
一　

は
じ
め
に

　

日
本
に
お
け
る
〈
声
〉
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
を
考
え
る
時
、
訓
読
と
い
う
〈
声
〉
の
制
度
と
そ
の
周
辺
の
問
題
に
突
き

当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
漢
文
と
い
う
古
典
中
国
語
を
読
む
方
法
と
し
て
、
平
安
後
期
以
後
の
日
本
で
は
訓
読
と
い
う
、
中
国
語

の
文
字
で
あ
る
漢
字
を
日
本
語
的
中
国
音
で
そ
の
ま
ま
読
む
か
、
あ
る
い
は
日
本
語
の
訳
を
当
て
て
読
ん
で
行
く
と
い
う
〈
声
〉

の
方
法
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
慣
習
化
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
て
き
た
訓
読
が
は
ら
ん
で
い
る
問
題
を
鋭
く
意
識
し

た
の
は
荻
生
徂
徠
で
あ
る
。
儒
者
と
し
て
の
徂
徠
は
、
当
時
流
行
し
つ
つ
あ
っ
た
経
書
の
講
釈
と
い
う
も
う
一
つ
の
〈
声
〉
の
制

度
が
は
ら
ん
で
い
る
問
題
を
も
強
く
意
識
し
て
い
た
。
当
時
流
行
の
講
釈
と
し
て
徂
徠
の
意
識
に
あ
っ
た
の
は
、
山
崎
闇
斎
門
、

い
わ
ゆ
る
崎
門
で
あ
る
。
徂
徠
は
そ
の
学
風
と
方
法
と
し
て
の
講
釈
を
嫌
い
、
そ
の
害
に
つ
い
て
執
拗
に
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い

る
が
、
そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
①
素
人
を
含
む
聴
衆
を
相
手
に
す
る
講
釈
に
お
い
て
は
、
経
書
の
訓
読
、

す
な
わ
ち
和
訳
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
古
代
中
国
語
と
し
て
の
本
義
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

こ
と
に
対
す
る
意
識
が
な
い
。（
訓
読
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
逸
脱
）
②
闇
斎
派
は
講
釈
と
い
う
耳
学
問
を
重
視
し
、
文
字
に
よ
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る
目
の
学
問
を
軽
視
す
る
。（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
対
す
る
〈
声
〉
の
重
視
）
③
講
釈
で
は
聴
衆
受
け
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
語

り
の
技
巧
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
り
、
典
故
・
注
釈
を
軽
ん
じ
、
結
果
と
し
て
学
問
の
浅
薄
化
を
生
む
。（
学
問
の
狭
小
化
、
素
人

化
）
⑤
講
釈
す
る
教
師
と
そ
の
言
説
を
絶
対
化
し
、
そ
の
姿
形
や
仕
草
ま
で
真
似
る
よ
う
に
な
る
。（
教
師
の
絶
対
視
・
聖
人
化
）

　

こ
の
徂
徠
の
訓
読
を
問
題
視
し
、
講
釈
を
非
難
す
る
言
説
の
中
に
、
初
期
江
戸
儒
学
に
お
け
る
〈
声
〉
の
問
題
が
集
約
的
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
山
崎
闇
斎
学
派
と
荻
生
徂
徠
の
〈
声
〉
に
対
す
る
態
度
を
考
え
な
が
ら
、
初
期
江
戸
儒

学
の
〈
声
〉
制
度
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二　

講
釈
の
害

　

徂
徠
は
、
綱
吉
の
咎
を
受
け
て
上
総
の
国
に
流
罪
に
な
っ
た
父
の
方
庵
に
伴
い
、
長
柄
郡
二
宮
庄
本
能
村
で
暮
ら
し
た
十
三
年

間
の
間
に
独
学
で
経
書
に
対
す
る
知
識
を
獲
得
す
る
。
後
、
赦
免
さ
れ
て
江
戸
に
帰
っ
て
き
た
時
、
そ
こ
で
は
講
釈
が
盛
ん
に

な
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
講
釈
の
内
容
が
自
ら
が
上
総
で
自
得
し
た
知
識
と
性
質
の
異
な
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。

予
十
四
の
時
、
先
大
夫
に
從
ひ
て
、
南
総
に
流
落
し
、
獨
り
み
づ
か
ら
書
を
読
み
、
未
だ
嘗
て
世
師
の
講
説
を
聴
か
ず
。
赦

に
値
ひ
て
還
る
に
及
ん
で
、
世
の
書
を
講
ず
る
者
別
に
一
種
の
俗
學
の
氣
習
あ
り
て 
纏
繞 
す
る
を
見
る
な
り
。
み
な
予
が
見

て
ん
ぜ
う

る
所
と
同
じ
か
ら
ず
。（『
蘐
園
随
筆
』［
荻
生
徂
徠　

一
九
七
六
、
二
五
八
］）

　

徂
徠
が
嫌
っ
た
「
俗
学
の
気
習
」
と
は
、
講
釈
に
よ
る
学
問
の
大
衆
化
・
浅
薄
化
で
あ
る
。

講
師
み
な
一
場
の
説
話
を
作
し
、
務
め
て
そ
の
明 
鬯 ちょう に
し
て
聴
く
者
の
耳
に 
愜 
ひ
て
阻
滞
あ
る
こ
と
な
か
ら
ん
こ
と
を

か
な

 
要 もと

む
。
そ
れ
道
理
は
あ
に
一
場
の
説
話
の
能
く
盡
す
所
な
ら
ん
や
。
こ
れ
必
ず
學
者
を
淺
迫
に
導
き
て
、
そ
れ
を
し
て
深
遠
含

蓄
の
思
ひ
、
從
容
自
得
の
味
は
ひ
に
乏
し
か
ら
し
む
る
な
り
（
同
右
）
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講
釈
は
、
講
師
の
口
か
ら
出
る
言
葉
を
直
接
耳
で
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
知
識
は
浅

薄
で
あ
り
、
学
問
と
し
て
役
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。「
大
氐
、
耳
に
由
り
て
目
に
由
ら
ざ
る
者
は
、
能
く
己
が
用
を
す
る
こ
と
鮮

な
し
。」（
同
右
）
そ
し
て
徂
徠
は
、
こ
の
よ
う
な
儒
書
の
講
釈
を
始
め
た
の
を
山
崎
闇
斎
の
責
任
に
帰
す
る
。

こ
れ
を 
訪 
へ
ば
則
ち
前
年
闇
齋
先
生
と
い
ふ
者
あ
り
、
首
と
し
て
朱
學
を
倡
ふ
。
こ
れ
よ
り
さ
き
諸
儒
能
く
閩
洛
の
學
を

と

 
攻 をさ

む
る
者
あ
る
こ
と
な
し
。
し
か
う
し
て
闇
齋
な
る
者
出
づ
る
に
及
び
て
、
海
内
靡
然
と
し
て
風
に 
嚮 
か
ふ
。
凡
そ
経
生
た
る

む

者
は
、
み
な
そ
の
餘
流
な
り
。（
同
右
）

　

こ
の
闇
斎
学
派
の
よ
う
な
「
耳
に
由
り
て
目
に
由
ら
ざ
る
」
講
釈
学
問
の
仕
方
で
は
、
そ
こ
に
道
が
説
か
れ
て
い
る
は
ず
の
経

書
の
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
教
師
の
講
釈
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
聴
者
は
講
師
の
言
う
こ
と
を
一
字
一
句
違
え
ず
に
筆
記
し
、

果
て
は
、
教
師
の
咳
払
い
や
机
を
た
た
く
仕
草
ま
で
書
き
留
め
る
に
い
た
る
。

師
の
尚
ぶ
所
、
弟
子
こ
れ
に
效
ふ
。
旁
ら
從
り
筆
を
援
き
て
、
其
の
講
ず
る
所
の
言
を
録
し
、
前
後
次
第
、
一
字
も
差
へ
ず
。

甚
し
き
は
則
ち
曰
は
く
、「
師
是
の
處
に
於
て
一
馨
咳
す
、」「
此
の
句
に
至
り
て
、
一
撃
節
す
、」
と
。
其
の
聲
音
を
學
び
、

其
の
容
貌
を
擬
し
、
自
ら
謂
へ
り 
假
饒 
ひ
曾
参
た
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
、
必
ず
有
若
た
ら
ん
と
。（「
訳
文
筌
諦
初
編
巻
首
」 

た

と

［
荻
生
徂
徠　

一
九
七
四
、
五
五
四
］）

　

講
釈
を
聞
い
て
い
れ
ば
、
い
ち
い
ち
書
は
読
ま
な
く
て
も
、
先
生
が
内
容
を
懇
切
丁
寧
に
説
明
し
て
、
疑
問
を
す
べ
て
解
消
し

て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
道
の
要
諦
を
教
え
て
く
れ
る
先
生
は
聖
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
師
の
神
聖
視
は
そ
の〈
声
〉

と
身
体
的
行
為
の
痕
跡
を
と
ど
め
よ
う
と
す
る
欲
望
と
な
り
、
師
を
崇
拝
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
中
身
は
同
じ
に
な
れ
な
く
て
も
せ

め
て
外
観
だ
け
で
も
似
る
よ
う
に
努
め
る
よ
う
に
な
る
。
孔
子
の
死
後
、
弟
子
の
有
若
が
師
に
外
貌
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

後
継
者
に
持
ち
上
げ
ら
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
孔
子
と
い
う
偉
大
な
精
神
を
失
っ
た
弟
子
た
ち
は
、
せ
め
て

そ
の
外
貌
だ
け
で
も
師
に
似
て
い
る
も
の
を
師
の
代
わ
り
に
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
曾
子
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。

胸〈声〉の制度とエクリチュール

景 3



（『
孟
子
』「
滕
文
公　

上
」）
こ
の
よ
う
な
、
師
の
身
体
性
の
神
聖
視
が
、
闇
斎
派
の
場
合
に
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
徂
徠
は

指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
た
と
え
ば
、
闇
斎
の
講
義
を
そ
の
高
弟
で
あ
る
浅
見
絅
斎
が
筆
記
し
た
「
神
代
巻
講
義
」
に

は
、
闇
斎
の
神
道
の
講
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
仕
草
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

大
事
ヲ
云
テ
聞
ス
。（
中
略
）ツ
ヽ
シ
ミ
ト
云
モ
ノ
ハ
心
デ
ナ
ケ
レ
バ
生
ゼ
ヌ
ゾ
。
面
白
イ
コ
ト
デ
ハ
ナ
イ
カ
。
心
ニ
テ
ナ
ケ

レ
バ
神
ハ
ヤ
ド
ラ
セ
ラ
レ
ヌ
ゾ
。
ソ
レ
デ
火
ノ
神
軻
遇
突
智
ヲ
斬
テ
五
段
ニ
ナ
サ
レ
タ
。
火
生
土
ノ
ワ
ケ
ヨ
リ
合
点
ノ
ユ
ク

コ
ト
ゾ
。
サ
テ
ア
ノ
土
ノ
バ
ラ
〴
〵
シ
タ
処
ニ
ハ
何
モ
物
ガ
出
来
ヌ
モ
ノ
ゾ
。
土
ノ
ジ
ツ
ト
カ
タ
マ
リ
タ
処
デ
ナ
ケ
レ
バ
、

物
ノ
生
ズ
ル
ト
云
コ
ト
ハ
ナ
イ
ゾ
。
ソ
レ
デ
ツ
ヽ
シ
ミ
ト
云
訓
ハ
、
土
ヲ
シ
ム
ル
ト
云
コ
ト
ゾ
。
土
ト
云
モ
ノ
ハ
、
ヂ
ツ
ト

シ
マ
リ
タ
モ
ノ
ゾ
。
ヂ
ツ
ト
ニ
ギ
リ
タ
モ
ノ
ゾ
。
○
此
時
、
先
生
ヂ
ツ
ト
両
手
ヲ
握
リ
テ
御
見
セ
被
レ

成
候
。［
山
崎
闇
斎　

一
九
七
二
、
一
四
三−
一
四
四
］

　

儒
教
に
お
い
て
、
師
の
身
体
性
を
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
う
ち
に
保
存
し
よ
う
と
す
る
欲
望
は
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
あ
っ
た
。

『
論
語
』
と
い
う
書
物
自
体
、
孔
子
の
語
録
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
挙
措
を
語
る
「
郷
党
篇
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
全
体
が

あ
る
特
定
の
時
と
場
に
お
け
る
孔
子
の
言
行
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
孔
子
の
〈
声
〉
と
身
体
的
行
為
の
痕
跡
を
と
ど
め
よ
う

と
す
る
欲
望
が
働
い
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。『
老
子
』
に
お
け
る
、
言
の
み
が
残
り
、
身
体
性
の
消
失
し
た
書
と
は
、
こ
の
点
で

対
照
的
で
あ
る
。
孔
子
が
弟
子
た
ち
を
魅
了
し
た
の
は
、
そ
の
精
神
性
に
依
る
が
、
彼
ら
は
、
孔
子
の
精
神
と
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
そ
の
身
体
を
含
め
て
、
孔
子
と
い
う
存
在
全
体
を
欽
慕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
語
録
と
い
う
形
を
と
っ
た
『
論

語
』
と
い
う
書
物
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔
子
の
弟
子
た
ち
は
、
そ
の
精
神
の
刻
印
た
る
言
葉
の
み
な
ら
ず
、〈
声
〉
を

含
む
身
体
に
そ
の
聖
性
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
孔
子
の
〈
声
〉
の
痕
跡
を
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
残
し
た
語
録
は
、
六
経
に
順
ず
る
も
の
と
し
て
儒
教
の
経
典
の
中
に
含
ま

れ
、
儒
学
の
制
度
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
注
釈
と
い
う
中
国
的
学
問
の
中
に
定
着
し
て
ゆ
く
。
朱
子
は
そ
の
新
た
な
再
解
釈
を
体
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系
化
さ
せ
、
儒
学
の
新
た
な
体
制
を
作
り
出
し
た
。
同
時
に
、
そ
の
弟
子
た
ち
と
の
問
答
が
、
孔
子
の
場
合
に
お
け
る
よ
り
も
は

る
か
に
体
系
的
に
記
録
さ
れ
、
分
類
さ
れ
て
『
朱
子
語
類
』
と
し
て
残
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
朱
子
の
話
し
た
言
葉
が
ほ
と
ん
ど

そ
の
ま
ま
記
録
さ
れ
、
朱
子
の
〈
声
〉
の
痕
跡
が
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
化
さ
れ
る
。
孔
子
と
そ
の
弟
子
達
の
行
為
が
、
こ
こ
で
も
繰

り
返
さ
れ
る
。
闇
斎
学
派
に
お
い
て
は
、
こ
の
師
の
〈
声
〉
を
含
む
身
体
を
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
化
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
繰
り
返

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
、
闇
斎
と
そ
の
〈
声
〉
を
受
け
継
ぐ
弟
子
の
〈
声
〉
と
身
体
に
お
い
て
朱
子
や
聖
人
の
教

え
が
具
現
化
さ
れ
、
眼
前
に
現
れ
る
さ
ま
を
目
撃
し
た
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
は
、
闇
斎
派
に
お
け
る
師
の
身
体
性
の
神
聖
化
を
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
重
ん
じ
る
立
場
か
ら
戯
画
的
に
描
い
て
い
る
が
、
闇
斎
の
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
身
振
り
や
声
は

違
っ
た
意
味
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
内
容
が
師
の
身
体
に
お
い
て
聖
化
さ

れ
現
前
す
る
さ
ま
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
徂
徠
が
崎
門
の
講
釈
に
不
信
感
を
抱
い
た
の
は
、
学
問
の
大
衆
化
、
世
俗
化
で
あ
る

が
、
そ
の
向
こ
う
に
は
、
こ
の
よ
う
な
崎
門
の
口
承
的
方
法
が
は
ら
む
さ
ら
に
深
刻
な
問
題
を
予
感
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

三　

崎
門
の
講
釈
に
お
け
る
〈
声
〉

　

崎
門
の
講
釈
に
つ
い
て
は
種
々
の
言
説
・
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
徂
徠
が
非
難
す
る
、
学
問
の
大
衆
化
と
は
性
質

の
異
な
る
、
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
と
は
一
見
し
て
正
反
対
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
原
念
斎
の
『
先
哲
叢
談
』
は
闇

斎
の
講
義
の
峭
厳
苛
烈
な
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。

闇
齋
、
天
性
峭
嚴
、
師
弟
の
間
、
儼
と
し
て
君
臣
の
如
し
。
敎
を
受
く
る
者
は
、
貴
卿
巨
子
と
雖
も
、
之
を
眼
底
に
置
か
ず
。

其
の
書
を
講
ず
る
や
、
音
吐
鐘
の
如
く
、
面
容
怒
る
が
如
し
。
聴
徒
凛
然
と
し
て
敢
て
仰
ぎ
見
る
無
し
。［
原
念
斎
、
一
二

〇
］
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崎
門
の
三
傑
の
一
人
で
あ
る
佐
藤
直
方
は
、
入
門
を
一
時
拒
否
さ
れ
て
い
る
が
、
闇
斎
に
師
事
し
て
か
ら
も
、
そ
の
講
義
の
厳

し
さ
に
辟
易
し
て
い
た
と
『
先
達
遺
事
』
は
伝
え
て
い
る
。

佐
藤
子
嘗
て
云
ふ
。
昔
、
闇
斎
に
師
事
せ
し
と
き
、
其
家
に
到
り
戸
に
入
る
毎
に
、
心
緒
惴
々
と
し
て
獄
に
下
る
が
如
し
。

退
い
て
戸
を
出
づ
る
に
及
び
、
則
ち
大
息
し
て
虎
口
を
脱
す
る
が
似
し
と
。［
稲
葉
正
信
、
一
一
］

　

ま
た
、
闇
斎
高
弟
の
一
人
で
あ
る
浅
見
絅
斎
の
講
義
は
、
師
の
講
義
に
輪
を
か
け
た
厳
粛
な
も
の
で
あ
っ
た
。

絅
斎
、
晩
に
錦
里
に
講
授
す
。
師
弟
の
間
の
厳
峻
な
る
こ
と
又
た
闇
斎
よ
り
も
甚
し
。
先
君
子
、
嘗
て
其
講
筵
に
侍
す
。
課

会
の
日
、
門
人
凾
丈
に
侍
座
す
る
こ
と
實
に
臣
下
の
君
前
に
在
る
が
如
し
。
業
を
請
ひ
益
さ
ん
こ
と
を
請
ひ
、
及
び
講
談
中
、

語
勢
の
段
落
あ
る
毎
に
聽
徒
唱
諾
し
て
扣
頭
す
。
一
章
一
節
を
解
し
了
る
毎
に
聽
徒
を
呼
ん
で
曰
く
、「
咸
な
且
く
此
の
如

く
会
し
去
れ
。」
と
。
聽
徒
又
た
一
々
扣
頭
す
。［
稲
葉
正
信
、
二
六
］

　

こ
の
よ
う
に
闇
斎
の
講
義
の
峭
厳
苛
烈
さ
は
、
闇
斎
の
み
な
ら
ず
、
崎
門
一
般
の
特
徴
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

根
本
に
あ
る
の
は
、
自
ら
の
学
が
尭
舜
・
孔
子
・
朱
子
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
儒
学
の
真
の
あ
り
方
を
自
ら
が
忠
実
に
受
け
継
い

で
い
る
と
い
う
「
正
統
」
意
識
［
丸
山
真
男
、
六
一
六
以
下
］
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
自
ら
と
異
な
る
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す

る
。
闇
斎
の
最
初
の
著
作
は
、「
闢
異
」
で
あ
り
、
朱
子
の
異
端
・
異
学
糾
問
の
文
を
抜
粋
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
異
端
を
正
す

た
め
に
は
、
ま
ず
宗
と
す
べ
き
学
の
正
統
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
闇
斎
は
朱
子
に
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
山
田
慥
斎

の
「
闇
斎
先
生
年
譜
」（
天
保
九
年
）
に
は
、
闇
斎
晩
年
の
天
和
二
年
、
病
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
が
録
さ
れ
て
い
る
。

門
人
に
語
り
て
曰
く
、
我
が
学
朱
子
を
宗
と
す
。
孔
子
を
尊
ぶ
所
以
な
り
。
孔
子
を
尊
ぶ
は
其
の
天
地
と
準
ず
る
を
以
て
な

り
。
中
庸
に
云
ふ
、
仲
尼
は
尭
舜
を
祖
述
し
て
文
武
に
憲
章
す
と
。
吾
れ
孔
子
朱
子
に
於
て
亦
竊
に
比
す
。
而
し
て
朱
子
を

宗
と
す
る
も
亦
苟
も
之
を
尊
信
す
る
に
非
ず
。
吾
れ
意
ふ
に
朱
子
の
学
、
居
敬
窮
理
は
即
ち
孔
子
を
祖
述
し
て
差
は
ざ
る
者

な
り
。
故
に
朱
子
を
学
ん
で
謬
る
、
朱
子
と
共
に
謬
る
な
り
。
何
の
遺
憾
か
之
有
ら
ん
。
是
吾
れ
朱
子
を
信
じ
て
、
亦
述
べ
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て
作
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
汝
が
輩
堅
く
此
意
を
守
つ
て
失
ふ
こ
と
勿
れ
。［
阿
部
隆
一
、
五
六
五
］

　

闇
斎
は
こ
の
よ
う
に
朱
子
と
と
も
に
誤
っ
て
悔
い
な
い
と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
弟
子
は
、
闇
斎
と
と
も
に

誤
っ
て
悔
い
な
い
と
公
言
し
て
い
た
。「
植
田
玄
節
篤
く
闇
斎
を
信
ず
、
嘗
て
云
ふ
。「
師
の
説
、
若
し
差
謬
あ
ら
ば
、
則
ち
吾
れ

同
じ
く
誤
る
を
辭
せ
ず
。」」［
稲
葉
正
信
、
一
七
］
こ
の
師
に
対
す
る
信
仰
の
篤
さ
は
師
か
ら
弟
子
へ
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
闇

斎
派
独
特
の
強
烈
な
正
統
意
識
の
な
せ
る
業
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
正
統
意
識
と
「
闢
異
」
の
精
神
は
、
崎
門
内
部
に
お
い
て
も
破
門
や
絶
交
を
繰
り
返
さ
せ
、「
崎
門
の
絶
交
」
と
呼
ば
れ
る

こ
と
に
な
る
。［
丸
山
真
男
、
六
一
六
］ 
崎
門
の
外
部
に
対
し
て
は
、
官
学
で
あ
る
林
家
に
対
し
て
も
容
赦
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
批
判
さ
れ
た
林
春
斎
は
、「
今
年
聞
く
、
性
理
を
高
談
し
て
、
以
て
程
朱
の
再
生
と
な
し
、
而
し
て
文
字
を
擲
ち
、
博
識
を
以

て
妨
げ
あ
り
と
称
し
、
而
し
て
余
輩
を
指
し
て
俗
儒
と
な
す
者
、
亦
こ
れ
あ
り
。
彼
彼
た
り
我
我
た
り
、
道
同
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち

相
爲
に
謀
ら
ず
。
余
は
唯
家
業
を
守
ら
ん
の
み
。」
と
言
っ
て
、「
闇
斎
の
攻
撃
に
は
、
一
切
相
手
と
な
ら
ぬ
方
針
を
取
っ
た
」。 

［
徳
富
蘇
峰
、
二
八
九−

二
九
〇
］
こ
の
場
合
は
、
市
井
の
一
儒
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
闇
斎
の
学
が
自
ら
を
正
統
と
し
て
官
学
の

不
純
さ
を
突
い
た
例
で
あ
る
が
、
こ
の
正
統
意
識
が
権
力
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
排
他
的
な
思
想
弾
圧
が
生
ず
る
。
そ
れ
が
山
鹿

素
行
の
場
合
で
あ
る
。

　

破
門
絶
交
で
有
名
な
闇
斎
で
は
あ
る
が
、
会
津
の
領
主
で
あ
り
、
家
光
の
異
母
弟
で
あ
っ
た
保
科
正
之
と
の
関
係
で
は
、
交
わ

り
を
全
う
し
て
い
る
。
闇
斎
の
講
釈
は
、
こ
こ
で
も
効
果
を
発
揮
し
た
ら
し
い
。
寛
文
六
年
八
月
十
日
、
闇
斎
は
正
之
の
前
で
四

書
を
講
じ
終
わ
っ
た
。
そ
の
講
釈
は
、「
吟
味
殊
に
詳
し
く
、
講
釈
の
勝
手
能
く
仕
り
候
由
に
候
」
と
「
千
と
せ
の
松
」
に
あ
る
。 

［
前
田
恒
治
、
三
九
］
そ
の
寛
文
六
年
の
冬
、
保
科
正
之
は
山
鹿
素
行
を
『
聖
教
要
録
』
に
お
い
て
朱
子
学
を
誹
謗
し
た
か
ど
で

赤
穂
に
流
罪
に
し
た
。
正
之
の
言
行
録
「 
土
津 
靈
神
言
行
録
」
に
は
、
十
月
三
日
、
山
鹿
素
行
が
赤
穂
に
配
流
さ
れ
た
と
い
う
記

は
に
つ

事
に
続
い
て
、
正
之
が
老
中
に
言
っ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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十
月
三
日
置
二

造
言
者
山
鹿
甚
五
左
衛
門
於
播
州
赤
穂
一

、
前
レ

是
靈
神
謂
二

老
中
一

曰
、
当
世
有
二

造
言
者
一

、
是
惑
レ

世
誣
レ

民
之

賊
也
、
可
二

厳
禁
一レ

之
、
老
中
領
レ

之
」［
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
六
二−

二
六
三
］

　
「
惑
世
誣
民
」
は
、
朱
子
の
『
四
書
集
注
』
中
の
「
大
学
章
句
序
」
に
あ
っ
て
、
諸
子
百
家
等
異
端
を
非
難
す
る
と
き
に
使
わ
れ

た
言
葉
で
あ
る
。（「
其
他
權
謀
術
數
、
一
切
以
就
功
名
之
說
、
與
夫
百
家
衆
技
之
流
、
所
以
惑
世
誣
民
、
充
塞
仁
義
者
」）。
す
な

わ
ち
、
朱
子
の
異
端
邪
説
と
し
て
の
諸
子
百
家
等
に
対
す
る
非
難
の
言
葉
が
、
朱
子
学
を
『
聖
教
要
録
』
に
お
い
て
批
判
し
た
素

行
に
対
し
て
、
正
之
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
山
鹿
素
行
の
赤
穂
配
流
が
、
闇
斎
の
四
書
講
釈
が
行

わ
れ
て
間
も
な
い
時
期
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
正
之
が
用
い
た
朱
子
の
言
葉
に
、
自
ら
の
正
統
性
を
強
く
意
識
し

て
い
た
闇
斎
の
講
釈
の
〈
声
〉
が
反
響
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

四　

崎
門
の
文
体

　

崎
門
の
思
想
伝
授
の
仕
方
に
関
し
て
は
、
大
江
文
城
に
よ
れ
ば
、「
室
町
時
代
明
経
家
及
び
、
五
山
僧
の
師
説
、
抄
本
に
模
し
た

も
の
」
で
あ
ら
う
と
言
わ
れ
る
。　

こ
の
学
派
［
闇
斎
学
派
］
に
て
は
、
そ
の
師
の
講
義
を
、
筆
録
し
、
ま
た
門
人
子
弟
相
伝
写
し
、
之
を
熟
読
玩
索
し
た
の
で

あ
る
。
今
日
に
傳
つ
て
ゐ
る
、
講
義
、
講
読
、
口
義
、
師
説
、
筆
記
等
い
ふ
類
は
皆
そ
れ
で
あ
る
。
室
町
時
代
明
経
家
及
び
、

五
山
僧
の
師
説
、
抄
本
に
模
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
氏
名
、
年
月
の
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
も
の
は
、
確
實
に
そ
の
講
者
を
知
る

こ
と
が
出
來
な
い
。
而
し
て
此
等
崎
門
の
人
々
は
、
丸
本
全
体
の
講
義
を
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
、
多
く
の
場
合
は
、
そ

の
要
処
々
々
を
揚
げ
、
全
力
を
之
に
集
注
し
た
も
の
で
あ
る
。 
［
大
江
文
城
、
一
八
八−

九
］

　

た
だ
、
家
学
伝
授
と
い
う
伝
統
的
な
制
度
が
、
闇
斎
学
派
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
い
う
単
純
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
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ろ
う
。
崎
門
に
お
い
て
は
、
学
説
の
正
当
性
・
正
統
性
を
め
ぐ
っ
て
の
内
外
で
の
議
論
・
闘
争
が
あ
る
。
学
問
は
単
に
知
的
な
対

象
で
は
な
く
、
全
身
全
霊
を
か
け
た
理
解
・「
体
認
」
が
求
め
ら
れ
た
。
講
義
に
用
い
ら
れ
た
言
説
の
あ
り
よ
う
も
、「
体
認
」
を

迫
る
言
葉
で
あ
る
。

　

闇
斎
の
講
義
に
は
、
言
葉
の
〈
声
〉
の
「
強
制
力
」 
［
川
田
順
三
、
一
九
四
］
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
明
ら
か
で
あ
る
。

諸
生
毎
に
竊
に
相
告
げ
て
曰
は
く
、
吾
儕
未
だ
伉
儷
を
得
ず
、
情
欲
の
感
、
時
に
動
き
て
自
ら
制
す
る
こ
と
能
は
ず
。
則
ち

瞑
目
し
て
先
生
を
一
想
す
れ
ば
、
欲
念
頓
に
消
え
、
寒
か
ら
ず
し
て
慄
す
と
。［
原
念
斎　

一
九
九
四
、
一
二
〇
］

　

闇
斎
の
峻
厳
な
〈
声
〉
を
伴
う
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
弟
子
の
脳
裏
に
刻
印
さ
れ
て
、
彼
ら
の
行
動
を
規
制
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
た
。
徂
徠
は
こ
の
よ
う
な
闇
斎
を
筆
頭
と
す
る
崎
門
の
厳
格
な
人
間
像
を
「
人
柄
悪
敷
」（「
徂
徠
先
生
答
問
書
」）
と
い
う
言

い
方
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
格
さ
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
朱
子
学
者
一
般
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
日

本
に
お
け
る
そ
れ
は
、
闇
斎
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

君
修
云
、
朱
子
文
集
ヲ
ミ
レ
バ
朱
子
ノ
人
柄
知
ラ
ル
ヽ
也
、
今
云
、
朱
子
ノ
窮
屈
ナ
ル
様
成
人
ト
ハ
ミ
ヘ
ズ
。
今
ハ
學
問
ス

ル
人
ノ
朱
子
流
ノ
人
柄
ノ
偏
屈
ナ
ル
ハ
、
大
カ
タ
山
崎
闇
齋
ヨ
リ
始
レ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
山
崎
ハ
氣
違
ノ
様
成
人
也
ト
云
傳
ヘ

タ
リ
。「
文
會
雑
記
」［
湯
浅
元
禎
、
六
一
二
］

　
「
氣
違
ノ
様
成
人
」
闇
斎
の
厳
格
主
義
が
、
弟
子
に
感
染
す
る
よ
う
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
行
く
。

　

こ
の
よ
う
な
崎
門
の
講
義
の
言
語
の
文
体
に
も
一
種
独
特
な
性
格
が
あ
る
。
崎
門
朱
子
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
敬
」
で
あ
る
が
、

こ
の
言
葉
の
「
真
意
」
を
伝
え
よ
う
と
す
る
闇
斎
の
言
語
に
つ
い
て
、
子
安
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

崎
門
の
〈
講
義
〉
に
お
け
る
言
語
と
は
、
講
師
の
把
握
す
る
〈
真
意
〉
が
聴
徒
の
心
に
直
接
的
に
伝
え
ら
れ
、
体
得
さ
れ
る

こ
と
を
求
め
て
語
り
出
さ
れ
る
言
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
の
多
く
の
擬
態
語
的
表
現
を
含
み
、
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
表
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現
を
多
用
す
る
独
自
な
口
語
的
話
法
を
交
え
る
言
語
で
あ
っ
た
。「
敬
」
の
〈
真
意
〉
は
こ
の
言
語
を
も
っ
て
、
一
七
、
八
世

紀
の
日
本
人
の
心
に
直
接
的
に
伝
え
ら
れ
、
人
々
に
「
体
認
」
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。［
子
安
宣
邦
、
六
八

−
七
〇
］

　

子
安
の
言
う
「
独
自
な
口
語
的
話
法
を
交
え
る
」
闇
斎
の
言
語
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

扨
敬
ト
云
ヘ
ル
ハ
何
ノ
子
細
モ
無
ク
、
此
心
ヲ 
欝
乎 
々
々
ト
放
チ
ヤ
ラ
ズ
、
平
生
吃
ト
照
シ
ツ
メ
ル
ヲ
敬
ト
云
ゾ
。（
山
崎
闇

ウ

カ

斎
「
敬
斎
箴
講
義
」［
山
崎
闇
斎　

一
九
八
〇
、
八
一
］

　
「 
欝
乎 
々
々
ト
」「
キ
ッ
ト
」
と
い
う
よ
う
な
日
本
語
の
擬
態
語
は
、
理
性
に
訴
え
る
言
葉
で
は
な
く
、
感
性
、
つ
ま
り
身
体
性

ウ

カ

に
訴
え
か
け
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
闇
斎
は
こ
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
て
「
敬
」
の
「
体
認
」
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

浅
見
絅
斎
の
講
義
に
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
朱
子
学
で
は
、「
理
」
は
「
性
」
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
、
初
め
か

ら
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
仁
」
と
い
う
徳
は
、
母
が
子
に
ひ
た
す
ら
注
ぐ
愛
情
で
あ
る
と
同
時
に
、
聖
人

の
民
を
思
う
愛
情
で
も
あ
り
、
こ
の
両
者
に
、
差
が
な
い
こ
と
を
「
誠
意
ノ
工
夫
」
に
よ
っ
て
「
体
認
」
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と

絅
斎
は
言
う
。

誠
意
ノ
工
夫
ヨ
ケ
レ
バ
、
天
地
ノ
間
キ
ラ
リ
ト
ミ
ヘ
テ
、
明
ニ
万
理
ガ
ミ
ユ
ル
ゾ
。
ナ
ニ
モ
カ
モ
疑
ハ
ナ
キ
者
ゾ
。
只
人
ハ

誠
実
ガ
本
ナ
リ
。
母
ノ
子
ニ
乳
ヲ
ノ
マ
ス
ル
ニ
抱
キ
カ
ヽ
ヱ
テ
ノ
マ
ス
ル
ハ
、
カ
ハ
イ
ヒ
ト
思
フ
ノ
ミ
。
子
モ
母
ヲ
シ
タ
フ

心
ノ
ミ
也
。
コ
レ
ヨ
リ
外
ニ
仁
ノ
意
ハ
ナ
イ
ゾ
。
道
ト
云
モ
コ
ヽ
ゾ
。
ソ
コ
デ
子
ガ
ワ
ル
サ
ス
レ
バ
、
ツ
メ
リ
タ
ヽ
キ
テ
ナ

カ
セ
、
病
ア
レ
バ
灸
ヲ
シ
テ
ヤ
ル
、
ア
ツ
ガ
ツ
テ
ナ
ク
ゾ
。
メ
イ
ワ
ク
ガ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
本
コ
ノ
心
子
ヲ
悪
ン
デ
ス
ル
ニ
ア

ラ
ズ
、
イ
ト
ヲ
シ
イ
カ
ハ
イ
ヽ
ト
思
フ
心
カ
ラ
ス
ル
ゾ
。
コ
レ
聖
人
天
下
ノ
民
ヲ
思
フ
心
コ
レ
ニ
カ
ハ
ル
事
ナ
シ
。
コ
ノ
心

ニ
一
毫
ノ
マ
ジ
リ
モ
ノ
ハ
ナ
イ
ゾ
。
ソ
レ
ユ
へ
道
ハ
近
ク
教
へ
近
ク
心
ニ
シ
ル
デ
ナ
ケ
レ
バ
道
ト
ハ
イ
ハ
レ
ヌ
ゾ
。
聖
人
ノ

意
味
気
象
ヲ
シ
ラ
ネ
バ
学
問
ト
ハ
イ
ハ
レ
ヌ
ゾ
。
ソ
レ
ヲ
知
タ
モ
ノ
ハ
異
国
ニ
モ
ス
ク
ナ
シ
。
日
本
ニ
ハ
ナ
ヲ
開
闢
ヨ
リ
コ
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ノ
カ
タ
ナ
イ
ゾ
。
山
崎
嘉
右
衛
門
殿
ナ
ラ
デ
ハ
ナ
イ
ゾ
。
ソ
レ
デ
聖
人
ヲ
ヨ
フ
知
タ
メ
イ
ヨ
ナ
人
ゾ
。
常
々
ノ
タ
マ
フ
処
只

右
ノ
意
ゾ
。（
多
田
亀
運
筆
録
「
浅
見
先
生
学
談
」［
阿
部
隆
一
、
五
八
七
］）

　

学
問
は
、「
誠
意
ノ
工
夫
」
に
よ
っ
て
、「
道
ハ
近
ク
教
へ
近
ク
心
ニ
シ
ル
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
天
地
の
間
の
万
理
が
「
キ
ラ

リ
」
と
明
ら
か
に
見
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
聖
人
の
意
味
気
象
」
を
知
り
、
道
を
行
う
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
経
書
を
尊
重
し
、
そ
の
訓
古
注
釈
に
精
を
出
す
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
と
言
う
。

聖
賢
ノ
道
ハ
尊
ム
ベ
シ
。
ソ
レ
ヲ
シ
サ
イ
ラ
シ
ク
経
書
ヲ
イ
タ
ヾ
キ
ナ
ド
シ
テ
尊
ハ
、
ソ
レ
ガ
異
端
ト
云
モ
ノ
ゾ
。（
同
右
）

　

経
書
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
有
難
い
の
で
は
な
く
て
、「
聖
賢
の
道
」
自
体
が
大
事
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
朱
子
を
通
じ
て
山
崎
闇

斎
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
自
分
は
た
だ
師
で
あ
る
闇
斎
の
「
落
穂
ヲ
ヒ
ラ
ウ
テ
」
い
る
だ
け
だ
、
と
絅
斎
は
言
う
の
で
あ
る
が
、

そ
う
語
る
言
葉
の
文
体
自
体
、
闇
斎
の
文
体
を
引
き
継
い
で
い
る
。

　

崎
門
の
学
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
口
承
性
が
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
、
始
祖
で
あ
る
闇
斎
の
〈
声
〉
が
伴

う
峻
厳
性
と
、
そ
の
口
調
、
独
特
な
文
体
を
引
き
継
ぐ
形
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

五　

徂
徠
「
目
の
学
問
」

　

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
徂
徠
は
こ
の
よ
う
な
崎
門
の
講
釈
と
い
う
学
問
伝
授
の
あ
り
方
を
否
定
し
た
。
そ
れ
で
は
、
徂
徠
自

身
は
崎
門
の
口
承
性
を
否
定
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
ど
の
よ
う
な
学
問
を
目
指
し
て
い
た
の
か
。

　

徂
徠
が
闇
斎
学
派
の
講
釈
の
害
を
言
う
時
、
彼
は
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
日
本
人
の
一
般
的
な
漢
文
の
読
解
法
で
あ
る
訓
読

を
否
定
す
る
。
仏
典
を
読
む
と
き
の
よ
う
に
、
漢
字
の
音
を
連
ね
て
読
む
読
み
方
を
当
時
の
日
本
人
が
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
日
本
語
し
か
知
ら
な
い
聴
衆
を
相
手
に
し
て
話
す
と
き
、
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
漢
文
は
伝
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統
的
な
方
法
で
あ
る
訓
読
に
よ
っ
て
読
む
し
か
な
い
。
儒
家
経
典
の
テ
ク
ス
ト
の
「
本
義
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
時
、
徂
徠
の
目
に

映
じ
た
の
は
、
訓
読
と
い
う
日
本
的
漢
文
読
解
の
方
法
が
、
そ
れ
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

講
説
の
間
、 
業
已 
に
和
訓
を
癈
す
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
其
の
字
義
を
説
く
、
且
く
和
訓
に
依
傍
し
て
、
勢
ひ
を

す

で

 
趁 
ひ
て
義

お

を
成
す
。
聴
者
但
だ
其
の
説
の
通
ず
べ
き
を
見
て
、
便
ち
本
よ
り
然
り
と
謂
ひ
て
、
其
の
本
義
を
離
る
る
こ
と
巳
に
遠
き
を

知
ら
ず
。［
荻
生
徂
徠　

一
九
七
四
、
五
五
四
］

　

聴
衆
に
は
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
講
師
に
も
、
原
文
で
あ
る
漢
文
が
中
国
語
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
そ
も
そ
も
な
い
。

講
釈
す
る
ほ
う
は
付
さ
れ
て
い
る
返
り
点
や
送
り
仮
名
に
依
拠
し
て
、
日
本
語
で
読
ん
で
意
味
が
通
ず
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
し
、

そ
の
訳
に
従
っ
て
解
釈
し
、
講
釈
を
行
う
。
聞
く
ほ
う
も
、
そ
の
講
釈
が
面
白
け
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
聞
く
。
講
釈
が
古

代
中
国
語
の
原
文
か
ら
離
れ
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
に
つ
い
て
疑
い
を
発
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
講
釈
を

聞
く
も
の
の
意
識
は
、
講
釈
者
の
話
の
ほ
う
に
行
っ
て
し
ま
い
、
講
釈
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
「
本
義
」
に
向
か
う
こ
と
は
な

い
。

　

当
時
の
日
本
人
は
、
漢
文
を
和
訓
と
い
う
、
江
戸
時
代
の
日
本
語
と
し
て
は
変
則
で
あ
る
言
葉
に
直
し
て
読
ん
で
い
る
。
当
然

そ
こ
に
中
国
語
の
本
来
の
意
味
と
、
日
本
語
の
間
で
意
味
の
違
い
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
日
本
語
と
中
国
語
の
語
順
が
違
う
か
ら
、

中
国
語
を
転
倒
さ
せ
な
が
ら
読
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
が
習
い
と
な
っ
て
い
る
か
ら
そ
の
自
覚
が
な
い
。
ま
た
、
和
訓
の
日
本
語
も

当
時
の
日
本
語
で
は
な
く
、
読
ん
で
す
ぐ
に
分
か
る
も
の
で
は
な
い
。
徂
徠
に
と
っ
て
は
、
こ
の
日
本
人
が
平
安
朝
後
期
以
来
な

ず
ん
で
き
た
訓
読
と
い
う
習
慣
を
排
す
る
こ
と
が
ま
ず
最
初
に
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

文
字
は
み
な
華
人
の
言
語
、
こ
の
方
に
廼
ち
和
訓
顛
倒
の
讀
あ
り
。
こ
れ
和
語
を
華
言
に
配
す
る
者
、
し
か
う
し
て
中
華
・

こ
の
方
の
語
言
は
、
も
と
お
の
づ
か
ら
同
じ
か
ら
ず
、
得
て
配
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
こ
の
方
の
學
者
字
義
を
知
ら
ざ
る
は
、

み
な
こ
れ
に
由
り
て
累
を
作
す
。
仁
齋
が
聰
明
と
雖
も
、
ま
た
未
だ
免
れ
ざ
る
所
な
り
。
け
だ
し
そ
の
幼
よ
り
習
読
す
る
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所
、
知
覚
せ
ざ
る
の
中
に
痼
す
る
者
の
み
。
し
か
る
に
洛
下
の
諸
生
、
み
な
仰
ぐ
こ
と
山
斗
の
ご
と
く
し
、
そ
の
書
を
服
習

し
、
そ
の
言
を
模
楷
と
す
。
廼
ち
こ
の
眼
を
移
し
て
以
て
中
華
の
書
に
向
か
は
ば
、
そ
の
害
あ
に
尠
な
か
ら
ん
や
。（
中
略
）

こ
の
方
、
字
を
讀
む
に
、
音
あ
り
、
和
訓
あ
り
。
和
訓
は
ま
た
和
歌
の
語
、
俚
語
と
同
じ
か
ら
ず
。
し
か
う
し
て
音
を
以
て

こ
れ
を
讀
め
ば
、
大
い
に
高
遠
艱
深
、
人
情
に
遠
き
こ
と
を
覺
ゆ
。
和
訓
を
以
て
こ
れ
を
讀
め
ば
、
廼
ち
そ
の
平
易
に
し
て
、

人
情
に
近
き
こ
と
を
覺
ゆ
。
更
に
換
ふ
る
に
俚
語
を
以
て
す
れ
ば
、
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
平
易
な
り
。
同
じ
く
一
字
に
し
て

そ
の
殊
な
る
こ
と
か
く
の
ご
と
き
者
は
、
み
な
聲
響
の
せ
し
む
る
所
な
り
。
た
だ
に
こ
れ
の
み
な
ら
ず
。
華
人
の
そ
の
語
に

お
け
る
が
ご
と
き
も
、
ま
た
み
な
、
義
、
音
響
に
由
り
て
殊
な
り
。
こ
の
方
の
學
者
、
誤
り
て
聖
賢
の
言
を
會
す
る
は
、
み

な
こ
の
累
多
し
。
予
近
ご
ろ
華
音
を
學
び
、
か
の
方
の
俗
語
を
識
る
。
し
か
う
し
て
の
ち
見
る
所
い
よ
い
よ
う
た
た
平
易
な

り
。［
荻
生
徂
徠　

一
九
七
六
、
二
五
六−

九
］

　

訓
読
の
代
わ
り
に
徂
徠
が
勧
め
る
の
は
、
当
時
の
中
国
音
で
経
書
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠
の
同
時
代
人
の
中

国
人
と
同
じ
方
法
で
経
書
を
読
む
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
訓
読
の
よ
う
な
転
倒
し
て
読
む
と
い
う
不
自
然
な
読
み
方
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
、
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
方
に
忠
実
な
読
み
方
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。〈
声
〉
と
い
う
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
従
来
は
、
訓
読
と
い
う
日
本
人
が
発
明
し
た
〈
声
〉
の
制
度
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
〈
声
〉

は
テ
ク
ス
ト
が
本
来
持
っ
て
い
る
意
味
作
用
を
十
全
に
発
揮
す
る
よ
う
な
〈
声
〉
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
本
来
持
つ
意
味
作
用

に
近
づ
く
た
め
に
は
、
同
時
代
人
の
中
国
人
が
読
ん
で
い
る
〈
声
〉
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は

現
代
の
中
国
文
学
・
哲
学
・
歴
史
研
究
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
現
代
の
常
識
と
一
致
す
る
。

　

こ
の
様
な
読
み
方
を
す
る
こ
と
で
、
和
訓
に
よ
る
転
倒
読
み
や
、
日
本
語
の
意
味
を
中
国
語
に
転
移
す
る
よ
う
な
読
み
方
は
防

ぐ
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
読
法
も
十
分
な
読
み
方
で
は
な
い
こ
と
を
徂
徠
は
意
識
し
て
い
た
。
当
時
の
漢
字

の
発
音
が
、
古
代
中
国
語
の
発
音
と
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
徂
徠
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
徂
徠
は
、
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中
国
語
で
書
か
れ
た
経
書
の
テ
ク
ス
ト
は
、
日
本
語
で
あ
れ
中
国
語
で
あ
れ
、
音
声
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
作
用
を
十
全
に
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
意
文
字
と
い
う
中
国
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
本
来

持
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

中
華
の
人
多
く
言
へ
り
、「
讀
書
、
讀
書
、」
と
。
予
れ
は
便
ち
謂
へ
り
、
書
を
讀
む
は
書
を
看
る
に
如
か
ず
、
と
。
此
れ
中

華
と
此
の
方
と
の
語
言
同
じ
か
ら
ざ
る
に
縁
り
て
、
故
に
此
の
方
は
耳
口
の
二
者
、
皆
な
力
を
得
ず
、
唯
だ
一
雙
の
眼
の
み
、

三
千
世
界
の
人
を
合
は
せ
て
、
総
て
殊
な
る
こ
と
有
る
こ
と
莫
し
。
一
た
び
讀
誦
に
渉
れ
ば
、
便
ち
和
訓
と
廻
環
顛
倒
と
あ

り
。
若
し
或
い
は
從
頭
直
下
、
浮
屠
の
経
を
念
ず
る
が
如
き
も
、
亦
た
此
の
方
生
來
の
語
音
に
非
ざ
れ
ば
、
必
ず
思
惟
を
煩

は
す
。
思
惟
纔
に
生
ず
れ
ば
、
何
に
縁
り
て
自
然
に
中
心
に
感
發
せ
ん
や
。［
荻
生
徂
徠　

一
九
七
四
、
五
五
九
］

　

徂
徠
に
と
っ
て
、
漢
文
を
読
む
と
き
重
要
な
の
は
、「
自
然
に
」
感
じ
、
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
国
人
の
よ
う

に
漢
文
が
母
語
で
な
い
日
本
人
に
と
っ
て
、
音
声
に
よ
っ
て
読
も
う
と
し
て
も
彼
我
の
理
解
に
差
が
出
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

漢
字
と
い
う
文
字
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
日
本
人
も
中
国
人
と
同
等
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
漢
文
を

読
む
と
き
に
大
事
な
の
は
目
で
あ
り
、
漢
文
は
音
声
で
読
む
の
で
は
な
く
、
目
で
「
看
る
」
と
い
う
形
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

普
通
本
を
読
む
と
き
は
声
で
読
む
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
声
に
出
し
て
読
む
場
合
で
も
、
黙
読
の
時
の
内
言
に
よ

る
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。
特
に
、
表
音
文
字
に
よ
る
言
語
を
使
用
し
て
い
る
地
域
の
人
間
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は

そ
う
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
言
語
が
音
声
中
心
的
言
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
日
本
人
が
漢
文
を
訓
読
す
る
場
合
は
、
中

国
語
と
日
本
語
で
語
順
が
違
っ
て
い
る
の
で
、
原
文
と
は
順
序
を
違
え
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
原
文
の
思

考
法
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
お
経
読
み
に
し
て
順
序
を
違
え
ま
い
と
し
て
も
、
意
味
が
自
然
に
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
の
で
、

意
味
を
取
ろ
う
と
し
て
頭
脳
を
わ
ず
ら
わ
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
と
き
す
で
に
、
中
国
人
と
は
「
自
然
に
中
心
に
感
發
」
す
る
か
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ど
う
か
で
、
読
み
の
経
験
に
差
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
を
音
声
的
に
読
む
と
い
う
こ
と
で
は
、
中
国
人
と
日
本

人
の
理
解
の
中
に
差
が
出
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
中
国
語
は
音
声
中
心
的
言
語
で
は
な
く
て
、
視
覚
中
心
的
な
言
語
で
あ
る
。
漢

字
と
い
う
文
字
は
、
そ
の
中
に
音
符
を
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
自
体

が
意
味
作
用
の
中
心
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
言
語
な
の
で
あ
る
。
こ
の
視
覚
に
訴
え
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
中
国
人
で
あ
ろ
う

と
、
日
本
人
で
あ
ろ
う
と
、
差
別
な
く
そ
れ
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
三
千
世
界
の
人
を
合
は
せ
て
、

総
て
殊
な
る
こ
と
有
る
こ
と
莫
」
い
の
で
あ
る
。

　

漢
詩
つ
い
て
詩
趣
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
場
合
、
こ
れ
も
、
訓
読
の
〈
声
〉
で
分
か
る
も
の
で
は
な
く
、
目
が
文
字

に
熟
し
て
そ
こ
に
「
一
種
の
気
象
」
を
感
じ
取
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

詩
話
・
文
評
の
類
に
、
某
の
文
は
高
華
、
某
の
篇
は
偉
麗
、
或
い
は
清
雅
、
或
い
は
間
曠
、
或
い
は
雄
深
、
或
い
は
雅
健
と

説
く
が
如
き
、
又
た
杜
詩
に
聲
有
り
色
有
り
、
味
有
り
力
有
り
と
い
ふ
類
の
如
き
、
如
し
目
の
文
字
に
熟
す
る
こ
と
の
久
し

き
、
義
趣
の
外
に
、
別
に
一
種
の
氣
象
、
來
た
っ
て
吾
が
心
に
接
す
る
者
有
る
を
覺
ゆ
る
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち
何
に
由
り
て

識
別
せ
ん
や
。（［
荻
生
徂
徠　

一
九
七
四
、
五
五
九
］）

　

こ
の
よ
う
に
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
目
に
対
し
て
意
味
作
用
を
な
す
も
の
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
、
漢
詩
文
を
真
に
理
解

し
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
徂
徠
の
根
本
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
徂
徠
が
唐
話
を
習
得
し
た
こ
と
は
、
現
代
的

な
中
国
文
学
・
哲
学
の
学
習
法
の
先
駆
と
し
て
、
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
徂
徠
に
あ
っ
て
は
さ
し
て
重
要

な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
徂
徠
に
と
っ
て
は
、〈
声
〉
と
耳
に
よ
る
方
法
で
は
漢
文
を
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
と
目
に
よ
る
方
法
こ
そ
が
漢
文
を
真
に
理
解
す
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
講
釈

の
〈
声
〉
は
、
そ
の
威
圧
的
で
強
制
的
な
力
に
よ
り
、
訓
読
と
い
う
不
十
分
な
漢
文
解
釈
法
に
よ
る
解
釈
を
押
し
付
け
よ
う
と
し
、

各
人
の
自
由
で
自
主
的
な
解
釈
の
力
を
奪
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
訓
読
と
い
う〈
声
〉の
制
度
に
よ
る
解
釈
は
、
徂
徠
に
と
っ
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て
、
こ
の
よ
う
に
個
人
の
自
得
の
力
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
強
制
力
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
っ
た
。
徂
徠
の
言
う
「
目
の
学
問
」

と
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
声
〉
の
束
縛
か
ら
精
神
を
解
放
し
、
自
由
な
解
釈
を
獲
得
す
る
方
法
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

六　

「
道
」
の
黙
識

　

以
上
述
べ
た
徂
徠
の
思
考
は
、
徂
徠
の
生
涯
の
前
期
、
四
十
歳
の
こ
ろ
ま
で
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
ら

れ
る
徂
徠
の
思
考
の
パ
タ
ー
ン
は
、
後
期
徂
徠
学
に
お
け
る
新
た
な「
道
」の
理
解
を
切
り
開
く
思
考
の
原
型
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

子
安
が
言
う
よ
う
に
、
後
期
徂
徠
学
に
お
い
て
、「
道
」
は
文
＝
礼
楽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
（「
文
と
は
道
の
別
名
、
礼
楽
を
謂

う
な
り
」）、
そ
れ
は
概
念
的
に
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、「
黙
し
て
知
る
」
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た 

［
子
安
宣
邦 
一
九
九
〇
、 
二
三
七
］。『
論
語
』「
述
而
篇
」
の
孔
子
の
言
葉
、「
黙
し
て
こ
れ
を
識
り
、
学
ん
で
厭
は
ず
、
人
を

誨
へ
て
倦
ま
ざ
る
は
、
何
ぞ
我
れ
に
有
ら
ん
哉
」
に
対
し
て
、
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

「
黙
し
て
之
を
識
る
」
は
、
言
は
ず
し
て 
喩 
る
な
り
。
學
の
道
は
、
黙
し
て
之
を
識
る
に
在
り
。
何
と
な
れ
ば
、
先
王
の
道

さ
と

は
禮
・
樂
是
れ 
巳 
。
禮
・
樂
は
言
は
ず
、
そ
の
義
を
識
ら
ん
と
欲
す
る
、
あ
に
言
の
能
く

の
み

 
盡 
す
と
こ
ろ
な
ら
ん
哉
。
之
を
習

つ
く

ふ
こ
と
久
し
け
れ
ば
則
ち
自
然
に
喩
る
こ
と
有
り
。
ゆ
ゑ
に
「
子
は
言
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
と 
欲 
す
」（
陽
貨
篇
）。
門
人
の
之

ほ
っ

を
問
ふ
に
及
ん
で
、
し
か
う
し
て
曰
く
、「
四
時
行
は
れ
、
百 
物 ぶつ 
生 
る
」
と
（
同
上
）。
學
の
道
は
そ
れ

な

 
斯 
の
若
き

か
く

 
乎 
。
か

（
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』［
荻
生
徂
徠　

一
九
九
四
１
、
二
五
七
］）

　

訓
読
の
〈
声
〉
が
そ
の
限
定
性
の
ゆ
え
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
意
味
作
用
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
説
い
て
、
徂
徠

は
「
目
の
学
問
」
を
主
張
し
た
。
限
定
し
よ
う
と
す
る
〈
声
〉
を
逃
れ
て
、「
黙
し
て
知
る
」
目
に
よ
る
学
問
を
、
そ
れ
に
代
わ
る
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方
法
と
し
た
の
で
あ
る
。
礼
楽
と
は
「
事
」
で
あ
り
、
黙
し
て
語
ら
な
い
。
概
念
と
し
て
の
限
定
性
を
持
つ
言
語
に
よ
っ
て
、「
事
」

と
し
て
の
礼
楽
の
持
つ
意
味
を
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
習
練
に
よ
っ
て
、
自
得
す
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

あ
あ
、
先
王
の
思
ひ
は
深
遠
な
り
。
千
載
の
上
に
在
り
て
、
す
で
に
言
語
の
教
へ
の
以
て
道
を
尽
く
す
に
足
ら
ざ
る
こ
と
を

知
る
。
こ
の
故
に
礼
楽
を
制
作
し
て
以
て
人
を
教
ふ
。
し
か
る
に
後
の
学
者
は
な
ほ
か
つ
そ
の
教
へ
を
舎
て
て
、
た
だ
言
語

に
の
み
こ
れ
務
む
。
そ
れ
そ
の
礼
を
舎
て
て
学
ば
し
め
ず
し
て
、
己
の
言
を
以
て
か
の
先
王
の
礼
を
尽
く
さ
ん
と
欲
す
。
ま

さ
に
そ
の
量
を
知
ら
ざ
る
を
見
る
の
み
、
こ
れ
を
か
の
規
矩
準
縄
を
舎
て
て
用
ひ
ず
し
て
、「
汝
い
や
し
く
も
吾
が
言
を
用
ひ

ば
、
す
な
は
ち
規
矩
準
縄
を
舎
つ
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
以
て
方
円
曲
直
を
な
す
に
足
る
」
と
曰
ふ
に 
辟 
ふ
。
あ
に
妄
な
ら
ず

た
と

や
。（「
弁
名　

上　

礼
」［
荻
生
徂
徠　

一
九
七
三
、
七
三
］）

　

こ
の
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
道
を
「
理
」
捉
え
よ
う
と
す
る
朱
子
学
の
あ
り
よ
う
を
、
徂
徠
は
「
後
人
詩
を
知
ら
ず
」
と
い
う
言

葉
で
表
現
す
る 
［
子
安
宣
邦 
一
九
九
〇
、
二
二
九
］。
漢
文
の
豊
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
訓
読
と
い
う
〈
声
〉
に
よ
っ
て
は
十
全
に

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、「
目
の
学
問
」
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
礼
楽
と
い
う
「
事
」

も
ま
た
言
語
や
概
念
、
あ
る
い
は
「
理
」
の
思
想
に
よ
っ
て
は
十
全
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
習
熟
と
い
う
「
黙
識
」
に
よ
る

ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

け
だ
し
先
王
の
敎
へ
は
、
禮
樂
の
み
。
そ
の
意
に
以
爲
へ
ら
く
言
の
益
を
爲
す
こ
と
少
な
き
な
り
、
ゆ
ゑ
に
禮
樂
を
以
て
こ

れ
を
敎
ふ
。（
中
略
）夫
れ
禮
樂
は
事
の
み
。
言
語
あ
る
こ
と
莫
し
。
亦
た
そ
の　

先
王
を
尊
ぶ
こ
と
天
の
如
し
。
ゆ
ゑ
に
天

を
引
き
て
以
て
そ
の
言
ふ
こ
と
を
待
た
ず
し
て
こ
れ
を
黙
識
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
夫
れ
禮
樂
の
敎
へ
は
、

黙
し
て
こ
れ
を
識
る
に
至
り
て
、
そ
の
義
は
窮
盡
す
る
有
る
こ
と
莫
き
な
り
。（『
論
語
徴
』［
荻
生
徂
徠　

一
九
九
四
２　

三

〇
〇−

三
〇
一
］）

　

こ
こ
に
、
徂
徠
の
思
考
に
あ
る
根
底
的
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
礼
楽
は
、
言
語
に
よ
っ
て
そ
れ
を
言
い
尽
く
す
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こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
は
目
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
全
体
を
用
い
た
習
練
に
よ
っ
て
知
る
よ
り
他
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

概
念
に
よ
る
理
解
は
、
礼
楽
の
豊
か
な
味
わ
い
と
し
て
の
風
雅
文
采
に
到
ら
せ
て
は
く
れ
な
い
。〈
声
〉
と
い
う
耳
口
に
よ
る
学
問

も
、
概
念
に
よ
る
理
解
も
、
事
と
し
て
の
「
文
」
に
決
し
て
到
達
さ
せ
て
は
く
れ
な
い
の
だ
と
い
う
の
が
、
両
者
に
共
通
す
る
徂

徠
の
思
考
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

同
時
に
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
を
前
に
し
て
の
人
間
の
自
由
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
徂
徠
は
、
宋
儒
の
道
の
理

解
の
仕
方
の
観
念
性
が
、
是
非
善
悪
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
好
み
、「
風
雅
文
才
之
の
び
や
か
な
る
」
事
と
し
て
の
「
道
」
の
あ
り

よ
う
を
損
な
う
と
と
も
に
、
人
間
の
性
格
を
狭
歪
に
し
、
人
格
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。

宋
儒
之
経
學
に
つ
の
り
候
人
は
、
是
非
邪
正
之
差
別
つ
よ
く
成
行
、
物
毎
ニ
す
み
よ
り
す
み
迄
は
き
と
致
し
た
る
事
を
好
み
、

は
て
は
高
慢
甚
敷
怒
多
く
成
申
物
に
候
。
風
雅
文
才
之
の
び
や
か
な
る
事
は
嫌
ひ
ニ
成
行
、
人
柄
悪
敷
成
申
候
事
、
世
上
共

ニ
多
御
座
候
。（「
徂
徠
先
生
答
問
書
」［
荻
生
徂
徠　

一
九
六
六
、
二
一
八
］）

　

こ
の
「
人
柄
悪
敷
」
な
っ
た
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
山
崎
闇
斎
と
浅
見
絅
斎
で
あ
る
。

山
崎
・
淺
見
が
人
柄
も
大
形
御
聞
傳
可
レ

被
レ

成
候
。
是
學
様
の
悪
敷
而
巳
ニ
て
も
無
レ

之
侯
。
元
來
其
學
流
之
偏
な
る
所
よ
り

出
た
る
事
ニ
て
候
。
世
上
に
て
俗
人
之
申
候
は
、
學
問
し
た
る
人
は
人
柄
惡
敷
と
申
候
事
僞
に
て
無
レ

之
候
。（
同
右
）

　

そ
れ
に
対
し
て
、
徂
徠
門
の
学
風
は
、
各
人
の
自
主
独
立
を
重
ん
じ
、
自
立
性
を
尊
重
し
、
そ
の
個
性
に
応
じ
て
学
問
を
発
展

さ
せ
る
自
由
な
学
風
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

愚
老
が
門
風
は
、
只
如
レ

此
誰
ニ
も
た
よ
ら
ず
直
ニ
古
聖
人
之
書
よ
り
見
開
き
候
を
專
途
に
仕
候
。（
同
右
）

　

か
く
し
て
、
徂
徠
学
の
目
指
し
た
の
は
、
自
由
で
自
立
的
な
人
格
に
よ
る
、
経
書
の
新
た
な
読
解
で
あ
り
、「
道
」
の
風
雅
文
采

を
存
分
に
享
受
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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七　

結
び
に
か
え
て

　

闇
斎
学
派
の
思
想
が
口
承
的
な
方
法
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
〈
声
〉

は
強
制
的
な
力
を
持
ち
、
弟
子
の
行
動
を
規
制
し
た
。
自
ら
の
学
説
の
正
統
性
を
師
闇
斎
の
〈
声
〉
の
人
格
的
強
制
力
に
よ
っ
て

信
じ
る
彼
ら
は
、
師
の
使
用
す
る
擬
態
語
の
多
様
を
特
徴
と
す
る
言
語
を
用
い
、
そ
れ
が
ま
た
そ
の
弟
子
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て

い
っ
た
。
崎
門
の
使
用
す
る
言
語
的
・
思
想
的
同
質
性
が
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
「
道
」

の
正
統
性
を
自
ら
の
身
体
の
う
ち
に
再
現
す
る
こ
と
を
迫
る
よ
う
な
〈
声
〉
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
崎
門
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
て
ゆ
く
〈
声
〉
に
対
し
て
、
前
期
徂
徠
学
の
「
目
の
学
問
」
の
主
張
が
あ
る
。
そ
れ

は
闇
斎
の
講
釈
の
〈
声
〉
を
否
定
し
、
そ
れ
が
強
制
し
よ
う
と
す
る
朱
子
学
の
正
統
性
を
「
目
の
学
問
」
に
よ
っ
て
否
認
し
、
テ

ク
ス
ト
と
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
通
じ
て
の
交
渉
に
よ
っ
て
、
解
釈
の
自
由
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

理
学
の
概
念
言
語
に
よ
る
解
釈
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
「
道
」
の
風
雅
文
采
を
、「
黙
識
」
に
よ
っ
て
取
り
戻
そ
う
と
す
る
後
期
の
徂

徠
学
の
試
み
に
通
底
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
黙
識
」
に
お
い
て
、
徂
徠
の
〈
声
〉
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
。
ま
っ
た
く
消
失
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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