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【
要
約
】
　
孔
子
は
天
の
存
在
を
認
め
た
が
、
そ
れ
は
不
可
知
な
神
秘
的
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
天
の
命
も
亦
、
人
聞
か
ら
は
窺
知
す
る
を
得
な
い
、
理
知
以
　
…

外
の
存
在
で
あ
尾
彼
の
Σ
笑
の
導
脅
、
垂
幕
天
命
に
・
・
重
事
の
藁
が
い
か
鑑
右
・
れ
一
も
、
そ
れ
に
・
．
毒
念
烹

動
揺
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
た
。
こ
れ
が
「
知
命
扁
の
意
昧
で
あ
る
四
然
る
に
墨
子
は
天
を
正
義
の
神
と
し
、
政
治
辞
命
の
魏
き
大
き
な
政
治
的
変
動

も
、
天
が
主
権
者
の
行
為
の
善
悪
に
対
し
て
加
え
る
賞
罰
の
結
果
だ
と
説
明
し
た
。
併
し
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
賞
罰
は
必
ず
し
も
世
上
に
実
行
さ
れ
て
い

な
い
。
次
に
現
わ
れ
た
盈
子
は
、
政
治
革
命
は
天
の
命
に
よ
っ
て
起
る
が
、
そ
れ
は
人
心
の
帰
趨
に
従
っ
て
起
る
と
し
、
天
命
と
歴
史
現
象
と
を
不
可
分
な

も
の
と
説
明
し
た
。
そ
し
て
仁
義
を
行
う
の
は
、
外
部
に
あ
る
利
を
得
ん
が
た
め
で
は
な
く
、
天
が
人
の
心
に
生
み
つ
け
た
性
の
善
な
る
に
従
う
た
め
で
あ

る
と
し
た
。
孔
子
か
ら
盈
子
へ
の
思
想
的
発
展
は
、
中
閾
に
墨
子
の
存
在
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
正
し
い
理
解
に
到
達
で
き
な
い
。

緒

雪

　
私
は
中
国
の
古
代
思
想
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
緒
を
つ
か

む
た
め
に
、
い
ち
お
う
孔
子
か
ら
始
め
る
の
が
便
利
だ
と
思
う
。
孔

子
は
中
国
に
お
け
る
、
そ
れ
よ
夢
以
前
の
学
問
の
集
大
成
者
だ
と
言

わ
「
れ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
学
問
の
如
何
な
る

　　NA　N細b

も
の
で
あ
っ
た
か
は
容
易
に
測
り
難
い
。
書
経
の
よ
う
な
比
較
的
確

か
と
思
わ
れ
る
古
記
録
で
も
、
既
に
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
孔
子
以
後
に

な
っ
て
付
加
さ
れ
た
部
分
が
多
い
と
い
わ
れ
、
ま
た
そ
の
解
釈
も
孔

子
学
徒
の
手
に
よ
っ
て
儒
教
的
に
潤
色
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
本

来
の
意
味
を
捕
捉
す
る
に
多
大
の
困
難
が
伴
う
。
書
誌
を
含
め
て
五

経
と
称
ぜ
ら
れ
る
他
の
経
書
、
詩
・
春
秋
・
易
つ
礼
も
何
れ
も
孔
子
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以
前
か
ら
存
在
し
、
孔
子
に
よ
っ
て
編
訂
さ
れ
た
と
称
す
る
電
の
の
、

こ
れ
を
想
想
史
の
史
料
と
し
て
利
相
し
よ
う
と
い
う
時
に
、
何
れ
竜

前
述
の
書
経
と
似
た
り
よ
っ
た
り
の
困
難
が
存
在
し
、
安
心
し
て
そ

れ
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
併
し
幸
い
な
こ
と
に
は
、
孔
子
に
関
し
て
は
、
経
書
と
い
わ
れ
る
、

い
わ
ば
後
向
き
の
史
料
の
外
に
、
竜
つ
と
新
し
い
前
向
き
の
史
料
、

即
ち
論
語
が
存
在
す
る
。
論
語
は
現
今
で
は
五
経
と
並
ん
で
経
書
と

し
て
の
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
が
、
実
は
本
来
は
経
で
は
な
く
し
て

伝
で
あ
ゆ
た
。
伝
と
は
、
孔
子
以
後
に
新
し
く
造
り
出
さ
れ
た
著
述

で
、
、
経
の
本
意
を
明
か
に
す
る
に
役
立
つ
も
の
を
言
う
。
い
わ
ば
仏

教
に
お
け
る
論
部
に
当
る
も
の
で
あ
る
。

　
論
語
は
孔
子
の
弟
子
た
ち
が
筆
記
し
た
孔
子
の
言
行
録
で
あ
っ
て
、

本
来
の
経
書
に
比
べ
る
と
遙
か
に
分
り
や
す
い
。
我
々
は
む
し
ろ
論

語
に
よ
っ
て
、
孔
子
の
思
想
の
基
本
的
な
態
度
や
、
そ
の
大
体
の
輪

郭
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
論
語
以
前
に
は
こ
れ
に
類
す

る
竜
の
が
絶
無
で
あ
る
。
私
は
先
ず
論
語
か
ら
始
め
、
以
下
や
は
妙

儒
教
に
お
け
る
伝
の
一
で
あ
っ
た
孟
子
、
そ
の
中
闘
で
諸
子
百
家
の

最
古
に
位
す
る
墨
子
の
思
想
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
古
代
に
お

け
る
革
命
思
想
の
発
展
の
姿
を
素
描
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
こ
こ
に
一
つ
、
初
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
古
典
の
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
清
朝
以
後
、
漢
唐

の
訓
識
の
学
の
価
値
が
再
認
識
さ
れ
、
論
語
な
ど
は
朱
子
の
集
注

（
新
注
）
を
退
け
て
、
梁
の
皇
侃
の
義
疏
、
又
は
宋
の
邪
瀦
の
注
疏

を
用
い
る
の
が
常
識
と
な
っ
て
い
る
が
、
私
の
考
に
よ
る
と
そ
れ
は

大
体
の
上
で
の
話
で
、
個
々
の
場
合
に
な
る
と
必
ず
し
も
新
注
が
悪

く
て
、
注
疏
が
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
一
例
と
し
て
論
語
里
仁
第

四
の
中
の

　
朝
に
道
を
聞
け
ば
、
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
夷
。

と
い
う
有
名
な
句
の
解
釈
を
検
討
し
よ
う
。
先
ず
朱
子
の
集
注
に
は

　
道
と
は
事
物
轟
然
の
理
に
し
て
、
葡
も
之
を
穿
く
を
得
れ
ば
、
生
き
て
は

　
順
い
死
し
て
は
安
く
、
復
た
遺
恨
と
す
る
な
し
爽
。

と
い
い
、
道
そ
の
も
の
を
知
る
、
の
意
に
取
っ
て
い
る
。
．
然
る
に
皇

侃
義
疏
本
を
見
れ
ば
、
先
ず
魏
の
等
張
の
注
を
記
し
て

　
将
に
死
に
至
ら
ん
と
す
る
も
、
世
に
道
あ
る
を
聞
か
ず
と
言
う
な
り
。

と
い
い
、
そ
の
下
に
自
己
の
意
見
を
述
べ
て

　
世
に
道
な
き
を
歎
ず
。
故
に
欝
5
。
若
し
朝
に
し
て
徴
に
道
あ
る
を
聞
か

　
ば
、
夕
に
死
す
る
も
恨
み
な
し
と
．
、

　
　
　
　
　
　
　

と
あ
り
、
聞
道
の
二
字
を
、
道
が
世
に
行
わ
れ
る
の
を
聞
く
、
の
意
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に
解
し
て
い
る
。
宋
の
邪
鼠
内
曇
も
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
然
る
に
溝

代
考
証
学
者
の
意
見
は
ま
た
異
り
、
反
っ
て
朱
子
の
．
説
と
一
致
し
て

い
る
か
ら
甚
だ
妙
で
あ
る
。
劉
底
面
の
論
語
正
義
に

　
新
序
雑
事
篇
に
楚
の
共
王
の
事
を
載
せ
、
薄
書
皇
甫
諸
俵
に
認
の
語
を
載

　
す
る
に
、
砦
、
閥
道
を
謂
い
て
、
己
れ
が
道
を
聞
く
こ
と
と
な
し
、
注
に

　
言
う
が
如
く
、
樵
の
道
あ
る
を
聞
く
に
は
雰
ざ
る
な
り
。

と
あ
妙
、
こ
の
場
合
に
は
義
疏
・
注
疏
の
説
を
非
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
ま
西
漢
意
の
店
向
の
新
序
に
つ
い
て
見
る
に
、
彼
は
楚
の

共
王
が
、
朝
に
道
を
聞
け
ば
云
云
と
齋
つ
た
事
実
を
受
け
て

　
な
お
身
を
褒
す
る
ま
で
膳
ら
ざ
る
よ
り
は
愈
れ
る
者
な
り
。

と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
漢
代
ま
で
普
通
の
解
釈
で
あ
っ
た
こ

と
が
誕
明
さ
れ
る
。

　
併
し
な
が
ら
こ
の
場
含
は
幸
い
に
新
序
や
、
晋
書
皇
甫
譲
伝
の
よ

う
な
、
屈
強
な
材
料
が
あ
っ
て
、
注
疏
本
の
解
が
悪
く
、
む
し
ろ
新

注
の
方
が
正
し
い
こ
と
が
分
つ
た
が
、
こ
れ
は
余
程
偶
然
な
場
合
で

あ
り
、
い
つ
も
こ
の
よ
う
な
僥
倖
は
期
待
で
き
ぬ
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
一
概
に
新
注
は
後
世
の
解
釈
で
あ
る
か
ら
従
い
に
く
く
、

現
在
す
る
中
で
の
古
い
解
釈
ほ
ど
確
か
だ
と
は
…
無
い
か
ね
る
。
要
す

る
に
個
汝
の
場
合
に
当
っ
て
そ
の
解
釈
を
取
置
選
択
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
わ
け
で
、
こ
の
無
原
則
は
あ
な
が
ち
論
語
の
場
合
に
限
ら
ず
、

孟
子
や
そ
の
他
の
諸
子
百
家
の
場
合
に
竜
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

　
凡
そ
一
時
代
に
は
一
時
代
の
流
行
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
古
典
の
解

釈
を
意
識
的
、
無
意
識
的
に
歪
め
て
し
ま
う
結
果
を
竜
た
ら
す
。
西

漢
時
代
の
い
わ
ゆ
る
今
文
の
学
で
さ
え
、
孔
子
を
素
王
と
す
る
、
と

い
う
一
種
の
史
観
に
災
い
さ
れ
て
、
原
始
儒
教
の
真
面
目
を
失
っ
た

解
が
多
い
。
，
そ
の
よ
う
な
無
数
の
歪
み
の
中
か
ら
、
当
初
の
純
正
な

意
味
を
汲
み
出
す
た
め
に
考
え
ら
れ
る
手
段
は
、
後
世
の
作
為
そ
の

も
の
が
生
み
出
し
た
破
綻
を
発
見
し
、
そ
の
矛
盾
を
追
求
し
て
行
く

こ
と
が
、
一
つ
の
手
掛
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
っ

孔
子
と
天
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
孔
子
の
時
に
は
ま
だ
後
世
の
よ
う
な
天
命
が
革
ま
る
と
い
う
革
命

思
想
が
な
か
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

併
し
孔
子
は
屡
翼
天
に
つ
い
て
語
夢
、
命
に
つ
い
て
書
及
し
て
い
る

が
、
こ
の
語
は
彼
に
お
い
て
抑
も
何
を
意
味
す
る
竜
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
、
後
世
の
解
釈
家
は
機
工
、
孟
子
の
思
想
を
以
て
論
語

を
読
み
、
そ
こ
に
儒
教
に
共
通
す
る
解
釈
を
見
肥
し
て
、
そ
れ
を
普

逓
的
な
儒
数
の
精
神
だ
と
信
じ
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
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が
私
は
む
し
ろ
、
論
語
の
思
想
と
孟
子
の
思
想
と
の
問
に
、
成
る
べ

く
多
く
の
差
違
を
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
儒
教
思
想
の
時
代
的
な

発
展
の
あ
と
を
辿
り
た
く
思
う
の
で
あ
る
。
論
語
述
而
第
七
に
、
孔

子
が
桓
懸
に
迫
害
を
受
け
た
時
の
喜
を
記
し

　
子
田
。
天
馬
徳
予
予
。
桓
蟷
筆
写
予
何
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
和
訓
で
は
普
通
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む

　
子
日
く
、
天
徳
を
予
に
生
ぜ
り
。
三
門
そ
れ
予
を
如
何
せ
ん
や
。

　
　
　

と
、
生
の
字
を
断
定
的
に
読
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
注
疏

の
訓
み
・
方
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
婁
注
に
は

　
我
に
煩
く
る
に
墾
性
を
以
て
し
、
徳
天
地
に
合
レ
、
吉
に
し
て
利
な
ら
ざ

　
る
な
し
。

と
あ
り
、
豪
勢
疏
に
は

　
桓
魅
必
ず
我
を
害
す
る
能
わ
ず
。

と
説
明
し
、
要
す
る
に
孔
子
は
天
よ
り
の
特
別
の
庇
護
を
受
け
て
生

れ
た
こ
と
を
間
く
信
じ
、
外
部
か
ら
の
危
害
を
意
に
か
け
な
か
っ
た

と
い
う
に
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
漢
代
今
文
学
の
思
想
で
あ
っ
て
、

孔
干
を
素
王
と
す
る
考
か
ら
読
め
ば
当
然
こ
の
よ
う
に
な
る
筈
で
あ

る
。
然
る
に
論
語
の
中
に
は
こ
れ
と
対
応
し
て
読
む
べ
き
、
「
極
め
て

類
似
し
た
内
容
を
穿
つ
一
章
が
あ
砂
、
こ
と
に
よ
る
と
両
者
は
同
一

事
が
誤
っ
て
二
様
に
伝
え
ら
れ
た
か
と
さ
え
疑
わ
れ
る
。
即
ち
子
奪

第
九
に

　
子
慢
於
匡
。
日
文
王
三
遷
。
文
不
在
於
戴
乎
。
天
之
将
爽
斯
文
也
。
後
死

　
嚢
不
得
与
於
斯
文
也
。
天
之
未
蕃
書
文
也
。
匡
人
周
密
予
震
。

　
　
（
和
訓
）
子
匡
に
と
ら
わ
る
。
曰
く
、
文
王
既
に
残
す
。
文
滋
に
在
ら
ず

　
や
。
　
（
も
し
）
天
の
将
に
斯
文
を
蔓
ぼ
さ
ん
と
す
る
や
、
後
死
者
を
し
て

　
斯
文
に
与
か
る
を
得
ざ
ら
し
め
ん
也
。
　
（
も
し
）
天
の
未
だ
斯
文
を
喪
ぽ

　
さ
ざ
る
や
、
匡
人
そ
れ
予
を
如
何
せ
ん
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
二
つ
の
仮
聞
を
設
け
て
、
か
か
る
場
合
に
は
か
く

か
く
、
か
か
る
場
合
に
は
し
か
じ
か
と
自
問
自
証
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
勿
論
、
重
き
を
お
く
の
は
第
二
の
場
合
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の

場
合
も
天
の
行
動
は
飽
迄
竜
仮
説
の
辞
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な

け
れ
ば
・
な
ら
な
い
。
従
っ
て
前
に
引
い
た
述
而
第
七
の
多
彩
当
に

　
　
（
も
し
）
天
が
徳
を
予
に
生
ぜ
し
な
ら
ば
、
歴
世
そ
れ
予
を
如
何
に
せ
ん

　
や
。

と
、
前
文
を
仮
説
の
辞
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
も
し

孔
子
の
自
信
の
程
を
表
わ
す
と
し
て
も
、
か
か
る
言
葉
を
孔
子
自
身

の
口
か
ら
断
定
的
に
言
う
の
は
拙
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
此
処
に
言

え
る
こ
と
は
、
従
来
の
論
語
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
天
κ
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関
し
て
仮
設
の
辞
で
あ
っ
た
も
の
を
、
後
世
、
断
定
的
に
読
む
に
至

っ
た
、
歪
め
ら
れ
た
傾
向
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ

で
我
友
は
論
語
に
存
在
す
る
天
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
仮
設
と
し
て
読

ん
だ
方
が
よ
く
な
い
か
一
を
一
度
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
論
語

出
生
第
十
四
に

　
子
温
く
、
天
を
怨
み
ず
、
人
を
と
が
め
ず
。
下
学
し
て
上
達
せ
ん
と
す
。

　
我
を
知
る
者
は
そ
れ
天
な
る
か
。

と
あ
り
、
之
は
始
め
か
ら
仮
設
の
辞
で
あ
る
が
、
な
お
よ
く
そ
の
意

命
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
（
天
に
は
期
得
を
か
け
る
べ
き
で
な
く
、
ど
ん
な
結
集
が
で
よ
う
と
も
）

　
天
を
怨
む
べ
き
で
な
い
。
（
自
分
の
期
待
が
外
れ
て
も
）
、
人
の
せ
い
に
し
・

　
て
は
な
ら
ぬ
。
後
身
の
学
問
を
治
め
た
上
で
、
古
の
聖
人
の
境
地
に
達
し

　
よ
う
と
つ
と
め
る
。
こ
の
よ
う
な
自
分
を
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
天
だ
け
が

　
知
っ
て
く
れ
よ
う
か
。

　
こ
れ
は
私
が
括
弧
の
中
で
補
っ
た
よ
う
に
、
原
来
天
は
不
可
知
な

る
も
の
、
従
っ
て
何
事
を
竜
期
待
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
い
う
こ
と

が
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
と
理
解
し
に
く
い
。
故
に
天
に
関
し
て
は
、

一
切
は
断
定
的
に
物
が
君
え
な
い
の
で
あ
る
。
先
進
第
十
一
の
、
顔

回
が
死
ん
だ
時
の
孔
子
の
歎
き

　
憶
。
天
褻
予
。
天
喪
予
。

も
普
通
に
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
天
際
を
黙
せ
り
」
と
断
定
す

べ
き
で
は
な
く
、

　
あ
あ
、
天
華
を
喪
ぽ
せ
し
か
。
天
聴
を
喪
ぽ
せ
し
か
。

と
疑
問
を
存
す
る
よ
う
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
天
は
不

可
知
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
但
し
そ
れ
は
非
常
に
強
力
な
存
在
で
あ

りと
あ
り
、

の
と
り
に
く
い
、

類
似
を
求
む
れ
ば
、
抑
も
い
か
な
る
も
の
に
比
較
さ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

　
中
国
の
み
な
ら
ず
、
広
く
東
亜
に
o
Q
プ
重
餅
ρ
鼠
ω
欝
の
信
仰
が
分
布

し
、
そ
の
起
原
は
相
当
古
く
ま
で
摺
り
う
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で

あ
る
。
Q
Q
び
卿
量
銀
μ
訪
窮
は
汎
神
論
、
又
は
万
有
神
教
と
も
景
隣
う
べ
く
、

無
数
の
神
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
存
在
す
る
乙
と
を
億
ず
る
原
始
的
な

宗
教
で
あ
る
が
、
そ
の
神
は
人
生
に
甚
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
に
拘

絶
対
に
そ
れ
を
怒
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
八
倫
第
三
に

子
日
。
不
然
。
獲
罪
於
天
。
無
所
磯
也
。

子
田
く
、
い
な
。
い
ち
ど
天
を
怒
ら
し
て
了
っ
た
ら
最
後
、
あ
と
で
藤
っ

て
も
も
う
取
返
し
ぼ
つ
か
な
い
。

　
　
天
と
は
人
間
の
よ
う
に
感
情
を
も
ち
、
し
か
も
甚
だ
機
嫌

　
　
　
　
　
　
怖
る
べ
き
駅
手
で
も
あ
る
。
か
か
る
天
と
は
他
に
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ら
ず
、
常
に
正
義
に
の
み
味
方
す
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
意
向
は
ま

た
極
め
て
測
還
し
が
た
い
。
た
だ
こ
の
際
、
神
と
人
と
の
問
を
仲
介

す
る
職
業
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
即
ち
の
財
塑
ヨ
ρ
昌
（
巫
蜆
）
で
あ
る
。

こ
う
し
て
彼
等
が
神
に
仕
え
る
に
は
如
何
に
す
べ
き
か
ど
い
う
問
題

か
ら
ト
や
籏
が
始
ま
り
、
更
に
そ
こ
か
ら
文
字
や
学
問
が
発
生
し
た

こ
と
、
中
国
の
ト
辞
、
エ
ジ
プ
ト
の
憎
侶
文
字
が
示
す
と
お
り
で
、

東
西
に
共
通
な
る
現
象
で
あ
る
。
孔
子
当
時
に
行
わ
れ
た
、
神
（
叉

は
鬼
神
）
は
か
か
る
段
階
に
あ
る
竜
の
で
、
天
は
即
ち
そ
の
一
種
に
外

な
ら
な
い
。
倶
し
孔
子
の
思
想
は
当
時
の
一
般
人
の
考
よ
の
は
進
歩

し
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
出
来
る
限
り
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み

た
。
併
し
な
が
ら
如
何
に
努
力
し
て
も
、
神
の
如
き
存
在
に
は
合
理

化
し
き
れ
ぬ
部
分
が
残
る
。
孔
子
に
あ
っ
て
は
そ
れ
を
強
い
て
無
理

に
割
切
る
こ
と
を
せ
ず
、
不
可
知
な
電
の
は
不
可
知
な
も
の
と
し
て

そ
の
ま
ま
残
す
態
度
を
と
っ
た
。
よ
く
言
え
ば
甚
だ
常
識
的
、
実
際

的
で
あ
り
、
極
端
に
流
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
悪
く
欝
え
ば
現
実
と

、
妥
協
し
す
ぎ
る
嫌
い
が
な
い
で
も
な
い
。
雍
也
第
六
に

　
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
。
知
と
謂
う
べ
し
夷
。

と
あ
り
、
鬼
神
の
本
質
は
把
握
し
難
い
が
、
世
人
の
尊
ぶ
も
の
で
あ

る
か
ら
一
応
は
之
に
敬
意
を
払
う
が
、
但
し
あ
ま
り
近
寄
る
こ
と
な

く
、
な
る
べ
く
之
を
遠
ざ
け
て
お
く
を
「
知
」
だ
と
い
う
。
孔
子
の

「
知
」
は
凡
て
を
知
り
尽
す
こ
と
で
な
く
、
為
政
第
工
に

　
之
を
知
る
を
之
る
知
る
と
な
し
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
な
す
。
こ
れ

　
　
「
知
」
な
り
。

と
あ
り
、
之
を
前
の
場
合
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
鬼
神
の
本
質
は
本
来

不
可
知
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
不
可
知
に
止
め
て
お
く
の
が
「
知
」

に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
。
東
電
第
七
に

　
子
は
怪
・
力
・
乱
・
神
を
語
ら
ず
。

と
あ
り
、
弟
子
に
向
っ
て
神
に
つ
い
て
の
説
明
を
な
さ
ず
、
ま
た
公

冶
長
第
五
に
、
子
貢
の
言
と
し
て

　
夫
子
の
性
と
天
道
と
を
雷
う
は
、
得
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
り
爽
。

と
あ
る
も
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
す
る
と
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、

屡
㌃
彼
が
口
に
し
た
天
命
な
る
語
の
意
味
で
あ
っ
て
、
為
政
第
二
に

見
え
る
、
か
の
有
名
な
一
句

　
子
曰
く
、
吾
十
有
五
に
し
て
学
に
志
し
、
三
十
に
し
て
立
ち
、
四
十
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
て
惑
わ
ず
、
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
。

の
天
命
な
る
語
も
、
更
に
考
え
直
す
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
皇
侃
義

疏
に
は
こ
の
所
で
、
王
覇
の
書
を
引
き

　
天
命
に
は
廃
罷
に
期
あ
り
。
道
の
遂
に
行
わ
れ
ざ
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
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中国古代における天と命と天命の思想（宮瞬）

と
あ
り
、
朱
子
の
集
注
で
は

　
天
命
と
は
即
ち
天
道
の
流
行
し
て
物
に
賦
す
る
者
、
乃
ち
事
物
影
然
之
故

　
な
り
、
此
を
知
れ
ば
即
ち
其
の
精
を
極
む
る
を
知
る
。

と
あ
り
、
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
天
命
を
知
る
の
句
を
以
て
、
天

命
の
内
容
を
知
る
と
解
す
る
点
に
お
い
て
は
共
通
で
あ
る
。

　
併
し
私
が
こ
れ
ま
で
述
べ
た
方
向
に
従
っ
て
解
釈
す
る
と
、
天
な

る
も
の
は
抑
も
不
可
知
な
る
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
天
命
も
亦
知
る

べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
結
局
、
不
可
知
を
不
可
知
と
す
る
こ
と
が
知
命

の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
の
思
想
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
場

合
に
人
事
に
対
立
し
た
不
可
知
な
る
天
命
が
あ
り
、
こ
の
天
命
に
左

右
さ
れ
て
人
事
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
分
ら
ぬ
、
そ
れ
を
悟

る
こ
と
が
知
命
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
辞
義
義
疏
に
熊
埋
な

る
者
の
説
を
引
き

　
既
に
人
事
の
成
敗
を
了
し
、
遂
に
天
命
の
期
運
を
推
す
。
可
否
を
以
て
そ

　
の
理
治
に
繋
げ
ず
、
窮
通
を
以
て
そ
の
志
を
易
え
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
も
の
が
、
稽
タ
是
に
近
い
。
墓
銘
第
十
六
に

　
孔
子
潤
く
、
君
子
に
三
畏
あ
り
。
天
命
を
写
る
（
中
略
）
。
小
人
は
天
命
を

　
知
ら
ず
し
て
畏
れ
ず
。

と
あ
り
、
い
か
に
人
事
に
尽
力
す
る
も
、
天
命
に
よ
っ
て
失
敗
す
る

こ
と
あ
る
を
始
め
か
ら
覚
悟
し
て
か
か
る
べ
く
、
楽
観
し
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
戒
め
で
あ
ろ
う
。
、
こ
の
天
命
は
略
し
て
単
に
命
と
い
う
こ

と
あ
り
、
子
牢
第
九
に

　
　
子
は
箏
に
利
を
言
う
。
命
と
与
に
し
、
仁
と
与
に
す
。

と
あ
り
、
利
の
実
現
に
は
計
算
以
上
の
天
命
な
る
偶
然
が
加
入
す
る

こ
と
、
ま
た
利
を
得
る
方
法
は
人
道
に
戻
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
の
教

説
で
あ
ろ
う
。
憲
問
第
十
四
に

　
　
子
曰
く
、
道
の
将
に
行
わ
れ
ん
と
す
る
や
、
命
な
り
。
道
の
将
に
廃
せ
ん

　
　
と
す
る
や
、
命
な
り
。
・
公
伯
寮
、
そ
れ
命
を
如
何
せ
ん
や
。

と
あ
る
は
、
最
初
に
引
用
し
た
畏
於
匡
の
章
と
、
文
意
が
よ
く
相
似

て
い
る
。
命
の
内
容
は
窺
知
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
仮

に
二
つ
の
場
合
を
想
定
し
、
何
れ
の
場
合
に
も
小
人
の
策
動
は
全
く

無
力
で
あ
り
、
孔
子
の
志
を
変
え
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
天
及
び
天
命
は
孔
子
に
と
っ
て
不
可
知
の
存
在
で
あ
る
。

但
し
天
は
意
志
あ
り
、
感
情
あ
り
、
そ
の
力
は
強
大
に
し
て
怒
ら
せ

て
は
な
ら
ぬ
が
、
し
か
も
そ
の
意
向
は
人
間
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き

ず
、
ま
た
人
力
で
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
尊
い
か

．
え
れ
ば
孔
子
の
天
は
未
だ
正
義
の
神
に
な
強
き
っ
て
い
な
い
、
未
発
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達
な
神
格
で
あ
る
。
善
と
悪
と
何
れ
に
加
担
す
る
か
予
測
で
き
ず
、

ま
た
こ
の
理
由
竜
人
間
に
は
知
ら
れ
ぬ
神
秘
的
な
存
在
に
止
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
　
、

　
と
は
言
う
も
の
の
孔
子
の
天
は
、
・
普
通
の
G
Q
ぎ
諺
憲
勝
ヨ
の
神
よ

り
は
遙
か
に
進
歩
し
、
合
理
化
し
て
い
る
。
ω
ぎ
巳
磐
巳
ω
ヨ
の
神
は

多
く
人
間
的
な
弱
点
を
有
し
、
犠
牲
を
捧
げ
ら
れ
た
り
、
或
い
は
祈

薦
さ
れ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
に
左
右
さ
れ
て
意
志
を
決
定
す
る
の
で
、

い
わ
ば
賄
賂
に
よ
っ
て
翼
収
さ
れ
る
結
果
に
な
る
。
そ
し
て
孔
子
当

時
の
一
般
人
の
鬼
神
に
対
す
る
考
え
方
も
こ
の
範
囲
を
麗
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
孔
子
は
能
う
限
り
之
を
合
理
化
す
る
に
努
力
し
、

そ
の
結
果
が
鬼
神
を
遠
去
け
る
こ
と
に
落
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
鬼
神
の
代
表
者
な
る
天
は
、
ま
だ
副
管
し
て
な
い
が
、
そ
れ
が

正
義
の
神
な
る
べ
き
を
購
に
期
待
し
た
点
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き

る
。　

論
語
な
る
書
は
甚
だ
詞
華
な
内
容
を
も
ち
、
そ
の
凡
て
が
孔
子
当

時
の
孔
子
学
派
の
思
想
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

我
々
は
論
語
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
一
種
独
特
，
な
論
語

的
思
考
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
論
語

的
思
考
を
通
じ
て
見
る
限
り
、
後
世
儒
家
の
称
え
る
革
命
思
想
は
孔

子
時
代
に
は
未
だ
こ
れ
を
見
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
え
る
の
で

あ
る
。

二
　
墨
子
に
お
け
る
天
と
命

　
孔
子
の
理
想
は
仁
に
あ
り
、
仁
は
人
の
穴
熊
漏
道
芝
肪
ヨ
で
あ
っ

て
、
天
や
鬼
神
の
信
仰
と
は
寧
ろ
対
瞭
的
な
倫
理
道
徳
で
あ
る
。
仁

を
行
う
の
は
人
類
当
然
の
義
務
と
し
て
行
う
の
で
あ
っ
て
神
秘
的
な

宗
教
思
想
は
な
る
べ
く
こ
れ
を
遠
方
に
追
い
や
っ
て
、
そ
れ
だ
け
倫

理
道
徳
の
範
囲
を
拡
張
レ
よ
う
と
し
た
。
天
命
と
か
鬼
神
と
か
い
う

不
可
知
な
存
在
は
、
反
っ
て
彼
の
倫
理
道
徳
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
存

在
で
あ
っ
た
。
故
に
強
い
て
之
を
学
問
の
対
象
と
せ
ず
、
只
そ
の
よ

う
な
超
越
的
な
存
在
は
、
単
に
こ
れ
を
存
在
と
し
て
考
慮
に
入
れ
、

そ
の
動
き
に
よ
っ
て
仁
を
行
う
に
当
っ
て
萎
縮
し
て
は
な
ら
、
ぬ
覚
悟

を
強
調
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
然
る
に
も
孔
子
の
次
に
現
わ
れ
て
異
説
を
称
え
た
の
は
墨
子
で
あ

る
。
孔
子
の
生
涯
は
普
通
に
西
紀
腰
強
五
一
年
～
四
七
九
年
と
さ
れ
、

墨
子
の
そ
れ
は
西
紀
前
四
八
○
年
よ
り
三
九
〇
年
の
問
の
人
と
さ
れ

る
か
ら
、
お
お
よ
そ
孔
子
の
死
ん
だ
頃
に
墨
子
が
生
れ
た
と
思
え
ば

よ
い
で
あ
ろ
う
。
墨
子
の
説
は
孔
子
を
承
け
て
酒
毒
竜
孔
子
を
凌
駕
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樺1古代における茉と命と天命の思想（宮翻

し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
種
女
の
点
で
孔
子
と
考
え
方
を
異
に
す
る
。

孔
子
は
宗
教
的
思
想
を
な
る
べ
く
後
方
へ
押
し
や
っ
て
、
倫
理
道
徳

を
強
調
し
た
が
、
墨
子
は
倫
理
道
徳
の
中
心
に
宗
教
信
仰
を
据
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
古
来
の
宗
教
思
想
を
復
活
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
の

点
で
彼
の
態
度
は
復
古
的
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
但
し
彼
が
考
え
た
鬼

神
、
及
び
天
な
る
者
は
孔
子
の
そ
れ
と
異
り
、
一
層
合
理
化
さ
れ
、

道
徳
化
さ
れ
た
も
の
で
、
最
早
孔
子
に
お
け
る
如
く
不
明
瞭
な
神
格

で
な
く
、
そ
れ
が
純
粋
な
正
義
の
神
に
な
り
き
っ
て
い
る
点
が
注
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
墨
子
の
思
想
は
孔
子

よ
り
も
一
歩
前
進
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　
墨
子
の
著
書
新
篇
の
中
、
直
接
に
天
の
問
題
に
関
係
が
あ
る
の
は
、

天
志
、
明
鬼
、
非
命
の
三
篇
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
墨
子
の
書
は

同
一
の
篇
が
上
中
下
の
三
部
に
分
れ
、
こ
の
二
一
部
は
多
く
の
場
合
、

同
一
内
容
の
異
っ
た
言
葉
に
よ
る
繰
返
し
が
行
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
が
、
現
存
の
墨
子
は
右
の
う
ち
、
明
鬼
下
の
み
を
存
し
て
、
明

誌
上
・
中
を
欠
く
。
ま
た
孔
子
に
あ
っ
て
は
、
天
命
は
即
ち
天
の
命
、

や
が
て
天
は
即
ち
命
と
岡
義
語
に
翔
い
ら
れ
る
が
、
墨
子
に
あ
っ
て

は
天
に
志
あ
っ
て
、
命
と
思
ハ
な
り
、
天
と
命
と
は
全
く
別
側
の
存
在

で
あ
る
。
墨
子
篇
名
に
天
憎
悪
と
並
ん
で
非
命
篇
の
み
る
所
以
で
あ

る
。　

論
語
で
は
天
と
鬼
神
と
の
関
係
を
明
書
し
た
と
こ
ろ
が
な
く
、
た

だ
前
後
の
関
係
よ
り
し
て
、
天
は
鬼
神
の
一
種
な
る
こ
と
を
推
測
さ

れ
る
に
止
ま
る
が
、
墨
子
は
明
白
に
天
を
以
て
鬼
神
の
最
高
な
る
も

の
と
認
め
て
い
る
。
天
砂
上
に

　
上
を
天
を
尊
び
、
中
ご
ろ
は
鬼
神
に
事
え
、
下
は
人
を
愛
す
。

と
あ
り
、
ま
た
明
図
式
に

　
果
鬼
な
る
も
の
あ
り
、
亦
た
山
水
の
鬼
神
あ
り
、
亦
た
人
の
死
し
て
鬼
と

　
な
る
者
あ
り
。

と
あ
り
、
天
鬼
と
は
天
（
上
帝
）
の
左
右
に
あ
る
鬼
神
の
謂
で
あ
ろ
う
。

　
墨
子
の
鬼
神
は
決
し
て
不
可
知
な
る
存
在
で
な
く
、
最
も
人
生
に
．

襟
接
し
、
常
に
人
間
の
行
動
を
監
視
し
て
怠
ら
ず
、
そ
の
善
悪
に
従

っ
て
賞
罰
を
加
え
る
、
裁
判
官
の
如
き
存
在
で
あ
る
。
明
鬼
下
に
殴

≧
こ
の
こ
と
を
繰
返
し
て
言
っ
て
い
る
。

　
鬼
神
の
能
く
賢
を
賞
し
て
暴
を
罰
す
る
を
信
ず
。

　
施
行
（
行
為
）
は
以
て
謹
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
現
に
鬼
神
の
之
を
視
る
あ

　
り
。

　
鬼
神
の
明
は
、
幽
間
広
沢
・
山
林
、
深
谷
（
に
よ
っ
て
蔽
わ
る
）
と
思
う
べ

　
か
ら
ず
。
鬼
神
の
明
は
必
ず
之
を
知
る
。
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と
あ
り
、
鬼
神
に
よ
る
善
悪
応
報
の
実
例
を
数
多
く
列
挙
し
て
い
る
。

か
か
る
強
力
な
鬼
神
の
賞
罫
に
は
、
王
公
と
難
も
除
外
例
と
な
る
こ

と
が
出
来
ぬ
。
こ
の
点
は
甚
だ
よ
く
後
世
の
道
教
と
類
似
す
る
が
、

但
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
道
教
が
墨
子
か
ら
出
た
と
い
う
を
意
味
せ
ず
、

む
し
ろ
墨
子
も
道
教
竜
共
に
同
じ
ω
び
9
ヨ
僻
p
償
露
の
地
盤
か
ら
発
生

し
た
と
見
る
方
が
よ
り
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
の
如
く
、
墨
子
に
お
い
て
は
天
と
鬼
神
と
の
間
に
階
級
的
な

差
違
が
あ
り
、
普
通
の
鬼
神
は
諸
侯
以
下
の
個
人
に
対
す
る
賞
騎
を

掌
る
が
、
天
は
専
ら
主
権
老
と
し
て
の
天
子
の
行
為
に
対
す
る
審
判

を
司
る
。
天
喜
中
に

　
天
子
善
を
為
せ
ば
、
天
能
く
之
を
賞
す
。

と
あ
り
、
意
志
上
に

　
昔
は
三
代
の
聖
王
、
萬
湯
文
武
は
、
こ
れ
天
意
に
順
っ
て
賞
を
得
し
な
り
。

と
あ
り
、
ま
た

　
我
は
所
以
に
天
の
政
を
天
子
に
為
す
を
知
る
な
り
。

と
言
っ
て
い
る
。
斯
の
如
く
墨
子
に
至
っ
て
始
め
て
天
の
意
志
に
よ

っ
て
、
主
権
者
の
地
位
が
変
動
す
る
と
い
う
中
国
独
特
の
革
命
思
想

が
出
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
但
し
墨
子
は
革
命
な
る
言
葉
を
使
う
を

欲
し
な
い
。
墨
子
の
い
う
命
は
、
儒
教
の
天
命
と
は
頗
る
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
異
に
し
、
主
と
し
て
宿
命
論
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
然
ら
ば
天
や
鬼
神
が
賞
罰
を
下
す
行
為
の
善
悪
の
標
準
は
何
か
と

い
う
に
、
そ
の
最
高
の
善
と
す
る
所
は
兼
愛
で
あ
る
。
天
志
野
に

　
天
は
天
下
を
兼
ね
て
之
を
愛
す
。

と
あ
り
、
ま
た
先
に
も
引
い
た
よ
う
に
同
篇
に
、
天
子
善
を
為
せ
ば

天
能
く
之
を
賞
す
、
と
あ
る
を
併
せ
考
う
る
に
、
善
と
は
兼
愛
の
別

名
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
墨
子
の
兼
愛
は
、
孔
子
の
差
別
愛
に
対
す
、

る
言
葉
で
あ
り
、
孔
子
は
親
疏
に
応
じ
て
愛
の
程
度
に
差
等
を
設
け
、

こ
の
差
等
こ
そ
社
会
秩
序
の
根
本
で
あ
る
と
強
調
す
る
に
対
し
、
墨

子
の
兼
愛
は
無
差
別
愛
で
あ
り
、
他
人
を
愛
す
る
こ
と
自
己
を
愛
す

る
如
く
、
他
人
の
親
を
愛
す
る
こ
と
自
己
の
親
を
愛
す
る
に
異
ら
ぬ

と
す
る
、
普
逓
的
、
献
身
的
な
愛
で
あ
る
所
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

天
志
下
に

　
天
の
意
に
順
5
者
は
兼
（
愛
）
な
り
。
天
の
意
に
反
す
る
者
は
別
（
愛
）

　
な
り
。

と
あ
り
、
世
人
が
別
心
に
よ
り
、
自
己
の
家
、
自
己
の
国
を
愛
し
て
、

他
人
の
家
、
他
人
の
国
を
（
そ
れ
程
に
は
）
愛
し
な
い
の
が
、
盗
賊

や
戦
争
の
原
因
で
あ
る
と
排
斥
す
る
。
併
し
兼
愛
は
文
字
通
り
の
普
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遍
愛
、
無
限
愛
と
す
れ
ば
、
兼
愛
家
は
ど
こ
の
誰
か
ら
頼
ま
れ
て
も
、

親
身
に
な
っ
て
働
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
結
局
自
己
の
上

に
無
限
の
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
と
な
る
。
実
際
に
墨
子
自
身
が
そ
れ

を
実
行
し
よ
う
と
し
た
人
で
、
東
奔
西
走
遽
な
く
、
「
墨
突
不
言
一

墨
家
の
煙
突
は
す
す
け
る
ひ
ま
が
な
い
」
と
称
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の

点
が
ま
た
墨
子
学
問
の
実
行
を
困
難
に
し
、
や
が
て
墨
派
を
不
振
に

陥
れ
、
遂
に
は
絶
学
た
ら
し
め
る
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
天
及
び
鬼
神
の
思
想
は
、
孔
子
と
墨
子
と
で
大
い
に

異
る
。
然
ら
ば
墨
子
は
天
の
命
令
な
る
天
命
を
如
何
に
考
え
た
で
あ

ろ
う
か
。
尤
も
墨
子
は
な
る
べ
く
天
命
な
る
醤
葉
を
用
い
ず
、
専
ら

天
志
、
或
は
天
意
な
る
言
葉
で
天
の
意
向
を
表
わ
す
。
而
し
て
命
な

る
語
は
儒
家
に
特
有
の
術
語
と
見
、
そ
れ
は
宿
命
の
意
と
解
し
て
之

に
攻
撃
を
加
え
た
の
が
非
命
篇
で
あ
る
。
本
来
孔
子
の
命
は
む
し
ろ

偶
然
の
め
ぐ
り
合
せ
と
い
う
に
近
い
の
で
あ
る
が
、
墨
子
に
は
抑
も

偶
然
な
る
も
の
は
存
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
凡
て
が
万
能
な
る
天

や
鬼
神
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
で
、
そ
こ
に
は
偶

然
の
入
り
こ
む
隙
が
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
孔
子
の
言
う
命
な
る
も

の
は
、
こ
れ
を
墨
子
か
ら
曇
れ
ば
、
そ
れ
は
天
や
鬼
神
以
外
の
駈
る

力
が
定
め
た
必
然
の
径
路
、
た
だ
人
聞
だ
け
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
の

出
来
ぬ
前
世
か
ら
の
約
束
、
神
秘
な
宿
命
と
領
解
す
る
よ
り
外
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
非
命
上
に
こ
の
よ
う
な
宿
命
論
を
排
撃
し
て

　
命
あ
り
と
志
す
る
春
の
言
に
説
く
、
命
変
な
れ
ば
警
み
、
命
貧
な
れ
ば
貧

　
し
く
、
命
衆
な
れ
ば
（
民
）
衆
く
、
門
並
な
れ
ぽ
寡
な
く
、
仁
治
な
れ
ば

　
治
ま
り
、
命
乱
な
れ
ば
乱
れ
、
些
些
な
れ
ば
寿
な
が
く
、
命
重
な
れ
ば
天

　
な
り
と
。

と
い
う
不
合
理
な
る
点
を
指
摘
し
て
、

　
世
未
だ
考
え
ず
、
民
望
だ
楡
ら
ず
、
藥
約
に
在
り
て
は
天
下
乱
れ
、
湯
武

　
に
在
り
て
は
天
下
治
ま
る
。
量
命
あ
り
と
謂
う
ぺ
け
ん
や
。

と
あ
っ
て
、
宿
命
的
に
定
ま
っ
た
乱
蝕
、
治
世
と
い
う
よ
う
な
も
の

は
な
く
、
専
ら
人
間
の
中
の
最
高
責
任
老
天
子
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ

る
と
す
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
に
賞
罰
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理

由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
儒
教
的
な
命
と
い
う
よ
う
な
宿
命
論

的
な
考
え
は
甚
だ
不
合
理
で
あ
り
、
暴
虐
な
支
配
者
が
利
己
心
か
ら

発
明
し
た
の
だ
と
結
論
す
る
。
非
命
下
に

　
命
な
る
者
は
暴
王
の
作
る
と
こ
ろ
、
窮
人
（
落
伍
者
）
の
述
ぶ
る
と
こ
ろ

　
　
に
し
て
、
仁
者
の
言
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

と
あ
り
、
雷
わ
ば
専
綱
君
主
が
人
民
を
搾
取
す
る
た
め
に
考
え
娼
し
、

人
畏
に
あ
き
ら
め
を
竜
た
せ
る
た
め
の
戦
術
だ
と
言
う
に
あ
る
。
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冊
子
は
こ
の
よ
う
な
人
間
の
善
悪
に
対
す
る
裁
判
執
行
官
と
し
て

の
天
、
鬼
神
の
存
在
を
、
古
今
に
お
け
る
実
例
（
古
代
の
寵
録
、
口

碑
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
筆
勢
下
に
周
・
燕
・
宋

諸
国
の
春
秋
な
る
書
を
引
用
し
て
因
果
応
報
を
説
き
、
ま
た
乱
書
大

雅
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
郵
信
防
降
し
て
帝
の
左
右
に
あ
り

な
る
匂
を
引
き
、
こ
れ
を
説
明
し
て

　
若
し
鬼
神
の
あ
る
な
く
ん
ぱ
、
三
王
既
に
死
す
。
彼
山
豆
に
能
ぐ
帝
の
左
右

　
に
在
ら
ん
や
。

と
言
い
、
人
が
死
ん
で
鬼
神
と
な
っ
た
一
つ
の
例
と
し
て
証
拠
に
あ

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
な
が
ら
更
に
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
手
数
を
か

け
て
証
明
し
な
け
れ
ば
鬼
神
の
存
在
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ぬ

と
い
う
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
、
抑
も
世
間
に
は
鬼
神
に
よ
る
裁
判

執
行
が
普
遍
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
に
外
な

ら
ぬ
。
現
実
の
世
界
は
む
し
ろ
墨
子
が
排
斥
し
た
宿
命
論
、
若
し
く

は
孔
子
が
已
む
を
得
ず
に
認
め
た
偶
然
論
的
な
考
え
の
方
が
実
際
に

よ
く
似
合
う
よ
う
に
、
始
か
ら
不
合
理
に
撮
来
て
い
る
。
こ
の
点
、
、

孔
子
が
注
音
心
深
く
避
け
て
通
っ
た
陥
舞
に
、
あ
・
ま
り
に
気
負
い
た
っ

た
墨
子
が
う
か
と
落
ち
こ
ん
だ
と
も
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
併
し
彼

の
理
想
、
即
ち
善
の
因
に
は
必
ず
善
の
果
が
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
理

想
に
は
取
る
べ
き
点
が
あ
る
。
只
そ
の
証
明
が
あ
ま
り
に
現
実
を
無

視
し
た
や
り
方
で
あ
る
所
に
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
墨
子
の
教
は
功
利
主
義
d
鉱
㍑
縛
鴛
β
昌
置
巴
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ

ば
仁
と
い
い
、
愛
と
い
う
も
実
利
を
伴
わ
な
け
れ
ば
価
値
が
な
い
。

そ
こ
で
口
癖
せ
の
よ
う
に
天
下
の
利
と
い
い
、
ま
た
屡
玄

　
兼
ね
相
愛
し
、
交
々
も
相
利
す
。

．
と
い
う
書
葉
を
繰
返
し
て
い
る
。
愛
の
実
行
は
即
ち
利
の
実
現
に
外

な
ら
な
い
。
之
に
反
し
て
不
利
を
与
え
る
こ
と
が
即
ち
悪
で
あ
り
、

不
仁
で
あ
る
。
非
攻
上
に

　
人
を
魑
く
こ
と
愈
々
多
け
れ
ば
、
其
の
不
仁
た
る
や
滋
す
ま
す
甚
し
く
、

　
罪
益
す
ま
す
厚
し
。

と
あ
る
。
而
し
て
交
タ
相
利
す
る
た
め
に
は
、
正
し
い
道
筋
に
よ
ら

ね
な
ば
ら
ぬ
の
で
、
こ
れ
を
義
と
い
う
。
義
は
正
義
で
あ
る
が
、
墨

子
に
お
い
て
は
そ
れ
が
同
蒔
に
利
の
別
名
で
も
あ
る
。
経
回
に

　
義
は
利
な
り
。

と
明
欝
し
て
い
る
が
、
こ
の
所
が
儒
教
と
大
い
に
異
な
る
点
で
あ
る
。

而
し
て
そ
の
正
義
と
は
、
も
っ
と
具
体
酌
に
こ
れ
を
書
え
ば
先
王
の
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残
し
た
法
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
，
非
攻
下
に

　
今
天
下
の
善
と
し
て
誉
む
る
所
の
渚
は
、
そ
の
説
将
た
何
ぞ
や
。
そ
の
上

　
は
天
に
利
に
中
り
、
中
ご
ろ
は
鬼
の
利
に
中
り
、
下
は
人
の
利
に
中
る
が

　
為
の
故
な
り
（
中
略
）
。
い
ま
天
下
の
鋼
じ
く
義
と
す
る
所
の
者
は
、
聖
王

　
の
法
な
り
。

と
あ
り
、
正
義
の
具
体
化
さ
れ
た
実
例
が
先
王
の
法
に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
点
で
は
墨
子
は
儒
教
の
説
と
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
併
し

そ
の
先
王
の
法
の
内
容
は
必
ず
し
竜
同
一
で
な
い
。
そ
の
最
も
著
し

い
例
は
送
葬
の
場
禽
で
あ
り
、
墨
子
は
儒
教
の
四
葬
の
風
、
特
に
そ

の
三
年
の
喪
を
以
て
長
期
に
嗣
ぐ
る
と
非
難
し
て
節
葬
を
主
張
す
る
。

　
墨
子
の
議
論
を
見
る
に
、
死
者
を
埋
葬
す
る
こ
と
は
死
病
に
と
っ

て
の
利
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
に
節
度
が
な
け
れ
ば
今
度
は
生
者
の

利
を
傷
け
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
相
反
す
る
両
町
の
利
益
の
調
和
点

を
発
見
す
る
こ
と
が
即
ち
義
で
あ
り
、
先
王
の
法
な
の
で
あ
る
。
節

葬
下
に

　
　
故
に
古
の
聖
王
、
制
し
て
葬
埋
の
法
を
為
る
。
曰
く
、
棺
三
寸
、
以
て
体

　
　
を
朽
す
る
に
足
り
、
衣
金
三
領
、
以
て
悪
を
覆
う
に
足
る
（
中
略
）
。
死
者

　
　
既
に
葬
ら
る
。
生
藩
必
ず
久
喪
し
て
疾
む
こ
と
な
く
し
て
事
に
従
え
。
人

　
　
々
其
の
能
く
す
る
所
を
為
し
て
、
以
て
交
々
網
利
す
る
は
、
こ
れ
聖
王
の

　
　
法
な
り
。
、

と
あ
り
、
同
篇
…
の
阿
版
後
に

　
　
故
に
臼
く
、
子
墨
子
の
法
は
、
死
・
生
の
利
を
失
わ
ず
と
は
此
な
り
。

と
結
ん
で
い
る
。
故
に
嗣
じ
く
古
書
王
の
法
と
い
っ
て
も
、
儒
教
と

墨
子
と
で
は
、
そ
の
内
容
に
雲
泥
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
孔
子
は
常
に
仁
を
説
き
、
ま
た
隣
に
義
を
説
く
が
、
．
米
だ
後
世
の

如
く
仁
義
を
並
称
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
而
し
て
仁
義
を
並
べ
称

す
る
は
実
は
孟
子
を
待
た
ず
し
て
墨
子
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

墨
子
は
特
に
義
を
重
ん
じ
、
義
と
は
前
述
の
如
く
、
利
を
得
る
の
道

で
あ
り
、
先
王
の
法
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し

結
局
は
そ
の
根
源
が
天
よ
夢
出
た
も
の
と
す
る
。
而
も
か
か
る
先
王

の
法
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
　
一
種
の
歴
・
災
約
発
展
の
結
果
に

よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
天
が
突
然
に
先
王
に
命
じ
て
旧
作
さ

せ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

　
尚
三
下
に
君
う
所
に
よ
れ
ば
、
人
民
は
天
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の

・
で
あ
る
が
、
そ
の
始
め
に
当
っ
て
は
代
表
者
な
る
正
長
を
も
た
ず
、

為
に
各
人
が
各
様
に
そ
の
正
し
い
と
思
う
義
を
弓
張
し
た
。

　
　
一
人
ご
と
に
｝
義
、
十
人
あ
れ
ば
十
義
、
百
人
あ
れ
ば
主
義
、
千
人
あ
れ

　
　
ば
千
義
な
り
（
中
略
）
。
み
な
共
の
義
を
是
と
し
て
、
人
の
義
を
非
と
す
。

と
い
う
状
態
で
そ
の
為
に
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
各
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入
の
義
の
解
釈
を
統
一
す
る
必
要
を
感
じ
た
。
こ
れ
を
尚
同
と
い
う

の
で
あ
る
。
天
子
な
る
者
は
か
く
し
て
天
か
ら
任
命
さ
れ
て
、
天
下

の
意
見
を
統
一
す
る
任
務
を
与
え
て
下
さ
れ
た
。
併
し
天
下
は
広
い

か
ら
一
人
の
手
で
料
理
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
、
諸
侯
、
智
謀
、

郷
長
、
家
君
を
立
て
、
之
を
以
て
天
子
が
天
下
を
治
め
る
為
の
助
手

と
し
た
。
そ
こ
で
家
君
は
家
の
構
成
貴
の
意
兇
を
統
一
し
た
見
解
を

出
し
、
郷
長
、
諸
侯
も
夫
々
範
囲
内
の
意
見
を
ま
と
め
、
天
子
は
更

に
そ
の
上
に
立
っ
て
天
下
の
意
見
を
統
一
す
る
。
但
し
天
子
の
任
務

は
そ
れ
で
終
っ
た
の
で
な
く
、
同
時
に
こ
れ
を
天
と
協
議
し
て
、
正

義
の
あ
る
所
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翠
玉
下
に

　
聚
子
は
又
、
天
下
の
義
を
総
べ
て
、
以
て
天
に
尚
醐
す
。

と
あ
り
、
か
く
し
て
定
ま
っ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
先
王
の
酷
な
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
天
下
の
共
に
義
と
す
る
所
、
即
ち
先
王
の
法
の
成
立

す
る
経
過
を
見
る
と
、
締
か
甚
だ
斑
主
主
義
的
な
感
じ
を
受
け
る
が
、

但
し
こ
れ
は
決
し
て
多
数
決
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
注
意

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
あ
る
グ
ル
；
プ
の
代
表
者
は

常
に
其
の
中
の
最
も
賢
明
な
者
が
選
ば
れ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
義
は

か
か
る
賢
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
上
は
他
の
諸
、
、
の

異
義
を
沈
黙
ざ
せ
る
に
役
立
っ
の
で
あ
る
。
天
志
中
に

　
義
は
愚
に
し
て
且
つ
賎
し
き
者
よ
り
幽
で
ず
、
必
ず
貴
に
し
て
知
な
る
者
、

　
よ
り
繊
ず
。

と
あ
り
、
そ
の
最
終
的
決
定
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
天
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
正
に

　
義
は
果
し
て
天
よ
り
出
ず
突
。

で
あ
る
。
但
し
そ
れ
に
し
て
も
ど
こ
か
、
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
政
治
の

理
想
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
墨
子
の
思
想
は
決
し
て
民
主
主
義
と
は
言
え
な
い
も

の
で
あ
り
、
義
も
結
局
は
上
か
ら
下
へ
と
下
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
拘
わ
ら
ず
、
家
か
ら
郷
へ
、
郷
か
ら
国
へ
、
国
か
ら
天
下
へ
と

い
う
、
実
質
的
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
積
上
り
方
式
の
尚
同
の

法
を
述
べ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な

り
の
存
在
理
由
が
あ
る
の
で
、
結
局
当
時
の
中
国
に
は
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
畏
主
、
主
義
と
甚
だ
似
通
っ
た
思
想
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
祉

会
約
地
盤
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
私
が

い
つ
竜
主
張
す
る
よ
う
に
、
中
国
上
代
の
社
会
状
態
は
、
ギ
リ
シ
ア

と
相
似
た
都
市
国
家
の
分
立
す
る
世
界
で
あ
り
、
人
民
は
夫
々
の
国

家
の
市
民
で
あ
り
、
地
方
自
治
的
な
傾
向
が
編
当
強
く
存
在
し
た
た
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め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
地
方
自
治
体
が

各
自
の
独
立
を
主
張
し
得
ず
、
そ
の
上
摺
に
は
タ
イ
ラ
ン
ト
的
な
専

制
君
主
を
戴
い
て
、
更
に
そ
の
諸
岡
の
灘
主
闘
に
封
建
的
服
従
関
係

が
存
、
恋
し
て
い
た
。
｝
…
旨
わ
ば
下
に
は
都
市
国
家
的
な
蛮
民
生
活
が
あ

り
な
が
ら
、
．
上
に
は
封
建
的
寄
集
忍
主
が
手
管
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
市
民
の
自
治
要
求
は
常
に
鱈
主
権
に
圧
迫
さ
れ
て
、
遂
に

ギ
リ
シ
ア
の
よ
う
な
民
主
主
義
を
成
立
さ
せ
る
邊
が
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
墨
子
の
い
う
先
王
の
法
も
、
順
序
と
し
て
は
下
か
ら

段
々
に
積
上
げ
ら
れ
て
行
く
に
拘
わ
ら
ず
、
之
を
決
定
す
る
政
治
権

力
の
系
統
は
そ
れ
と
は
反
対
に
、
先
ず
天
子
が
天
か
ら
任
命
さ
れ
、

天
子
が
諸
侯
を
命
じ
、
諸
侯
が
郷
長
を
任
じ
、
郷
長
が
家
長
に
委
任

す
る
よ
う
な
、
全
女
逆
方
向
を
と
る
と
い
う
、
矛
暦
し
た
説
明
が
な

さ
れ
て
い
る
。
墨
子
の
思
想
は
正
に
古
代
中
国
社
会
の
忠
実
な
縮
写

で
あ
っ
た
と
窺
え
る
。

三
　
孟
子
の
革
命
思
想

　
墨
子
の
次
に
現
わ
れ
、
孔
子
の
学
統
を
つ
い
で
墨
学
を
排
斥
し
た

の
は
孟
子
で
あ
る
。
孟
子
の
生
煮
年
に
は
多
説
あ
り
、
或
い
は
爾
藤

野
三
七
二
年
～
二
八
九
年
と
し
、
或
い
は
前
三
九
〇
年
～
三
〇
五
年

と
す
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
墨
子
の
死
亡
し
た
前
後
に
孟
子
が
生
れ
た

こ
と
な
る
。
而
し
て
孟
子
の
活
動
す
る
隣
代
に
な
る
と
、
戦
国
諸
侯

の
保
護
を
う
け
て
諸
派
の
学
問
が
大
い
に
盛
ん
に
な
る
と
共
に
、
学

派
閥
の
軋
礫
抗
争
が
漸
く
激
烈
と
な
っ
て
き
た
。
当
時
の
学
芸
は
単

な
る
思
想
で
な
く
て
実
行
で
あ
り
、
単
な
る
個
人
の
行
動
で
は
な
く

て
、
　
一
種
の
ギ
ル
ド
的
団
結
の
下
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

孔
子
は
極
め
て
親
し
い
数
人
の
弟
子
を
率
い
て
天
下
を
周
遊
し
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
孟
子
に
至
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ゴ

　
後
車
数
十
人
、
従
考
数
百
人
、
以
て
諸
侯
に
伝
食
す
。
甚
だ
泰
ら
ず
や

　
（
三
文
公
下
）
。

と
の
非
難
を
受
け
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
盛
大
な
る
ギ
ル
ド

の
親
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
彼
は
墨
子
の
学
派
が
儒
教
に

向
っ
て
加
え
る
．
悪
し
ざ
ま
の
攻
撃
に
対
し
て
、
単
に
個
人
と
し
て
耐

え
難
か
っ
た
以
上
に
、
ギ
ル
ド
の
親
分
と
し
て
も
敢
然
と
し
て
之
と

対
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
墨
子
は

そ
の
非
儒
篇
に
お
い
て
、
当
時
の
儒
教
の
随
俗
の
風
を
こ
き
お
ろ
し

て
已
ま
な
い
が
、
恐
ら
く
こ
こ
に
は
後
世
忘
れ
ら
れ
た
る
儒
教
ギ
ル

ド
の
実
態
の
二
面
を
伝
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
非
学
下
に
、

儒
教
の
学
徒
が
専
ら
民
間
の
慰
事
に
礼
を
助
け
て
衣
食
の
資
を
磨
る
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こ
と
を
指
摘
し

　
富
人
に
曳
あ
れ
ば
、
乃
ち
大
い
に
悦
喜
し
て
田
く
、
こ
れ
衣
食
の
端
な
り

　
と
。

ζ
冨
い
、
ま
た
彼
等
が
常
に
衆
人
と
異
り
た
る
儒
服
な
る
も
の
を
身

に
つ
け
、
朝
廷
の
儀
式
に
も
割
り
込
み
を
計
り

　
弦
歌
鼓
舞
し
て
以
て
徒
を
聚
め
、
登
降
の
礼
を
繁
く
し
て
以
て
儀
を
示
す
。

と
い
う
教
育
を
行
っ
て
い
る
と
誹
り
、
故
事
来
歴
を
学
ん
で
も
一
生

涯
か
か
っ
て
尽
す
こ
と
能
わ
ず
、
労
思
す
る
も
民
を
補
う
こ
と
能
わ

ず
と
い
う
状
態
で
、
結
局
何
等
の
実
利
を
生
み
出
さ
な
い
も
の
だ
と

非
難
す
る
の
．
で
あ
る
。

　
か
か
る
儒
教
に
対
す
る
攻
勢
に
対
し
て
、
極
力
防
衛
を
計
り
、
墨

子
の
説
を
異
端
と
し
て
排
斥
し
た
の
が
孟
子
で
あ
る
。
彼
は
先
ず
、

墨
子
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
天
と
命
と
を
再
び
結
合
し
て
、
天
は
即

ち
命
、
命
は
即
ち
天
命
と
い
う
概
念
を
再
建
し
た
。
但
し
孟
子
の
天

命
な
る
思
想
は
こ
れ
を
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
二
様
の
意
味
が
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
　
一
は
即
ち
大
い
な
る
社
会
的
な
天
命
の
動
き
、
他
は

即
ち
個
人
の
上
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
小
な
る
天
命
の
め
ぐ
り
合
せ

で
あ
る
。

　
墨
子
は
個
人
閥
、
或
い
は
王
朝
間
に
お
け
る
主
権
転
移
の
現
象
を
、

天
の
意
志
に
よ
る
も
の
と
断
じ
な
が
ら
、
そ
れ
が
何
故
に
古
く
は
個

人
間
に
、
近
く
は
王
覇
閥
に
お
い
て
援
受
さ
れ
た
か
を
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
周
の
文
武
以
後
、
古
聖
王
の
法
が
殆
ん

ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
に
拘
わ
ら
ず
、
周
は
依
然
と
し
て
減
亡
に
陥

ら
ず
、
森
秋
以
後
、
暴
震
が
頻
り
に
現
わ
れ
て
も
そ
の
悉
く
が
天
罰

を
受
け
る
と
も
限
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
程
に
も
な
い
風
倒
に
し
て
反
っ

て
終
り
を
よ
く
し
な
い
者
が
あ
る
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
で
い
る
。
も
し
も
墨
子
の
い
う
よ
う
に
天
が
賞
罰
を
行
う
筈
な
ら

ば
、
こ
れ
は
天
の
筆
触
慢
と
い
う
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
墨
子
の
理
論

は
実
際
と
の
問
に
大
き
な
隔
き
が
あ
る
。

　
こ
の
弱
点
を
つ
い
て
現
わ
れ
た
の
が
孟
子
の
新
説
で
あ
り
、
孟
子
・

に
よ
れ
ば
天
は
主
権
者
の
行
動
を
監
視
し
て
賞
冨
を
下
す
が
、
但
し

天
子
の
行
為
と
、
天
の
鴬
罰
と
の
間
に
は
時
間
の
ズ
レ
が
あ
る
と
す

る
。
し
か
も
こ
の
間
の
時
關
は
物
理
学
的
な
時
間
で
な
く
、
個
性
を

も
っ
た
歴
史
的
な
時
聞
で
あ
る
と
す
る
。
彼
の
立
場
は
一
種
の
歴
史

主
義
な
の
で
あ
る
。

　
孟
子
に
よ
れ
ば
天
子
は
個
人
と
異
り
、
そ
の
地
位
は
背
後
に
歴
史

を
荷
っ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
は
天
と
難
も
之
を
無
視
す
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
天
は
自
ら
の
感
覚
を
有
せ
ず
、
人
の
感
覚
に
よ
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っ
て
聞
き
、
人
の
感
覚
を
通
し
て
見
る
外
な
く
、
禰
し
て
人
な
る
も

の
は
歴
史
的
産
物
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
故
に
天
の
賞
　
討
と

い
う
も
、
そ
れ
は
結
局
人
心
に
従
っ
て
起
る
こ
と
で
あ
り
、
天
命
の

帰
趨
は
人
心
の
向
背
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
万
章
上
に
、

箋
が
天
下
を
以
て
舜
に
与
え
た
と
い
う
話
は
真
実
か
と
問
わ
れ
た
の

に
対
し

　
天
子
も
天
下
を
以
て
人
に
与
う
る
を
得
ず
（
中
賂
）
。
天
が
之
を
与
え
し
な

　
り
（
中
略
）
。
天
は
も
の
言
わ
ゲ
、
行
と
事
と
を
以
て
之
を
添
す
の
み
。

と
答
え
、
更
に
そ
の
証
明
と
し
て

　
舜
は
発
に
相
た
る
こ
と
二
十
有
八
載
（
中
略
）
。
発
崩
じ
て
三
年
の
爽
終
り
、

　
舜
は
発
の
子
を
爾
河
の
南
に
避
く
。
天
下
の
諸
疾
の
朝
観
す
る
者
、
莞
の

　
子
に
行
か
ず
し
て
舜
に
行
く
（
中
略
）
。
故
に
日
く
、
天
な
り
と
。
夫
れ
然

　
る
後
に
中
圏
に
行
き
天
子
の
位
を
践
め
り
（
中
略
）
。
泰
誓
に
臼
く
、
天
の

　
視
る
は
我
か
民
の
視
る
に
よ
り
、
天
の
聴
く
は
我
が
民
の
聴
く
に
よ
る
と

　
は
此
の
謂
な
り
。

と
い
う
事
実
を
あ
げ
る
。
然
る
に
舜
が
萬
に
禅
り
た
る
後
、
禺
の
死

後
に
主
権
が
そ
の
賢
相
の
益
に
行
か
ず
し
て
禺
の
．
†
の
啓
に
行
っ
た

の
は
何
故
か
、
を
説
明
し
て

　
舜
の
発
に
枳
た
る
、
禺
の
舜
に
相
た
る
、
年
を
歴
る
こ
と
多
く
、
沢
を
斑

　
　
に
施
す
こ
と
久
し
。
啓
は
賢
に
し
て
能
く
敬
ん
で
禺
の
道
を
承
継
す
。
益

　
の
禺
に
絹
た
る
や
、
年
を
歴
る
こ
と
少
く
、
沢
を
毘
に
施
す
こ
と
未
だ
久

　
し
か
ら
ず
。

と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
。
こ
の
後
、
天
命
は
暫
ら
く
一
王
朝
に
團
定

す
る
が
、
併
し
暴
王
が
現
わ
れ
て
、
人
心
が
暴
王
将
人
に
愛
想
を
つ

か
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後
の
王
朝
を
も
見
棄
て
る
に
至
る
と
、

こ
こ
に
易
姓
革
命
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
離
婁
上
に

　
共
の
畏
を
髄
す
る
こ
と
毒
し
け
れ
ば
、
身
試
せ
ら
れ
て
国
亡
ぶ
。

　
三
代
の
天
下
を
得
る
や
仁
を
以
て
す
。
其
の
天
下
を
失
う
や
、
不
仁
を
以

　
て
す
。

　
桀
約
の
天
下
を
失
う
や
、
共
の
畏
を
失
う
な
り
。
共
の
民
を
失
う
と
は
、

　
そ
の
心
を
失
う
な
り
。

と
欝
い
な
が
ら
、
公
孫
丑
上
で
は
股
の
鷹
史
を
の
べ
て

　
湯
よ
り
武
丁
に
至
る
ま
で
、
賢
墨
の
裂
、
六
七
作
る
。
天
下
股
に
帰
す
る

　
こ
と
久
し
爽
．
久
し
け
れ
ば
変
じ
難
き
な
り
。

と
い
い
、
股
周
革
命
の
歴
史
的
に
起
り
難
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
実

際
に
起
っ
た
の
は
「
よ
く
よ
く
の
薫
煙
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
る
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
孟
子
の
歴
史
に
対
す
る
考
は
、
い
わ
ゆ
る
一
治
一
群
で
あ
り
、
治
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世
と
乱
樵
と
が
交
互
に
来
る
と
い
う
が
、
彼
は
そ
の
間
に
一
種
の
週

期
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
孟
子
に
よ
れ
ば
王
朝
革
命
は
、
集
団

的
、
社
会
的
な
大
き
な
動
き
に
伴
っ
て
起
る
の
で
、
天
命
が
改
ま
る

の
は
時
を
待
っ
て
行
わ
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
天
時
と
い
う
考
が
生

ず
る
が
、
そ
う
い
う
大
き
な
時
の
動
き
は
、
何
百
年
と
い
う
長
い
単

位
で
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
孫
丑
下
に

　
五
喜
年
に
し
て
必
ず
王
者
の
興
る
こ
と
あ
り
。
其
の
間
に
は
必
ず
世
に
名

　
だ
た
る
者
あ
ら
ん
。
周
よ
り
以
来
、
七
百
有
職
歳
な
り
。
其
の
数
を
以
て

　
す
れ
ば
過
ぎ
た
り
。
其
の
時
を
以
て
之
を
考
う
れ
ば
可
な
り
。

と
い
い
、
易
姓
革
命
の
週
期
を
略
玄
五
百
歳
と
見
て
、
孟
子
当
時
は

既
に
革
命
の
機
の
熟
せ
る
を
言
い
、
ひ
た
す
ら
王
者
の
隠
現
を
待
望

し
て
、
一
時
は
之
を
斉
の
聖
王
に
求
め
よ
う
と
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
孟
子
の
革
命
説
は
甚
だ
巧
妙
な
議
論
で
あ
る
。
若
し
も
墨
子
の
如

く
、
天
命
の
転
移
を
専
ら
天
子
個
人
の
所
業
に
帰
す
る
な
ら
ば
、
長

期
に
豊
る
乱
世
の
鵬
現
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
孟
子
は
そ
こ

に
歴
史
主
義
を
持
ち
こ
み
、
天
の
音
ゆ
志
と
民
心
の
帰
向
と
を
一
致
さ

せ
、
民
心
の
動
き
な
る
歴
史
現
象
に
よ
っ
て
天
命
を
説
明
し
た
の
で

あ
っ
た
。
斯
く
し
て
巧
み
に
天
命
と
歴
史
と
を
併
せ
て
説
明
し
、
天

人
合
一
の
革
命
思
想
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
よ
り
公
平
に

観
察
す
れ
ば
、
こ
の
立
場
は
孔
子
よ
り
も
寧
ろ
墨
子
に
近
い
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
併
し
な
が
ら
孟
子
が
、
天
命
の
移
転
を
説
明
す
る
に
民
心
の
帰
趨

を
以
て
し
た
こ
と
は
、
説
明
と
し
て
は
巧
妙
で
あ
る
が
、
一
方
過
虫

の
事
実
を
あ
ま
り
に
是
認
し
す
ぎ
、
勝
者
の
行
為
を
正
巌
化
す
る
に

利
用
さ
れ
る
危
険
を
包
蔵
し
て
い
る
。
事
実
中
国
史
上
、
特
に
中
世

に
頻
繁
に
繰
返
さ
れ
た
易
姓
革
命
は
、
そ
の
範
を
孟
子
が
讃
美
し
て

や
ま
ぬ
発
舜
の
禅
譲
に
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
纂
奪

を
正
当
化
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
実
は
孟
子
の
革
命
説
の
成
立
す
る

当
初
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
節
が
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
孟
子
が
最
も
異
な
る
期
待
を
よ
せ
て
王
道
を
説

い
た
の
は
、
斉
の
宣
王
に
向
っ
て
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
斉
の
圏
は
周

知
の
如
く
、
春
秋
か
ら
戦
国
へ
移
る
際
に
、
姜
姓
の
国
か
ら
田
（
陳
）

氏
の
国
に
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
柱
は
実
に
そ
の
纂
奪
者
た
る

田
和
の
曾
孫
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
宣
王
の
耳
に
最
も
入
り
易
い
よ
う

に
王
道
を
説
く
た
め
に
は
、
先
代
の
田
和
の
黒
煙
が
人
心
を
得
た
る

結
果
で
あ
る
こ
と
を
是
認
し
、
更
に
一
睡
天
下
の
人
心
を
獲
得
し
て
、

周
の
文
武
の
後
継
者
た
れ
、
と
勤
め
る
の
が
最
も
有
利
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
尤
も
孟
子
が
そ
の
よ
う
な
奮
説
を
な
し
た
直
接
の
証
拠
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は
な
い
が
、
少
く
も
儒
家
の
一
派
に
田
斉
の
纂
奪
を
美
化
す
る
動
き

が
あ
り
、
而
竜
戦
国
末
に
は
そ
れ
が
広
く
天
下
に
知
れ
渡
っ
た
扶
事

と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
左
伝
昭
公
二
六
年
の
条
に
、

婁
子
が
斉
の
景
公
に
向
っ
て
語
っ
た
欝
葉
と
し
て

　
公
は
厚
く
（
属
よ
り
）
漱
む
る
に
、
陳
（
1
1
隣
）
氏
は
厚
く
施
す
。
民
こ

　
れ
に
帰
せ
り
、
詩
に
幽
く
、
徳
の
汝
に
お
よ
ぶ
な
し
と
難
も
、
も
っ
て
歌

　
い
且
つ
舞
う
と
。
難
険
の
施
は
、
昆
こ
れ
を
歌
舞
せ
ウ
。

と
あ
っ
て
、
之
は
も
ち
ろ
ん
史
家
の
事
後
予
言
で
あ
る
が
、
田
氏
の

祖
先
の
田
成
子
が
斉
の
民
心
を
得
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
や

が
て
田
和
の
暴
走
を
正
当
化
す
る
伏
線
に
す
ぎ
な
い
。
尤
も
左
伝
は

疑
問
の
書
と
さ
れ
る
が
、
韓
非
子
外
儲
説
右
上
に
こ
れ
と
殆
ん
ど
同

じ
説
話
を
の
せ
、
更
に

　
斉
嘗
て
大
い
に
鱗
5
（
中
略
）
。
父
子
糟
牽
い
て
田
成
氏
に
趨
く
者
は
生
き

　
ざ
る
を
聞
か
ず
。
故
に
周
秦
の
民
、
相
と
も
に
之
を
歌
っ
て
曰
く
。
謳
わ

　
ん
か
、
其
れ
己
ま
ん
か
。
其
れ
往
い
て
田
成
子
に
帰
せ
ん
か
。

と
い
う
話
を
付
け
加
え
て
い
る
。
私
は
こ
の
説
話
は
も
し
孟
子
で
な

か
っ
た
と
し
て
竜
、
孟
子
一
派
の
儒
家
よ
り
出
た
こ
と
は
確
か
で
、

戦
国
末
に
は
広
く
行
わ
れ
て
、
法
家
に
さ
え
も
取
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
竜
の
と
考
え
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
後
世
、
儒
家

の
禅
譲
説
話
が
、
笈
器
量
に
よ
っ
て
そ
の
非
を
飾
る
に
利
用
さ
れ
た

と
し
て
も
別
に
不
思
議
は
な
い
と
言
え
る
。

　
以
上
は
孟
子
の
天
命
説
の
大
な
る
も
の
の
方
で
あ
る
が
、
別
に
孟

子
に
は
ず
っ
と
小
さ
い
綴
人
的
な
天
命
を
説
く
一
画
が
あ
る
。
そ
し

て
之
は
孔
子
の
天
命
観
と
殆
ん
ど
変
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に

こ
れ
は
墨
子
に
お
け
る
鬼
神
に
よ
る
鰯
人
的
応
報
思
想
に
対
応
す
る

も
の
で
も
あ
る
。
前
述
の
如
く
墨
子
は
人
の
響
く
る
嘗
．
罫
を
、
天
に

よ
る
も
の
と
鬼
神
に
よ
る
も
の
と
の
二
段
階
に
分
け
た
が
、
孟
子
も

之
に
対
応
し
て
、
大
な
る
社
会
的
な
政
治
革
命
の
天
命
と
、
小
な
る

個
人
的
の
運
命
を
意
味
す
る
天
命
と
を
分
別
し
て
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
侮
し
孟
子
は
、
鬼
神
が
個
人
の
行
為
を
見
て
賞
罰
を
下
す
と
い
う

墨
子
の
説
に
は
反
対
し
、
そ
れ
は
不
可
知
な
る
天
の
命
ず
る
所
と
す

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
彼
は
孔
子
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
。
尽
心

上
に

　
命
に
あ
ら
ざ
る
も
の
鋤
き
な
り
（
中
略
）
。
其
の
道
を
尽
し
て
（
虜
然
の
ま

　
ま
に
）
死
す
る
者
は
正
命
な
り
。
樫
呈
せ
ら
れ
て
死
す
る
嚢
は
正
命
に
非

　
ざ
る
な
り
。

と
い
い
、
こ
の
所
の
趙
妻
事
に
は
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命
に
三
命
あ
り
。
善
を
行
っ
て
善
を
得
る
を
受
命
と
疑
い
、
善
を
行
い
て

　
悪
を
得
る
を
遭
命
と
論
い
、
悪
を
行
い
て
悪
を
得
る
を
随
命
と
卜
う
。

と
解
釈
し
て
い
る
が
、
も
し
こ
の
解
に
従
え
ば
、
善
人
も
悪
報
を
受

け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
も
矢
．
張
り
天
命
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
な
ら
ば
更
に
、
悪
を
行
っ
て
も
善
果
を
受
け
る
天
命
も
あ
り
そ

う
に
思
え
る
が
、
流
石
に
趙
岐
は
そ
ん
な
場
合
を
考
慮
に
入
れ
て
い

な
い
。
結
局
孟
子
の
考
え
る
個
人
的
な
天
命
と
は
、
通
常
の
場
合
に

は
善
を
行
え
ば
善
果
を
得
る
筈
で
あ
る
が
、
併
し
善
を
行
っ
て
も
必

ず
し
も
善
果
を
得
る
と
ば
か
り
は
限
ら
な
い
。
ど
れ
も
こ
れ
も
同
じ

天
命
で
あ
り
、
天
命
は
不
可
知
な
も
の
で
あ
る
か
ら
諦
め
る
よ
り
外

は
な
い
と
い
う
常
識
論
に
落
付
く
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ば
禅
譲
と
い

う
よ
う
な
政
治
的
な
大
き
な
必
然
的
天
命
の
場
合
で
も
、
こ
れ
を
個

人
の
総
揚
か
ら
見
る
時
は
、
や
は
り
そ
れ
は
不
可
知
な
る
天
命
に
還

元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
万
章
上
に
髭
・
舜
．
禺
の
禅
譲
、
禺

・
啓
の
承
継
を
説
い
た
あ
と
で

　
卵
子
の
賢
不
肖
は
皆
天
な
り
。
人
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
。
之
を

　
為
す
な
く
し
て
為
す
者
は
天
な
り
。
之
を
致
す
な
く
し
て
至
る
者
は
命
な

　
h
ソ
。

ど
い
い
、
禅
譲
革
命
の
渦
中
に
居
り
な
が
ら
、
益
・
伊
ヂ
・
横
滑
な

　
ど
が
天
子
と
な
ら
な
か
っ
た
の
も
天
命
だ
と
い
う
。

　
　
先
に
は
大
き
な
政
治
的
革
命
は
歴
史
的
必
然
の
天
命
だ
と
説
明
し

　
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
不
可
知
な
個
人
的
天
命
を
以
て
、
同
じ
事
実
の

　
他
面
を
説
明
す
る
の
は
、
そ
こ
に
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

　
ざ
ら
れ
る
が
、
併
し
よ
く
考
え
る
と
之
は
別
に
不
思
議
で
な
い
。
例

　
え
ば
戦
争
の
場
合
、
ど
ち
ら
が
勝
利
を
得
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
強

　
弱
に
よ
っ
て
必
然
的
に
定
ま
る
結
果
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
併
し
な
が

　
ら
そ
の
際
に
誰
が
戦
死
し
、
誰
が
生
き
残
る
か
と
い
う
個
人
的
な
運

　
命
は
何
人
も
推
知
し
得
な
い
し
、
ま
た
そ
の
結
果
を
説
明
す
る
こ
と

　
も
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
政
治
革
命
と
い
う
よ
う
な
大
き
な

．
歴
史
の
動
き
は
必
然
的
な
天
命
に
よ
っ
て
生
起
す
る
が
、
さ
て
そ
の

　
中
で
の
個
人
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
振
当
て
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と

　
は
偶
然
の
天
命
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
い
う
の
が
孟
子
の
本
音
で
あ

　
る
な
ら
、
我
女
は
こ
れ
に
同
感
で
き
る
。
例
え
ば
明
治
維
新
の
際
に
、

　
長
州
藩
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
歴
史
的
に
そ
の
必
然
性
を

　
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
を
天
命
の
必
然
だ
と
い
っ
て

　
よ
い
が
、
そ
の
志
士
た
ち
の
中
で
何
故
に
久
坂
墨
汁
が
戦
死
し
、
伊

　
藤
博
文
が
生
き
残
っ
て
元
勲
と
な
っ
た
か
は
何
人
に
も
説
明
で
き
な

　
い
偶
然
の
天
命
だ
と
い
う
外
は
な
い
。
同
一
の
歴
史
事
実
で
あ
る
か
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ら
、
同
じ
天
命
の
作
用
に
違
い
な
い
が
、
之
を
大
き
な
社
会
の
動
き

と
見
る
時
に
は
必
然
で
あ
り
、
之
を
小
さ
な
個
人
に
還
元
す
る
と
そ

れ
は
偶
然
の
現
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
な
が
ら
、
大
き
な
社
会
の
動
き
は
歴
史
的
必
然
と
し
て
説
明

で
き
る
と
し
て
竜
、
そ
れ
は
事
実
が
起
っ
て
か
ら
後
の
話
で
、
そ
れ

が
現
実
に
起
る
ま
で
は
何
人
も
万
全
を
以
て
結
末
を
予
言
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
強
い
方
が
戦
争
に
勝
つ
こ
と
は
必
然
だ
と
は
い

う
竜
の
の
、
実
際
は
戦
争
に
勝
っ
た
か
ら
そ
の
方
が
強
か
っ
た
の
だ
、

と
後
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
孟
子
だ
け
の
聞
題
で
は

な
く
、
孟
子
当
時
だ
け
の
問
題
で
も
な
い
。
実
に
現
今
の
我
女
も
当

面
す
る
聞
題
な
の
で
あ
る
。
い
み
じ
く
も
過
去
の
歴
史
の
必
然
性
を

説
く
学
者
た
ち
が
、
い
ざ
将
来
を
説
く
段
に
な
る
と
、
す
ぐ
貝
鉦
の

事
柄
で
屯
、
い
か
に
み
じ
め
に
失
敗
す
る
こ
と
か
。

　
結
局
孟
子
に
お
い
て
は
、
大
な
る
天
命
は
人
心
の
帰
趨
に
従
っ
て

必
然
的
に
起
る
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
は
不
可

知
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
露
な
る
個
人
の
運
命
の
不
可
知
な

る
と
異
る
所
は
な
い
。
果
し
て
然
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
期
待
の
著
て

な
い
天
に
対
し
て
、
人
間
の
道
な
る
仁
義
は
い
か
な
る
関
係
に
お
か

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
墨
子
の
説
に
お
い
て
は
天
と
人
と
は
利
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
利
は

即
ち
義
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
。
人
が
互
い
に
相
利
し
、
利
を
積
ん
で

あ
る
程
度
に
達
す
る
と
天
の
賞
罰
が
行
わ
れ
る
が
、
仮
に
天
の
賞
罰

が
行
わ
れ
な
く
て
も
、
積
ん
だ
だ
け
の
利
は
残
る
で
あ
ろ
う
。
然
る

に
孟
子
は
、
こ
の
よ
う
な
利
の
観
念
を
そ
の
学
説
の
中
に
導
入
す
る

こ
と
を
排
斥
す
る
。
梁
葱
至
上
に
、
彼
が
王
の
問
に
答
え
て

　
董
何
ぞ
止
し
も
利
を
雷
わ
ん
。
ま
た
仁
義
あ
る
の
み
。

と
い
っ
た
の
は
有
名
な
章
で
あ
る
が
、
彼
は
仁
義
と
利
と
は
無
縁
な

も
の
と
定
め
、
上
下
交
．
、
利
を
と
ら
ん
と
す
れ
ば
国
危
し
、
と
警
告

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
墨
子
の
外
に
利
を
言
う
者
に
楊
朱
あ
ザ
、

墨
子
の
兼
愛
利
他
に
対
し
て
、
楊
子
は
自
利
を
主
張
す
る
が
、
共
に

利
を
重
ん
ず
る
点
に
お
い
て
は
相
同
じ
い
。
孟
子
は
こ
の
両
者
の
い

う
利
を
排
斥
し
て
、
仁
義
を
以
て
之
に
代
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
果
し
て
然
ら
ば
彼
の
仁
義
は
、
天
と
人
と
を
粥
等
か
の
意
味
で

結
合
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
天
と
対
立
し
て
た
だ
人
道
の
た

め
に
存
す
る
仁
義
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
孟
子
の
性
善
説
の
存
在
理
由
が
あ
る
。
墨
子
が
天
と
人
と

を
外
部
に
存
在
す
る
利
に
よ
っ
て
結
合
し
よ
う
と
す
る
に
反
し
、
孟

子
は
生
れ
つ
き
の
性
な
る
も
の
に
よ
っ
て
天
入
を
合
一
さ
せ
よ
う
と
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す
る
の
で
あ
る
。
墨
子
の
天
は
恰
も
人
好
に
対
す
る
裁
判
官
の
如
く

で
あ
る
が
、
孟
子
は
天
を
父
、
人
を
子
と
し
て
両
者
の
問
に
内
面
的

な
関
係
、
性
の
存
在
を
樹
立
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
孟
子
も
墨
子
と
同
じ
く
、
人
民
な
る
も
の
は
天
の
生
じ
た
も
の
と

考
え
る
。
万
章
上
に

　
天
の
此
民
を
生
ず
る
や
云
云

と
あ
り
、
そ
の
際
に
天
か
ら
受
け
た
性
質
を
性
と
い
う
。
告
子
上
に

　
生
を
こ
れ
性
と
謂
う
。

と
あ
り
、
人
間
各
個
に
つ
い
て
は
生
れ
た
ま
ま
の
赤
子
の
よ
う
な
心

を
性
と
い
う
。
離
婁
下
に

　
大
人
と
は
其
の
赤
子
の
心
を
失
わ
ざ
る
者
な
り
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
電
古
注
と
新
注
と
で
解
釈
の
対
立
が
あ
る
が
、
吾

人
は
寧
ろ
新
注
に
従
っ
て
、
大
人
と
は
達
人
、
若
し
く
は
慧
子
の
意

に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
孟
子
に
よ
れ
ば
斯
く
天
に
よ
り
て
生
み
つ
け
ら
れ
た
人
の
性
は
善

で
あ
る
と
い
う
。
故
に
入
が
善
を
行
う
の
は
そ
の
性
の
内
的
必
然
に

よ
る
。
こ
の
善
は
仁
義
の
二
字
を
以
て
お
き
か
え
て
も
よ
い
。
告
子

上
に

　
人
性
を
以
て
仁
義
と
な
す
。

と
言
っ
て
い
る
、
さ
れ
ば
人
が
仁
義
を
な
す
の
は
、
別
に
他
か
ら
強

綱
さ
れ
る
の
で
な
く
、
ま
た
利
を
以
て
誘
わ
れ
る
の
で
竜
な
く
、
恰

も
子
が
親
の
命
に
従
う
が
如
き
も
の
と
な
る
。
而
し
て
人
の
心
と
は
、

こ
の
生
み
つ
け
ら
れ
た
も
の
、
性
の
自
覚
で
あ
る
。
婆
心
上
に

　
其
の
心
を
尽
す
者
は
其
の
性
を
知
る
な
り
。
其
の
性
を
知
れ
ば
鋼
ち
天

　
を
（
こ
の
場
合
は
性
の
善
な
る
こ
と
）
知
る
な
り
夷
。

と
あ
り
、
万
人
共
通
に
善
な
る
性
を
天
か
ら
受
け
て
い
る
を
言
う
。

た
だ
こ
の
性
は
天
よ
り
受
け
し
ま
ま
に
完
金
さ
を
保
つ
者
と
、
努
力

し
て
本
に
反
る
老
と
、
一
向
に
自
覚
な
く
し
て
性
よ
り
外
れ
る
者
と

種
々
の
段
階
が
あ
り
、
そ
こ
に
聖
人
、
賢
人
、
凡
人
の
差
が
生
ず
る
。

尽
心
下
に

　
点
前
は
性
の
ま
ま
な
る
者
な
り
。
湯
武
は
之
に
反
る
も
の
な
り
。

と
あ
る
は
、
箋
舜
と
湯
武
と
の
間
に
差
等
あ
る
こ
と
を
い
う
。
凡
人

に
も
そ
の
心
の
底
に
性
善
の
存
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
有
名
な
言
葉

は
、
公
孫
世
上

　
側
隠
の
心
は
仁
の
端
な
り
。
差
悪
の
心
は
義
の
端
な
り
。

と
あ
り
。
こ
の
端
を
拡
充
し
て
行
け
ば
や
が
て
性
善
の
全
貌
が
現
わ

れ
て
く
惹
と
す
る
。
要
す
る
に
道
徳
を
内
面
的
な
も
の
と
し
、
仁
義

を
以
て
人
間
本
来
の
性
向
と
し
た
所
に
孟
子
の
本
領
が
あ
り
、
よ
く
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墨
ナ
の
功
利
圏
発
に
澱
抗
し
て
儒
教
孝
思
解
官
を
上
盤
せ
し
め
た
点

に
彼
独
特
の
暦
史
的
役
割
が
あ
る
の
で
あ
る
。

結

語

　
　
　
私
は
原
釆
思
想
史
の
方
面
に
は
素
人
で
あ
る
が
、
擁
し
素
人
な
り

　
　
に
一
種
の
主
張
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
し
て
一
つ
の
意
見
は
、
従
来

　
　
の
思
想
史
の
研
究
は
、
あ
ま
り
に
学
派
の
別
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
の
学
派
ご
と
に
思
想
の
発
展
を
あ
と
付
け
よ
う
と
す
る
や
に

　
　
見
受
け
ら
れ
る
点
へ
の
不
満
で
あ
る
。
事
実
は
思
想
の
発
展
な
る
も

㈲
の
は
学
派
の
間
で
互
庭
敵
対
し
あ
い
、
競
争
し
あ
い
、
同
時
に
啓

棺　
　
発
し
あ
っ
て
実
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
特
に
戦
国
時
代
の
よ
う

想囎
に
、
薦
で
は
後
世
覧
ら
れ
ぬ
自
由
奎
気
の
中
で
、
共
通
の
主

矯
警
関
し
て
討
論
の
行
わ
れ
蔭
に
は
、
相
手
の
武
器
を
と
・
て
自

叙
　
己
の
武
器
と
す
る
戦
術
も
屡
タ
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
喚
起
儒
教
思

と天
　
想
の
発
展
に
つ
い
て
も
、
孔
子
か
ら
伸
尼
弟
子
、
「
そ
こ
か
ら
孟
子
と

概
い
う
系
統
ば
か
り
を
導
だ
け
で
簑
の
懸
鵡
誕
は
把
握
し

碍
　
に
く
い
。
孔
†
と
孟
子
と
の
中
間
に
は
、
別
派
の
思
想
、
少
く
奏
書

榔古
　
子
の
思
想
位
は
捜
入
し
て
、
総
合
的
に
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
孟
子

国
　
．

中
　
の
思
想
の
孔
子
と
異
る
所
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
手
続

を
ふ
ま
ぬ
と
、
儒
教
と
い
う
名
の
下
に
孔
子
と
孟
子
と
を
同
一
視
し
、

孟
子
の
思
想
を
以
て
孔
子
を
理
解
す
る
の
不
合
理
に
陥
る
危
険
が
生

じ
て
く
る
。
結
局
、
真
に
孔
子
を
理
解
す
る
た
め
に
も
亦
、
墨
子
思

想
の
検
討
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
。
同
じ
関
係
は
墨
子
に
つ
い
て

も
言
え
る
の
で
、
巨
匠
思
想
は
之
を
単
独
に
理
解
し
て
は
な
ら
ず
、

孔
子
と
孟
子
の
中
間
に
お
い
て
、
そ
の
両
颪
か
ら
の
検
討
を
必
要
と

す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
孟
子
以
後
の
思
想
界
の
研
究
に
対
し
て
“
も

同
様
に
必
要
な
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
が
、
私
は
取
り
敢
え
ず
、

ま
だ
比
較
的
役
者
の
少
な
か
っ
た
原
始
儒
教
時
代
、
儒
墨
抗
争
時
代

を
取
上
げ
て
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
知
り
得
た
こ
と

で
、
本
文
中
に
説
い
て
な
お
詳
∵
り
か
で
な
か
っ
た
点
を
も
一
度
繰
返

し
て
み
よ
う
。

　
孔
子
の
思
想
は
原
野
は
当
時
社
会
に
流
行
し
て
い
た
原
始
的
宗
教

信
仰
に
対
し
て
、
倫
理
道
徳
と
し
て
の
人
の
道
、
仁
を
説
い
た
の
で

あ
っ
た
が
、
墨
千
・
の
教
は
こ
れ
を
再
び
宗
教
色
の
濃
、
厚
な
鬼
神
の
信

仰
に
引
き
戻
そ
う
と
し
た
。
孔
子
に
お
い
て
は
天
を
不
可
知
な
屯
の

と
し
℃
、
他
の
鬼
神
と
共
に
、
能
う
限
動
之
を
遠
分
け
よ
う
と
し
た

が
、
墨
子
は
天
を
以
て
鬼
神
の
代
表
者
と
し
て
、
之
を
道
徳
の
根
原
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に
据
え
よ
う
と
し
た
。
主
権
の
授
受
の
如
き
大
な
る
政
治
変
動
も
、

天
の
意
志
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
．
と
す
る
。
、
孟
子
は
孔
子
の
立
場
を

継
承
し
、
墨
子
の
功
利
主
義
を
排
し
て
、
彼
独
特
の
性
善
説
に
よ
っ

て
仁
義
の
道
徳
を
再
び
倫
理
の
立
場
に
引
き
戻
し
た
が
、
同
時
に
墨

子
の
天
の
説
を
取
入
れ
、
但
し
天
時
を
待
っ
て
革
命
が
実
現
す
る
と

い
う
新
学
説
を
称
え
、
こ
れ
が
や
が
て
儒
教
の
定
説
と
な
久
た
。
孟

子
の
革
命
説
は
歴
史
主
義
を
採
用
す
る
の
で
、
そ
こ
に
時
間
の
観
念

が
導
入
さ
れ
、
新
た
に
天
時
の
い
か
な
る
竜
の
か
が
重
要
性
を
も
っ

て
き
た
。
こ
こ
に
更
に
後
世
、
五
行
思
想
の
発
展
す
る
契
機
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
思
想
と
い
う
も
の
は
完
結
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
立
場

を
と
る
の
で
、
思
想
史
を
一
度
始
め
る
と
、
ど
こ
ま
で
竜
連
続
し
て
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

回
目
と
い
う
も
の
が
な
い
が
、
紙
数
竜
丁
度
尽
き
た
の
で
こ
こ
で
筆
（

を
間
く
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬

　
ぎ〔

附
記
〕
　
敗
戦
の
藏
後
、
昭
和
二
十
年
十
月
か
ら
、
僅
か
ば
か
り
の
学
生
を

　
前
に
し
て
、
中
国
政
治
思
想
史
の
蒋
殊
講
義
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

　
そ
の
後
は
多
忙
で
こ
の
方
面
の
研
究
を
続
け
る
時
間
の
余
裕
が
な
か
っ
た
。

　
昭
和
三
十
六
年
十
月
か
ら
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
客
員
教
授
と
し
て
渡
米
し
、

　
十
分
な
閑
曜
に
恵
ま
れ
て
思
う
ま
蒙
の
瞑
想
に
耽
る
こ
と
が
で
き
た
。
本

　
篇
の
構
想
は
そ
の
折
の
一
産
物
で
あ
る
。

（
京
都
大
学
教
授
）
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was　m　valn．

　　Frequent　assistance　for　building　a　castle，　under　the　order　of　the・

Toleugawa徳川Shogunate　broke　the　Saga　c茎an’s且nance　of　a　vacant．

income　a乞agreat　stroke．　After　the　end　of飽∫碗6慶長retum　of．

tenures　and　high　rate　dedication　of　rice　and　silver　were　repeated．．

　　Owing　to　thls　repetitions　economy　of　the　clan　was　reduced　to・

want；　and　that　clansmen，　who　had　once　concentrated　around　the．

castle，　dispersed　to　their　own　hoine　to　tiil　and　pay　rent，　the

pecu！lar　fbrm　of　the　Saga　clan　started．　The　frequent　help　con－

staiitly　’ 垂浮煤@pressure　upon　the　clan’s　finance　and　obsk‘ucted　its．

rehabilitation，　and　huge　debt　of　the　clan　with　that　of　the　clansmen．

remained　unsolved　into　the　Kanei寛永period．

　　　T’ien天and　Ming命，　and　the　ldea　of

　　　　　T’ien－Ming天命in　Ancient　China．

The　Development　of　the　Revolutionary　Thought　from

　　　　　K’Ptng－TZIz’孔子to！曜㎎一1薦孟子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Ichisada　Miyazaki

　　　According　toκ’％πg4翅孔子，・T’ien天日s　in　existence，　but　it：．

　　is　unkno宙able　and　rnyster量ous；and　so　1協π9命of　T’ien　also　is　an

　　untouchable　existence　transcendental　above　reason．刀π仁，　what　he．

　called，　is　a　human　way　of　life，　in　which　a　man　must，　he　taught，．

　have　an　unmoved　confidence，　even　though　human　affairs　depend

　upon　the　tml〈nowable　T’ien－Ming天命，．this　means“Chih－min8”知命．

　But　M（）一　Tz　ii墨子took　T’ien　as　a　god　of　justice　and　explained　that

　greae　political　changes，　like　．a　political　revolution，　mean　the　result．

　of　prize　or　punlshment　which　T’ien　gives　to　the　very　act　of　the

　authority．

　　　But　practically，　such　a　prize　or　punishment　is　not　always・

　practised　in　the　world．　Next　scholar，　Mgng－TzzZ孟子remarked

　that　though　the　political　revo｝iition　is　caused　by　the　order　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i



T’ien，　depeflding　upon　the．teridency　of　public　opinion　and　explained

’that　T’ien－Ming　and　historical　phenomena　are　indivisible；　and

that乃％and　l義are　done，　not　to　win　the　outer　interest　but　to

foliow　the　nature　of　good　which　T’ien　lays　in　the　hurnan　mind．

　　The　development　of　thought　frorn　K’ung－t2zl　to　Me”ng－TzzZ　cannot

be　fully　understood　without　cOnsideration　of　Mo－Tziit　existenee

between　them．

　　　　　　　　　　　　　　　Constantine　and　the　Sun　God

　　　　An　Essay　on　the　so－called　“Constantine－Helios　Controversy”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ichir6　Nitta

　　It　has　been　said　that　“on　the　command　of　Ged”　Constantine

founded　the　new　imperial　capital　holding　his　own　name’in　330

A．　D．　．　According　to　the　Church　Fatliegs，　this　new　city　was　never

sullied　by　pagan　rites．　lt　may　be　no　exaggaration　to　say　that　he，

in　this　period，　breaks　almose　all　the　threads’which　still　bind　hiin

to　the　pagan　past　and　openly　fights　against　the　old　religions．

　　But　in　this　city，　besides　many　Christian　m．　onttments　there　stood

the　colossal　statue　of　Constantine　wearing　the　radiate　crown　of

the　Sun　God　to　whom　he　had　deeply　devoted　for　several　years

before　his　conversion　to　ChrisYiaBity．　Some　researchers　rightly

have　found　out　in　this　statue　his　reminiscence　and　adhesion　eo

the　Sun　God　and　further　his　religious　ambiguity．　The　other　group

っfresearchers，　however，　has皿ade　a　keen　objection　aga沁s£such

a　view　as　theirs　and　led　to　the　so－called　“Constantine－Helios

・Controversy”．　lt　is　the　aim　of　this　article　to　investigate　the

－active　attitude　of　Constantine　desiring　the　christianization　of　the

whole　Roman　Empire．

　　　　　　　　　　　Cleisthenes’　Reforms　and　Dl＝mos

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Satoru　Aisaka

In　£he　strict　sense　of　the　word，　greek　‘dernokratia’　（rule　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　166　）


