二
年
一
一
月
︶
で
あ
る
︒
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(
７
)

大
島
晃
﹁
井
上
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
研
究
﹂︵﹃
ソ
フ
ィ
ア
﹄
第
四
五
号
第
三
巻
︑
上
智
大
学
総
務
部
広
報
課
︑
一
九
九
六
年
一
〇

月
／
大
島
晃
﹃
日
本
漢
学
研
究
試
論
︱
林
羅
山
の
儒
学
﹄︹
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
七
年
一
二
月
︺
に
収
め
ら
れ
る
︶︒

ま
た
︑
大
島
晃
氏
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
︑
井
上
哲
次
郎
自
身
が
︑

東
洋
哲
学
を
研
究
し
て
西
洋
哲
学
と
比
較
対
照
し
て
︑
そ
し
て
一
層
進
ん
だ
哲
学
思
想
を
構
成
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
東
洋
人
と

し
て
は
最
も
そ
の
方
法
を
得
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
︒
⁝
⁝
︒
殊
に
︑
宗
教
や
倫
理
の
範
囲
に
於
い
て
は
一
層
東
西
洋
の
哲
学
的

史
実
を
頭
に
も
っ
て
︑
こ
れ
を
咀
嚼
し
︑
こ
れ
を
消
化
し
て
︑
更
に
前
途
に
発
展
し
て
ゆ
く
抱
負
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
そ
れ
故

に
自
分
は
西
洋
の
哲
学
を
攻
究
す
る
と
共
に
東
洋
の
哲
学
の
研
究
を
怠
ら
ず
︑
両
者
の
融
合
統
一
を
企
図
す
る
こ
と
を
以
て
任
と

す
る
や
う
に
力
め
た
次
第
で
あ
る
︒

︵﹃
明
治
哲
学
界
の
回
顧
﹄︑
前
掲
︶

と
述
べ
て
い
る
の
も
参
照
︒

(
８
)

井
上
哲
次
郎
﹁
巽
軒
年
譜
﹂︵﹃
井
上
哲
次
郎
自
伝
﹄︑
井
上
哲
次
郎
三
十
年
祭
非
売
品
︑
冨
山
房
︑
一
九
七
三
年
一
二
月
︶︒

(
９
)

注
(２
)所
掲
佐
藤
将
之
氏
論
文
は
︑
そ
の
注
(７
)に
お
い
て
︑

﹁
巽
軒
年
譜
﹂︵﹃
井
上
哲
次
郎
集
﹄
第
８
卷

東
京
：
ク
レ
ス
出
版
︑
2
0
0
3
年
︑

頁
︶
に
よ
れ
ば
︑
井
上
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学

74

史
﹂
の
講
義
は
明
治

年
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
円
了
に
よ
る
同
科
目
の
筆
記
ノ
ー
ト
に
は
︑
第
五
講
が
１
月

日
と
記
さ

16

11

れ
て
お
り
︑
講
義
の
日
付
は
以
下
一
週
間
ご
と
に
進
む
︒
し
た
が
っ
て
︑
哲
次
郎
が
前
年
の

月
か
ら
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
講
義
を

12

始
め
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
円
了
の
ノ
ー
ト
は
﹃
巽
軒
年
譜
﹄
の
記
述
の
誤
り
を
正
す
上
で
も
貴
重
で
あ
る
︒

︵
横
組
五
三
頁
～
五
四
頁
︶

と
指
摘
し
て
い
る
︒
筆
者
も
︑
そ
う
だ
ろ
う
︑
と
考
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
年
末
年
始
の
二
週
間
を
の
ぞ
き
第
四
講
が
一
二
月
二
二

日
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
第
一
講
は
一
二
月
一
日
に
行
わ
れ
た
︑
と
い
う
計
算
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
注
(３
)
所
掲
の
水
野

博
太
氏
論
文
も
︑

⁝
⁝
︑
井
上
哲
次
郎
が
自
撰
の
年
譜
で
明
治
一
六
︵
一
八
八
三
︶
年
九
月
に
﹁
始
め
て
東
洋
哲
学
史
の
講
義
を
開
く
﹂
と
し
た
の
は

誤
り
で
︑
実
際
に
は
前
年
度
よ
り
講
義
を
始
め
て
い
た
︒
先
述
の
松
本
源
太
郎
は
︑
そ
も
そ
も
松
本
の
聴
講
自
体
が
井
上
の
記
憶

の
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
︑
明
治
一
六
︵
一
八
八
三
︶
年
九
月
か
ら
初
め
て
講
義
に
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
縦
組
二
三
頁
上
段
︶

と
述
べ
て
い
る
︒
水
野
氏
の
調
査
に
よ
る
と
︑
哲
次
郎
が
聴
講
者
と
し
て
挙
げ
た
松
本
源
太
郎
は
︑
一
八
八
二
︵
明
治
一
五
︶
年
一
二
月

当
時
の
在
籍
学
生
と
し
て
確
認
で
き
ず
︑
そ
の
翌
年
度
の
一
八
八
四
︵
明
治
一
七
︶
年
二
月
時
点
で
在
籍
を
確
認
で
き
る
︑
と
い
う
︵
縦
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組
二
一
頁
上
段
︶︒

(

)

現
に
︑
注
(１
)所
掲
三
浦
節
夫
氏
著
書
で
は
︑﹁
第
二
章

東
京
大
学
時
代
﹂
の
九
六
頁
～
九
七
頁
の
﹁
表
１

井
上
円
了
の
文
学
部
時

10

代
の
講
義
と
論
文
﹂
で
︑
円
了
の
第
二
学
年
︵
明
治
一
五
年
度

一
五
年
九
月
～
一
六
年
八
月
︶
の
﹁
講
義
﹂
の
中
に
﹁
東
洋
哲
学
︱
︱

講
師
は
井
上
哲
次
郎
︒
東
洋
哲
学
史
︒﹂
を
置
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
本
の
一
一
一
頁
～
一
一
二
頁
の
注

に
示
さ
れ
た
筆
記
ノ
ー
ト

13

の
内
訳
を
見
て
も
︑
第
二
学
年
に
﹁
東
洋
哲
学
史

巻
一
︹
一
頁
︒
東
洋
哲
学
史

井
上
哲
次
郎
口
述

井
上
円
了
︺﹂
が
著
録
さ
れ
て

い
る
︒

(

)

注
(３
)
所
掲
水
野
博
太
氏
論
文
中
の
高
嶺
三
吉
の
ノ
ー
ト
と
の
大
き
な
違
い
を
述
べ
て
お
く
と
︑
高
嶺
ノ
ー
ト
に
は
︑
講
義
の
回
数
表

11

記
が
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
で
は
︑
哲
次
郎
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
︑
一
つ
の
講
義
で
話
し
て
い
る
の
か
が
不
明
で
あ

る
︒
ま
た
︑
円
了
ノ
ー
ト
に
載
っ
て
い
な
い
情
報
が
頗
る
多
く
︑
ま
た
円
了
ノ
ー
ト
の
情
報
が
無
い
箇
所
も
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て

は
︑
今
後
の
考
察
を
待
ち
た
い
︒
孔
子
↓
孟
子
↓
荀
子
↓
楊
雄
と
い
う
流
れ
は
︑
高
嶺
ノ
ー
ト
も
同
じ
で
あ
る
︒

(

)

哲
次
郎
は
︑﹁
孔
子
と
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
﹂
に
お
い
て
︑
孔
子
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
﹁
類
似
點
﹂
と
﹁
差
異
點
﹂
を
列
挙
し
て
比
較
す
る
方
法

12

を
と
っ
て
い
る
︒
比
較
の
結
果
︑﹁
道
德
の
師
と
し
て
は
孔
子
の
方
が
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
に
勝
っ
て
い
る
か
の
如
き
感
が
あ
り
ま
す
︒
其

代
り
に
は
哲
學
者
と
し
て
の
態
度
は
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
の
方
が
孔
子
に
優
っ
て
居
る
︒﹂︵
一
六
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
︑
東
洋
と

西
洋
の
哲
学
の
﹁
融
合
﹂
と
は
言
い
難
く
︑
単
な
る
比
較
に
す
ぎ
な
い
︒
た
だ
︑
比
較
と
融
合
に
つ
い
て
の
哲
次
郎
の
こ
う
し
た
考
え

は
︑
他
の
文
章
に
も
見
え
て
い
る
︒
一
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

人
に
よ
っ
て
は
︑
よ
く
東
洋
の
哲
學
を
研
究
し
な
い
で
︑
東
洋
の
哲
學
は
單
に
考
古
學
的
︑
文
獻
學
的
の
價
値
よ
り
外
に
な
い
と

し
て
顧
み
な
い
や
う
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
よ
く
東
洋
哲
學
を
研
究
せ
ざ
る
の
罪
に
歸
す
る
︒
東
洋
哲
學
を
研
究
し
て
西
洋
哲
學
と

比
較
對
照
し
て
︑
そ
し
て
一
層
進
ん
だ
哲
學
思
想
を
構
成
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
東
洋
人
と
し
て
は
最
も
そ
の
方
法
を
得
た
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
︒
殊
に
︑
印
度
哲
學
︑
そ
の
中
で
も
支
那
︑
日
本
に
發
達
し
た
佛
敎
哲
學
の
中
に
大
い
に
哲
學
上
考
慮
す
べ
き
も

の
が
あ
る
︒
⁝
⁝
︒
所
が
東
洋
の
哲
學
を
咀
嚼
し
な
い
で
單
に
西
洋
の
哲
學
の
受
け
賣
り
を
し
て
︑
飜
譯
的
︑
紹
介
的
に
煩
瑣
な

る
羅
列
を
試
み
︑
鸚
鵡
的
に
繰
返
す
と
い
ふ
や
う
な
狀
態
で
︑
眞
に
活
躍
し
た
る
哲
學
的
精
神
の
甚
だ
し
く
缺
乏
し
た
こ
と
に
驚

か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
殊
に
︑
宗
敎
や
倫
理
の
範
圍
に
於
い
て
は
一
層
東
西
洋
の
哲
學
的
史
實
を
頭
に
も
っ
て
︑
こ
れ
を

咀
嚼
し
︑
こ
れ
を
消
化
し
て
︑
更
に
前
途
に
發
展
し
て
ゆ
く
抱
負
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
そ
れ
故
に
自
分
は
西
洋
の
哲
學
を
攻
究

す
る
と
共
に
東
洋
の
哲
學
の
研
究
を
怠
ら
ず
︑
兩
者
の
融
合
統
一
を
企
圖
す
る
こ
と
を
以
て
任
と
す
る
や
う
に
力
め
た
次
第
で
あ

る
︒
⁝
⁝
︒
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︵
井
上
哲
次
郎
﹃
明
治
哲
學
界
の
囘
顧
﹄︹
岩
波
書
店
︑
一
九
三
二
年
一
一
月
︺
の
﹁
結
論
︱
自
分
の
立
場
﹂
八
五
頁
～
八
六
頁
︶

な
お
︑
近
代
日
本
の
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
﹁
融
合
﹂
に
つ
い
て
は
︑
高
坂
史
朗
﹁
東
洋
と
西
洋
の
統
合
︱
明
治
期
の
哲
学
者
た
ち
の

求
め
た
も
の
﹂
と
中
村
春
作
﹁
近
代
の
﹁
知
﹂
と
し
て
の
哲
学
史
︱
井
上
哲
次
郎
を
中
心
に
﹂︵
両
篇
と
も
日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
編

﹃
日
本
の
哲
学
﹄
第
八
号
︹
昭
和
堂
︑
二
〇
〇
七
年
一
二
月
︺
所
収
︶
を
参
照
︒

附
記
：
円
了
の
筆
記
ノ
ー
ト
の
所
在
を
教
え
て
く
だ
さ
り
︑
本
稿
を
執
筆
す
る
よ
う
に
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
佐
藤
将
之
氏
と
︑
翻
刻
を
公
開
に

先
ん
じ
て
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
三
浦
節
夫
氏
は
︑
筆
者
に
対
し
︑
細
や
か
に
便
宜
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
︒
佐
藤
氏
と
三
浦
氏
の
お
二

方
に
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
る
︒
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