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序Ⅰ　

こ
れ
ま
で
の
「
知
論
」

Ⅱ　

馬
琴
の
「
知
論
」
に
お
け
る
定
義

Ⅲ　

馬
琴
の
知
論

Ⅳ　

馬
琴
の
「
性
美
論
」
の
前
提
「『
中
庸
』
の
知
論
」

Ⅴ　

馬
琴
の
「
性
の
美
、
即
知
論
」

序
こ
れ
ま
で
、
八
犬
伝
の
中
に
、【
少
年
の
成
長
】
と
【
英
雄
は
仁
知
兼
備
】

と
い
う
二
大
世
界
観
の
存
在
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
江
戸
後
期
の
壮
大

な
る
物
語
文
学
の
中
に
、
理
想
主
義
に
支
え
ら
れ
た
思
想
性
と
芸
術
的
真
実
性

を
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
各
「
物
語
世
界
」
に
お
け
る
説
話
的
出
拠
、
物
語
性
の
面
白

さ
、
人
間
た
ち
の
性
（
本
質
）
の
醜
美
・
不
思
議
さ
面
白
さ
、
そ
し
て
儒
学
的

出
拠
と
理
念
・
哲
学
、
こ
れ
ら
を
一
体
的
に
指
摘
・
論
じ
、
明
ら
か
に
し
て
き

た
の
で
あ
っ
た
。
一
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
歴
史
小
説
性
・
大
衆
文
学
性
・

理
念
思
想
性
の
三
つ
の
塊
り
と
思
わ
れ
る
八
犬
伝
の
、
新
し
い
享
受
・
解
釈
を

も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、八
犬
伝
の
世
界
観
を
、

と
。
上
記
、
冒
頭
の
【
少
年
の
成
長
】
と
【
英
雄
は
仁
知
兼
備
】、
で
あ
る
。

論
の
方
法
と
し
て
は
、
物
語
的
魅
力
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
用
い
ら
れ
た

理
念
的
儒
学
的
典
拠
を
指
摘
し
、
儒
学
理
念
的
意
味
と
作
品
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
論
じ
、
も
っ
て
馬
琴
の
大
長
編
小
説
の
構
想
を
考
察
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
が
、
最
近
、「
知
論
」
に
入
っ
て
か
ら
は
、
物
語
に
関
す
る
論
を

行
な
わ
ず
、
儒
学
原
典
と
八
犬
伝
馬
琴
自
説
の
両
者
に
拠
り
、
馬
琴
自
説
自
評

の
難
文
を
解
く
、
解
釈
を
施
し
て
ゆ
く
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。「
知
論
」

が
続
く
限
り
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
ぬ
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
八
犬
伝
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
初
発
「
八
犬
伝
と

孝
経
・
論
語
と
史
記

―
第
一
部
里
見
の
聖
賢
像
と
『
封
神
演
義
』
太
公
望
像
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と
も
記
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
容
易
に
見
え
て
、
相
当
大
き
な
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
を
、
今
、
仮
に
、「
課
題
❶
」
と
し
、
折
に
触
れ
、
少
し
ず
つ
で

も
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
今
こ
こ
で
は
、
両
天
才
少
年
犬
士
、
と
も
に

馬
琴
に
よ
っ
て
理
念
的
に
ほ
ぼ
完
成
を
謳
わ
れ
る
が
、「
仁
・
知
・
性
美
」
揃
っ

て
完
備
さ
せ
ら
れ
た
、
と
は
ま
だ
断
言
で
き
ぬ
の
が
現
状
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、毛
野
の
「
誠
」
に
は
ま
だ
疑
義
が
あ
る
ゆ
え
と
考
え
て
い
る
、と
の
み
言
っ

て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
百
五
十
回
【
一
休
和
尚
の
足
利
義
政
公
教
戒
】
の
「
政

道
論
」
に
は
「
知
論
」
も
交
え
て
あ
る
、
前
述
【『
中
庸
』
の
知
論
】
に
拠
り

つ
つ
論
ず
る
、
と
し
て
問
題
と
す
べ
き
個
所
を
取
り
上
げ
、
そ
の
一
休
の
教
戒

の
該
当
部
を
訳
し
て
引
い
た
。

そ
の
際
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
を
第
八
十
九
回
の
注
目
す
べ
き
場
、
⑵
【
毛

野
の
独
白
・
内
部
世
界
】
に
重
な
っ
て
い
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
八
十
九
回
こ
そ
、
の
ち
の
第
三
部
第
百
六
十
七
回
巻
頭
、
⑴
【
第
九
輯
下

帙
下
套
之
中
後
序
】
と
並
ぶ
「
八
犬
伝
の
知
論
」「
性
の
美
論
」「
誠
論
」
な
ど

が
言
表
化
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
場
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ

れ
と
第
百
五
十
回
、⑶
【
一
休
の
足
利
義
政
公
教
戒
】
に
お
け
る
「
知
論
」「
性

論
」「
誠
論
」
が
重
な
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
以
下
、
続
稿
に
期
す
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

Ⅰ　

こ
れ
ま
で
の
「
知
論
」

以
上
を
承
け
て
、
前
稿（

５
）で
は
そ
の
「
八
犬
伝
の
知
論
」、
上
記
三
者
⑴
⑵
⑶

を
め
ぐ
っ
て

―（
１
）」
か
ら
物
語
に
沿
っ
て
魅
力
等
を
具
体
的
に
論
じ
つ
つ
、「
八

犬
伝
の
知
」
に
つ
い
て
採
り
上
げ
て
き
た
。
殊
に
、「
八
犬
伝
、
毛
野
の
〈
智
〉

と
人
性
観
・
教
育
観（

２
）」・「
八
犬
伝
、
毛
野
・
房
八
の
智
と
〈
私
情（
３
）〉」
の
両
稿

に
お
い
て
、
第
一
部
・
第
二
部
の
主
要
人
物
た
ち
の
「
知
」
を
比
較
し
、
も
っ

て
各
々
の
聖
賢
並
み
の
「
知
」
と
、「
不
全
な
知
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
後

の
論
考
も
含
め
て
「
毛
野
・
親
兵
衛
、
両
天
才
少
年
の
不
全
未
熟
と
、
挫
折
不

遇
、
そ
し
て
成
長
、
さ
ら
に
完
成
」
を
論
証
し
て
き
た
。

そ
し
て
、
前
々
稿
「
八
犬
伝
の
世
界
観
、［
知
論
］
を
め
ぐ
っ
て（

４
）
」
で
は
、

全
て
の
拙
稿
の
八
犬
伝
「
知
論
」
を
総
浚
え
総
ま
と
め
し
た
の
で
あ
っ
た
。
具

体
的
に
は
、「
京
師
の
話
説
」
最
終
第
百
五
十
回
、
即
ち
【
一
休
の
東
山
殿
足

利
義
政
公
教
戒
】
の
中
の
「
政
道
論
」
に
続
く
と
こ
ろ
、「
妖
孽
論
」
を
採
り

あ
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
ま
ず
「
妖
孽
論
」
の
出
拠
『
中
庸
』
を
指
摘
し
、

こ
れ
が
「
誠
・
至
誠
論
」「
知
・
明
知
論
」
で
も
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
『
中
庸
』

当
該
部
前
後
を
検
す
る
こ
と
で
、「
誠
論
」
は
即
「
性
（
も
の
ご
と
の
本
質
の

こ
と
）
論
」
で
、
こ
れ
ら
「
至
誠
・
明
知
・
性
」
論
こ
そ
「
知
論
」、「
仁
知
一

対
兼
備
こ
そ
人
間
の
理
想
」
な
る
【『
中
庸
』
の
知
論
】
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
、

論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、「
知
論
」「
誠
論
」「
性
論
」、「
仁
と
知
」

と
く
れ
ば
、

仁
の
犬
士
・
知
の
犬
士
・「
性
美
し
き
」
と
さ
れ
る
親
兵
衛
と
毛
野
に
深

く
関
わ
ろ
う
。
即
ち
「
仁
」
と
「
知
」、
こ
れ
こ
そ
八
犬
伝
に
託
し
た
馬

琴
の
理
想
で
あ
り
、
ま
た
親
兵
衛
・
毛
野
に
託
し
た
【
少
年
の
成
長
・
完

成
】
に
関
わ
る
理
念
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
続
稿
で
述
べ
る
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譱
く
致
す
こ
と
あ
る
も
、
是
の
理
り
を
も
て
知
る
べ
き
而
已
。

Ⓧ
３

然
る
に
智
に
上
知
あ
り
、
邪
智
あ
り
。
上
智
は
、
良
善
の
事
に
用
い
て
、

毫
も
奸
悪
の
事
に
移
ら
ず
。
進
退
必
ず
度
に
称
う
て
、
動
く
と
い
へ
ど
も

跌
か
ず
。
是
を
賢
才
睿
智
と
い
う
。
才
は
智
の
乖
（
埀
？
）
な
る
者
也
。

是
を
以
て
難
し
と
す
。
才
な
く
智
な
き
は
、
則
ち
下
愚
な
り
。

Ⓧ
４

或
い
は
又
良
知
に
し
て
心
正
し
く
、
博
く
学
び
得
て
奇
才
あ
れ
ど
も
、
命

凶
に
し
て
用
い
ら
れ
ず
、
且
つ
勢
利
に
附
か
ず
、
富
貴
を
羨
ま
ず
、

…
…
…
常
に
書
を
著
し
て
、
も
て
み
づ
か
ら
其
の
智
を
籠
に
し
ぬ
る
者
あ

り
。
元
の
羅
貫
中
、
清
の
李
笠
翁
是
に
庶
し
と
せ
ん
か
。
是
よ
り
の
下
、

唐
山
に
て
云
う
稗
官
者
流
、
国
俗
の
云
う
戯
作
者
是
な
り
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
稿
で
は
Ⓧ
１
と
Ⓧ
３
に
つ
い
て
解
釈
を
行
な
っ
た
。
Ⓧ
１
に
つ

い
て
示
す
前
に
、
こ
こ
で
も
、
こ
れ
ま
で
種
々
の
「
知
論
」
の
考
察
か
ら
導
き

出
し
た
私
的
「
知
の
定
義
」
を
示
し
て
お
く
。

深
遠
な
る
認
識
・
本
質
に
至
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
も
の
ご
と
を
識
別
分

析
認
識
す
る
識
別
知
・
分
析
知
・
認
識
知

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
も
お
お
よ
そ
そ
の
よ
う
に

用
い
た
い
。
さ
て
、
Ⓧ
１
で
あ
る
が
、

格
物
致
知
と
は
い
う
が
、
大
方
は
知
る
の
み
、
識
別
す
る
の
み
で
、
仏
学

で
は
慧
の
無
い
者
は
悟
る
た
め
の
そ
の
力
も
無
い
と
言
い
、
儒
学
で
は
才

を
ま
と
め
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
半
ば
終
え
、
半
ば
残
し
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
三
者
の
考
察
の
結
果
を
承
け
て
、
そ
れ
を
明

示
し
、
あ
る
い
は
必
要
な
ら
ば
い
く
ら
か
修
補
し
て
示
し
、
改
め
て
三
者
全
体

を
総
合
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
⑴
⑵
⑶
の
三
者
と
も
に
Ⓐ
「
知
論
の
入
り
口
」
が
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
、⑴
⑶
両
者
に
Ⓑ
「
仏
説
に
お
け
る
知
論
の
要
約
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

同
じ
く
⑴
⑶
に
は
ⓒ
「
馬
琴
の
上
知
論
・
邪
智
論
」
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
⑵
⑶
の
二
者
に
は
Ⓓ
「
似
非
学
究
俗
物
学
者
へ
の
非
難
批
判
」
が
強
調

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
四
つ
の
小
結
論
に
対
し
、
同
時
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
難
問

も
残
っ
た
、
即
ち
、
⑴
第
百
六
十
七
回
【
下
の
下
の
中
の
後
序
】
に
は
、
Ⓧ
１
・

Ⓧ
２
・
Ⓧ
３
・
Ⓧ
４
と
し
た
、
極
め
て
難
解
な
文
も
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

順
に
示
し
て
み
る
。

Ⓧ
１

格
物
致
知
は
、
則
ち
、
学
者
の
先
務
也
。
雖
然
も
、
是
を
知
る
而
已
に
し

て
、
慧
な
き
者
は
悟
る
に
由
な
く
、
才
な
き
者
は
智
を
致
す
こ
と
得
な
ら

ず
。
こ
の
故
に
智
慧
と
云
い
、
才
智
と
云
う
。

Ⓧ
２

蓋
し
智
と
慧
と
、
相
佐
け
て
用
を
做
す
や
、
譬
え
ば
人
の
身
に
魂
と
魄
と

有
る
が
如
し
。
魂
は
則
ち
心
神
也
、
魄
は
則
ち
神
系
也
。
人
の
心
の
欲
す

る
所
、
魄
の
資
助
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
手
を
動
か
し
足
を
運
ば
し
、
動
静
云

爲
、
坐
臥
行
止
、
一
つ
も
其
の
如
意
な
ら
ず
。
智
慧
と
才
幹
と
相
佐
け
て
、
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と
も
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
、
そ
う
と
す
れ
ば
、

才
は
、
も
の
ご
と
の
深
遠
な
る
真
理
・
本
質
を
手
に
入
れ
ん
と
し
て
、
知

を
究
め
る
時
に
必
要
な
働
き
・
方
法
・
技
術
な
ど

と
考
え
ら
れ
よ
う
か
、
と
も
結
論
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。

次
い
で
Ⓧ
３
で
あ
る
が
、「
知
」
と
「
才
」
を
考
察
し
た
ゆ
え
、
Ⓧ
３
に
反

映
さ
せ
て
み
る
と
、

才
は
知
の
傍
ら
に
あ
っ
て
、
知
を
究
め
る
の
に
必
要
な
働
き
・
方
法
な
ど

と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
し
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
Ⓧ
３
は
、
要
点
の
み
言

う
と
、上

智
の
人
は
、
出
処
進
退
・
行
動
が
必
ず
基
準
に
適
っ
て
い
て
失
敗
し
な

い
。
こ
れ
を
賢
才
睿
智
と
い
う
が
、
そ
の
才
と
い
う
の
は
智
を
究
め
る
の

に
必
要
な
働
き
・
方
法
で
あ
る
。（
智
だ
け
で
は
駄
目
で
、
才
が
な
い
と

深
遠
な
る
本
質
・
真
理
に
は
至
ら
な
い
）、（
だ
か
ら
、
上
智
に
な
る
、
上

智
で
あ
る
こ
と
は
）
難
し
い
と
い
う
の
も
こ
の
故
で
あ
る
。（
逆
に
、
智

だ
け
で
も
、
才
だ
け
で
も
、
手
に
入
れ
た
い
も
の
だ
が
）
才
も
智
も
な
い

者
は
、
下
愚
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
、
う
け
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。

「
上
智
・
賢
才
叡
智
論
」
と
し
て
、
記
憶
し
て
お
き
た
い
。
毛
野
は
最
高

級
の
智
、
即
、「
生
知
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
上
知
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

「
上
知
」
に
関
す
る
馬
琴
の
理
解
・
認
識
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
い
え

る
だ
ろ
う

の
無
い
者
は
致
智
、
つ
ま
り
深
遠
な
る
真
理
・
本
質
を
究
め
て
手
に
入
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。「
悟
る
・
致
智
」、
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
の
で
、
そ
れ
に
必
要
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
、「
智
慧
」
と
言

い
「
才
智
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

と
前
稿
で
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
み
た
。

本
源
的
本
質
的
な
「
致
知
」
と
「
悟
る
」
に
対
し
て
、「
才
」
と
「
慧
」

が
伴
う
べ
き

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
Ⓧ
１
に
、
Ⓑ
１
（
本
文
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
）、

訳
す
と
、

仏
説
で
言
う
と
こ
ろ
の
般
若
は
智
慧
と
い
う
こ
と
。
智
と
慧
と
両
方
を
完

備
す
る
こ
と
が
大
事
で
、
完
備
し
た
上
で
、
慧
が
あ
る
か
ら
真
理
を
き
わ

め
真
実
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
智
を
致
す
、
智
を
き
わ
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
、そ
の
働
き
を
才
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
儒
学
の
「
智
」
に
対
し
て
）
仏
学
の
智
慧
と
い
う
も
の
も
ま
た
偉
大
な

る
も
の
な
の
だ
。

と
な
る
と
思
わ
れ
た
が
、
こ
れ
を
併
せ
解
釈
し
て
み
た
結
果
、

智
と
慧
と
揃
っ
て
悟
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
究
め
る
そ
の
働
き
・
用
を

才
と
い
う
の
で
あ
る

と
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
も

う
一
点
、

儒
学
の
「
致
知
」
を
仏
学
の
「
悟
る
」
と
お
お
よ
そ
同
義
で
あ
る
、
と
類

推
で
き
る
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た
。
原
典
中
の
原
典
『
論
語
』
自
体
、
実
は
仁
の
傍
に
は
常
に
知
が
あ
る
も
の

だ
と
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
論
証
し
て
き
た
。

上
記
の
こ
と
は
、
小
説
の
作
品
論
と
し
て
物
語
的
構
想
・
魅
力
や
思
想
性
を

考
察
す
る
中
で
、
同
時
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
と
は
、
そ

の
馬
琴
が
必
須
だ
と
い
う
「
知
」
と
は
何
か
を
、明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
馬
琴
は
時
折
、
意
識
的
に
「
知
」
に
つ
い
て
漏
ら
し
、
あ
る
い
は

ま
と
め
て
述
べ
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
時
に
「
性
」
と
か
「
誠
」

と
か
「
徳
」
と
か
難
解
な
儒
学
専
門
用
語
が
説
明
無
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
頻

用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
Ⓐ
１
か
ら
順
に
追
っ
て
み
よ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
、
本
稿
で
用

い
る
儒
学
・
仏
学
用
語
を
、
こ
の
際
改
め
て
修
補
し
つ
つ
、
こ
こ
に
定
義
し
て

お
こ
う
。
と
い
っ
て
も
、
八
犬
伝
テ
キ
ス
ト
に
示
し
た
馬
琴
の
解
釈
に
対
す
る

私
的
解
釈
で
あ
る
が
。
し
か
も
、
時
に
曖
昧
で
時
に
矛
盾
・
不
明
な
行
文
も
含

め
、
尚
、
儒
学
原
典
も
用
い
て
私
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
。

定
義
①
…
「
智
（
知
）
と
は
、
深
遠
な
る
認
識
・
本
質
・
真
実
真
理
を
究
め
・

獲
得
す
る
・
悟
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
物
ご
と
を
識
別
分
析
認
識
す
る
方
法
・

技
で
あ
る
識
別
知
・
分
析
知
・
認
識
知
の
こ
と
で
、
ま
ず
真
理
に
近
づ
く
た
め

に
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
馬
琴
は
儒
学
の
「
格
物
」
と
ほ
ぼ
同
義

で
用
い
て
い
た
」
の
か
も
し
れ
な
い
。

定
義
②
…
「
慧
と
は
、
仏
学
で
言
う
、
真
理
を
悟
る
力
・
得
る
力
、
真
理
に
到

達
す
る
力
。
儒
学
で
「
致
知
」
と
は
、
お
お
よ
そ
「
真
理
を
究
め
る
こ
と
獲
得

以
上
、
前
稿
ま
で
に
、
八
犬
伝
の
「
知
論
」
三
ヶ
所
の
考
察
を
半
ば
終
え
、
半

ば
残
し
て
き
た
。
お
お
よ
そ
準
備
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
全
体
を
集
中
的
に
採
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
即

ち
、「
馬
琴
の
知
論
の
代
表
」と
思
わ
れ
る
八
犬
伝
第
三
部
第
百
六
十
七
回
巻
頭
、

⑴
【
第
九
輯
下
帙
下
套
之
中
後
序
】、
具
体
的
に
は
Ⓐ
１
・
Ⓧ
１
・
Ⓑ
１
・
Ⓧ
２
・

Ⓧ
３
・
ⓒ
１
・
Ⓧ
４
と
い
う
よ
う
に
、
全
文
連
続
す
る
知
論
の
塊
と
考
え
ら
れ

る
と
こ
ろ
を
、
ま
と
め
て
考
察
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

ま
た
、
⑵
の
Ⓓ
２
は
学
者
批
判
だ
が
、
㋐
２
・
Ⓐ
２
・
㋑
２
は
「
性
美
論
」

と
「
学
問
教
育
論
」
を
示
し
つ
つ
、
Ⓧ
４
の
「
良
知
・
正
心
論
＋
馬
琴
の
身
上
・

心
情
」
と
同
相
の
も
の
を
窺
わ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
、
こ
れ
ら
⑵
に
つ

い
て
も
、
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ
、
馬
琴
の
「
知
論
」
に
お
け
る
定
義

こ
こ
で
は
、
馬
琴
の
考
え
る
「
知
論
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
れ
を
一

定
程
度
は
っ
き
り
と
、
分
か
り
や
す
く
、
形
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
四
書

五
経
等
、
原
典
の
文
辞
は
難
義
な
上
に
、
と
に
か
く
極
少
で
、
あ
ま
り
に
難
解

過
ぎ
る
ゆ
え
に
。

人
は
、殊
に
支
配
階
級
で
あ
る
武
士
は
、ま
し
て
英
雄
で
あ
る
八
犬
士
は
（
勇

は
当
然
）、「
仁
」
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
い
や
、
仁
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
だ
が

同
様
に
「
知
」
も
必
須
で
あ
る
。【
仁
知
一
対
兼
備
】
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
馬
琴
の
「
思
い
」「
想
い
」
は
思
想
・
世
界
観
と
な
っ
て
、
各
物
語
・
話

説
内
に
言
表
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
論
証
し
て
き
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の
ご
と
を
深
く
究
め
、
真
理
真
実
に
到
達
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は

結
局
、「（
真
摯
な
心
と
態
度
で
真
理
を
求
め
て
初
め
て
得
る
こ
と
の
で
き
る
）

生
き
た
智
慧
・
才
知
」
を
持
っ
て
い
な
い
ゆ
え
に
、「
悟
る
こ
と
」
も
「
致
知
」

も
で
き
な
い
、
も
の
ご
と
の
真
実
真
理
を
究
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ　

】、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
「
知
論
の
入
り
口
」
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
大
き
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
逆
に
換
言
し
て
一
言
で
い
う
と
、「
智
慧
と

才
で
真
理
を
究
め
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
れ
は
仏
学
の

説
だ
が
、
儒
説
に
換
言
す
る
と
「
格
物
致
知
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
ぼ
な
ろ

う
と
考
え
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、
馬
琴
の
解
釈
に
対
す
る
私
的
解
釈
で
あ
る

が
。
こ
れ
は
「
定
義
」
に
等
し
い
の
だ
が
、（
丸
括
弧
は
馬
琴
の
気
持
ち
を
補
っ

て
解
釈
し
た
の
だ
が
、
こ
の
修
補
も
含
め
て
）
今
、
こ
れ
を
「
結
論
①
」
と
し

よ
う
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
第
二
部
第
八
十
九
回
、
⑵
【
毛
野
の
独
白
・
内
部
世
界
】

の
冒
頭
Ⓓ
２
に
通
じ
よ
う
か
。「
然
る
に
て
も
那
の
鯽
三
は
、
心
真
実
な
る
今

番
の
挙
動
」
に
続
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
純
朴
な
る
鯽
三
を
基
準
と
し
て
、
様
々

な
馬
琴
の
「
性
（
の
美
）」
論
を
明
ら
か
に
言
表
化
す
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
「
知
」
が
絡
む
の
で
あ
っ
た
。
原
文
を
引
い
て
み
よ
う
。

⑵
Ⓓ
２

世
に
万
巻
の
書
を
読
む
も
の
の
、
尊
大
に
し
て
世
事
に
疎
く
、
徒
だ
広
博

に
誇
れ
ど
も
、
異
朝
の
事
の
み
細
し
く
し
て
、
皇
国
の
故
実
は
夢
に
も
知

ら
ず
、
口
に
経
伝
の
語
句
を
解
け
ど
も
、
心
術
は
一
文
不
通
の
、
俗
を
去

す
る
こ
と
」
で
、「
慧
」
に
や
や
近
い
」
か
。

定
義
③
…
「
才
（
仏
学
）
と
は
、
智
と
慧
と
揃
っ
て
悟
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
そ
れ
を
進
め
よ
う
究
め
よ
う
と
智
慧
に
働
く
・
智
慧
を
助
け
る
そ
の
働
き
・

方
法
・
用
・
技
能
な
ど
」。

定
義
④
…
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、「
馬
琴
は
、
仏
学
の
「
智
慧
＋
才
」
を
儒
学

の
「
格
物
致
知
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
て
い
た
、
あ
る
い
は
類
推
し
て
い
た
」

の
か
も
し
れ
な
い
。

定
義
⑤
…
「
才
（
儒
学
）
と
は
、
も
の
ご
と
の
深
遠
な
る
真
理
・
本
質
を
究
め

手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
時
に
（
仏
学
で
言
う
、
智
と
慧
と
揃
っ
て
悟
る
こ
と
が

で
き
る
時
に
）
必
要
な
働
き
・
方
法
・
用
・
技
能
な
ど
」。

定
義
⑥
…
「
才
（
儒
学
）
と
は
、
知
か
ら
生
ま
れ
分
か
れ
、
背
中
合
わ
せ
の
よ

う
に
知
の
傍
ら
に
在
っ
て
、
知
を
究
め
る
の
に
必
要
な
働
き
・
方
法
・
用
・
技

能
な
ど
」。

現
段
階
の
私
的
定
義
と
し
て
は
、
以
上
で
あ
る
。
で
は
第
三
部
、
第

百
六
十
七
回
巻
頭
、⑴
【
下
の
下
の
中
の
後
序
】
に
戻
ろ
う
。
順
に
追
い
か
け
、

総
合
的
に
読
解
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
知
論
の
入
り
口
が
示
さ
れ
る
。「
知
識
で

は
な
く
、真
理
を
求
め
よ
悟
り
を
得
よ
、そ
の
た
め
に
は
」、と
い
う
論
で
あ
る
。

Ⓐ
１
・
Ⓧ
１
の
両
者
だ
が
、
一
応
ま
と
め
て
み
よ
う
。

要
す
る
に
、【　

格
物
致
知
こ
そ
学
者
の
優
先
す
べ
き
仕
事
で
あ
る
。
だ
が
、

学
者
た
ち
は
知
識
ば
か
り
を
増
や
し
（
そ
れ
を
誇
り
、
自
惚
れ
、
威
張
っ
）
て

い
る
が
、
所
詮
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
何
も
悟
っ
て
は
い
な
い
、
も
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「
慧
」
と
に
、
つ
ま
り
「
智
」
と
「
慧
」
を
一
対
だ
が
相
違
相
反
す
る
も
の
と

し
て
二
項
対
立
的
に
対
称
的
に
、
ま
た
比
較
対
照
的
に
位
置
付
け
て
い
る
。
極

め
て
分
か
り
や
す
い
）、
続
く
Ⓧ
２
で
も
、
そ
れ
を
承
け
て
「
智
」
と
「
慧
」

が
助
け
合
っ
て
用
を
な
す
の
は
、人
に
「
魂
」
と
「
魄
」
が
あ
る
の
と
同
じ
（
但

し
、
順
が
異
な
る
。
魂
に
対
応
す
る
の
は
慧
、
魄
に
対
応
す
る
の
は
智
で
あ
ろ

う
）
で
、
魂
は
「
心
神
」、
魄
は
「
神
系
」
で
、
魄
の
助
け
が
な
い
と
心
即
ち

魂
の
欲
す
る
と
こ
ろ
は
一
つ
も
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
、と
い
う
よ
う
に
「
慧
・

魂
・
心
の
よ
う
な
本
質
・
真
理
系
」
と
、「
智
・
魄
・
体
の
よ
う
な
技
術
・
手

段
系
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
分
け
て
い
る
。

ま
る
で
二
項
対
立
的
に
対
照
的
に
分
け
て
い
る
の
で
、
極
め
て
明
快
で
あ
っ

て
、
Ⓑ
１
か
ら
ず
っ
と
同
じ
論
理
論
法
で
き
た
の
だ
が
、
Ⓧ
２
の
最
後
に
至
っ

て
、「
智
慧
と
才
幹
と
相
佐
け
て
、
譱
く
致
す
こ
と
あ
る
」
と
論
理
が
変
わ
る
。

「
智
」
と
「
慧
」
を
分
け
ず
一
体
と
し
、「
智
」
と
同
じ
「
用
・
働
き
」
系
の
「
才
」

を
持
っ
て
き
て
、「
智
慧
」
と
「
才
」
を
対
照
的
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
テ
キ
ス
ト
・
論
か
ら
い
う
と
、
真
理
に
迫
る
た
め
の
方
法
・
働
き
・

用
・
技
の
「
才
」
に
対
応
す
る
の
は
、
も
の
ご
と
の
真
理
・
本
質
に
迫
り
獲
得

す
る
・
明
ら
か
に
す
る
「
致
知
」
で
あ
っ
て
、「
智
・
慧
」
と
「
才
・
致
知
」

な
ら
ば
論
理
が
一
貫
す
る
の
だ
が
。

こ
こ
で
、
再
び
前
々
稿
同
様
に
、『
中
庸
』『
朱
子
章
句
』
に
拠
ら
ね
ば
な
る

ま
い
。
あ
る
い
は
、『
大
学
』
に
拠
る
こ
と
に
し
た
い
。
が
、
し
か
し
、『
論
語
』

『
孟
子
』『
大
学
』『
中
庸
』
の
四
書
に
、「
才
」「
才
智
」
は
専
門
語
と
し
て
出

て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
仏
教
用
語
辞
典
の
類
で
も
、
同
様
で
あ
る
。
そ
れ

る
こ
と
遠
く
も
あ
ら
ず
や
、（
…
…
…
那
の
鯽
三
に
比
れ
ば
、
実
に
雲
壌

の
差
別
あ
り
）

と
あ
っ
て
、
上
記
「
結
論
①
」
の
、
私
に
馬
琴
の
気
持
ち
を
補
っ
た
部
分
も
含

め
た
全
体
に
、
極
め
て
近
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

こ
の
⑵
全
体
は
、「
毛
野
の
独
白
」
と
い
う
極
め
て
珍
し
い
ス
タ
イ
ル
を
採

る
が
、
そ
の
内
容
も
、
雑
芸
能
者
を
装
い
つ
つ
仇
を
追
っ
て
過
ご
す
毎
日
の
虚

し
さ
・
侘
び
し
さ
を
嘆
く
愚
痴
が
中
心
の
「
毛
野
の
内
部
世
界
・
心
情
吐
露
」

と
「
馬
琴
の
身
上
・
心
情
吐
露
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
極
め
て
珍
し
い
内
容
で

あ
っ
た
。
⑵
を
含
む
こ
こ
の
全
体
は
、
要
す
る
に
毛
野
と
【
馬
琴
の
学
問
教
育

観
・
人
性
観
・
人
生
観
】
と
で
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
貴
重
な
言
表
が
連
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
学
問
教
育
と
人
性
」
と
い
う
こ
と
で
、必
然
的
に
「
知
論
」

に
通
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
「
知
論
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
至
誠
論
」、
そ
し
て
「
性
論
」
に
通
ず
る

と
論
じ
て
き
た
。
即
ち
、
馬
琴
に
よ
っ
て
、
八
犬
伝
と
い
う
物
語
世
界
内
に
、

広
く
、
深
く
、
展
開
さ
れ
、
埋
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
性

論
」
に
つ
い
て
、
⑴
⑵
⑶
の
三
者
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
に
関
し
て
の
み
、
後
述

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅲ
、
馬
琴
の
知
論

さ
て
、
定
義
と
「
結
論
①
」
に
続
け
て
み
よ
う
。
Ⓑ
１
・
Ⓧ
２
で
あ
る
。
こ

れ
も
、
ま
と
め
て
み
る
が
、
問
題
が
あ
る
。　

Ⓑ
１
は
、
智
と
慧
に
分
け
（
も

の
ご
と
を
知
る
識
別
す
る
「
智
」
と
、
本
質
真
理
に
到
達
し
獲
得
す
る
・
悟
る
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分
に
ゆ
く
こ
と
が
あ
る
」、
と
解
釈
で
き
よ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
Ⓑ
１
・
Ⓧ
２
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

【　

仏
説
で
も
、（
識
別
・
分
析
・
認
識
の
）「
智
」
と
（
悟
る
力
の
）「
慧
」

と
完
備
し
て
「
悟
る
」
こ
と
が
で
き
る
し
、
悟
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
様
々

に
施
す
方
法
・
働
き
・
技
能
な
ど
が
あ
っ
て
、
つ
ま
り
「
才
」
が
あ
っ
て
初
め

て
「
悟
り
」
も
可
能
と
な
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
慧
」
と
「
智
」

（
と
い
う
組
み
合
わ
せ
）
は
「
魂
」
と
「
魄
」（
の
組
み
合
わ
せ
）、即
ち
「
心
神
」

と
「
神
系
」
の
（
組
み
合
わ
せ
の
）
よ
う
な
も
の
で
、「
魂
・
心
・
慧
・
真
実

真
理
」
が
望
み
、
動
き
、
存
在
す
る
た
め
に
は
、「
魄
・
体
・
智
・
方
法
働
き

技
能
」
の
助
け
が
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
助
け
が
無
か
っ
た
ら
何

一
つ
自
由
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
智
・
慧
」
と
い
う
「
真
理
を
識
別
」
し
・

「
悟
る
力
」
と
、「
才
」
と
い
う
「
智
慧
を
助
け
る
技
能
」
と
が
、
両
者
う
ま
く

働
き
助
け
合
っ
て
真
実
真
理
を
究
め
悟
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
、「
智

と
慧
と
が
助
け
合
っ
て
用
を
な
す
」、
と
い
う
理
で
明
ら
か
で
あ
る　

】、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
こ
れ
を
、「
結
論
②
」
と
し
て
み
よ
う
。

次
い
で
、
Ⓧ
３
・
ⓒ
１
の
両
者
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

【　

智
に
も
「
上
智
」
と
「
邪
智
」
が
あ
っ
て
、「
上
智
」
は
「
良
善
」
の
こ

と
に
の
み
用
い
て
、
少
し
も
奸
悪
に
は
関
わ
ら
な
い
。「
上
智
」
の
人
は
、
そ

の
進
退
が
必
ず
道
に
適
っ
て
い
て
、
何
か
行
な
っ
て
も
決
し
て
誤
ら
な
い
。
即

ち
「
賢
才
睿
智
」
で
あ
る
。「
才
」
は
（「
智
」
か
ら
生
ま
れ
て
）「
智
」
の
傍

ら
に
あ
る
背
中
合
わ
せ
の
存
在
で
、「
智
」
も
「
才
」
も
両
方
共
に
備
え
る
こ

で
も
、
こ
こ
ま
で
「
才
」
を
専
門
用
語
扱
い
し
て
き
た
の
は
、
馬
琴
も
そ
の
よ

う
に
扱
っ
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
Ⓧ
１
で
、「
慧
な
き
者
は
悟
る
に
由
な
く
、

才
な
き
者
は
智
を
致
す
こ
と
得
な
ら
ず
。
こ
の
故
に
智
慧
と
云
い
、
才
智
と
云

う
」、
ま
た
Ⓑ
１
に
、「
仏
説
に
所
云
、
般
若
は
智
慧
也
。
智
と
慧
と
具
足
し
て
、

悟
る
べ
く
致
す
べ
き
を
才
と
い
う
」、
な
ど
と
用
い
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
こ

の
二
例
か
ら
も
、「
才
」は
儒
学
に
も
仏
学
に
も
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。

前
述
、
定
義
の
③
と
④
か
ら
も
明
ら
か
に
儒
仏
両
用
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
前
述
Ⅱ
節
冒
頭
、「
馬
琴
の
儒
学
・
仏
学
用
語
に
関
す

る
私
的
定
義
」
に
戻
っ
て
み
た
い
。

定
義
①
で
は
、
お
お
よ
そ
、「
知
」
は
深
遠
な
る
真
実
真
理
を
究
め
・
獲
得

す
る
・
悟
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
物
ご
と
を
識
別
す
る
方
法
・
技
と
し
た
。
つ

ま
り
、
真
実
真
理
に
ま
ず
近
づ
く
た
め
に
は
、
や
は
り
「
知
」
が
必
要
な
の
だ
、

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
儒
・
仏
兼
用
で
あ
る
。

定
義
②
で
は
、「
慧
」
は
仏
学
で
言
う
真
理
を
悟
る
力
・
得
る
力
と
し
た
。

そ
し
て
、
定
義
③
で
、
才
（
仏
学
）
と
は
、
智
と
慧
と
揃
っ
て
悟
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
進
め
よ
う
究
め
よ
う
と
智
慧
に
働
く
・
智
慧
を
助
け

る
そ
の
働
き
・
技
能
と
し
た
。

も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
即
ち
こ
れ
ら
の
定
義
を
用
い
れ
ば
、
問
題
と
な
る
部

分
「
智
慧
と
才
幹
と
相
佐
け
て
、
譱
く
致
す
こ
と
あ
る
」
も
問
題
な
く
解
釈
で

き
よ
う
か
。
即
ち
、「「
智
」
の
識
別
す
る
方
法
・
技
で
世
の
物
ご
と
の
真
実
真

理
を
識
別
し
近
づ
き
、「
慧
」
の
悟
る
力
に
、「
才
（
仏
学
）」
即
「
智
慧
が
悟

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
智
慧
を
助
け
る
働
き
・
技
能
」
が
働
い
て
う
ま
く
充
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「
結
論
❶
」
と
す
る
。
な
か
な
か
高
級
で
は
な
い
か
。

②
は
、【
仏
学
で
も
、
慧
と
智
は
、
魂
と
魄
、
心
と
体
の
よ
う
に
助
け
合
っ

て
用
を
做
す
も
の
だ
と
言
う
。
ま
た
、
智
・
慧
だ
け
で
は
駄
目
で
、「
探
求
を

助
け
る
技
能
の
才
」
が
あ
っ
て
初
め
て
真
理
を
究
め
悟
る
こ
と
が
で
き
る
】
と

い
う
、こ
れ
ま
た
【
智
慧
＋
才
】
の
「
知
の
本
質
論
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
「
結

論
❷
」
と
す
る
。

③
は
、【
上
智
は
「
才
・
智
完
備
」
だ
】
と
い
う
「
上
智
論
」
で
あ
る
。
こ

れ
を
「
結
論
❸
」
と
す
る
。

④
は
、
最
後
は
国
家
の
た
め
に
参
戦
し
て
「
義
」
に
亡
ん
で
ゆ
く
「
義
侠
」

の
英
雄
の
歴
史
小
説
た
る
『
水
滸
』
を
高
し
と
す
る
馬
琴
の
「
文
学
論
」
や
、「
命

凶
」
あ
る
い
は
同
好
同
志
の
友
が
い
な
い
と
か
、
羅
漢
中
・
李
笠
翁
に
日
本
の

戯
作
者
を
つ
な
げ
る
と
か
、
馬
琴
の
強
く
大
き
な
自
負
を
示
す
日
中
作
家
論
が

前
面
に
出
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
自
負
の
中
心
に
は
、「
自
分
こ
そ
最
も

高
く
善
き
知
識
人
」
と
い
う
「
知
識
人
論
」
が
埋
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
ま
た
、「
良
知
」
と
か
、
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
「
知
論
」
が
埋
め
ら
れ
て
い

よ
う
。
と
い
う
の
も
「
心
正
し
く
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
管
見
で
は
、
こ
れ

こ
そ
「
格
物
致
知
」「
八
条
目
」
の
「
正
心
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
別
稿

に
期
す
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
は
馬
琴
の
心
情
が
垣
間
見
え
よ
う
か
。
Ⅴ
節
、「
性

美
論
」
の
と
こ
ろ
で
聊
か
触
れ
る
。

以
上
、即
ち
「
結
論
❶
❷
❸
」
は
、【
智
慧
＋
才
】
と
い
う
馬
琴
の
考
え
る
「
知

の
本
質
論
」
な
る
「
知
論
」
で
あ
っ
た
、
そ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
④

こ
そ
「
正
心
・
良
知
の
知
識
人
論
」
で
あ
り
、「
馬
琴
の
自
評
」
で
あ
っ
た
ろ

と
は
難
事
で
あ
る
（「
智
」
だ
け
で
は
不
足
で
、「
才
」
が
な
い
と
真
理
に
は
至

ら
な
い
。）
ゆ
え
に
、「
上
智
」
に
な
る
「
上
智
」
で
あ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。（
逆
に
「
智
」
だ
け
で
も
「
才
」
だ
け
で
も
手
に
入
れ
た
い

も
の
だ
が
）
両
方
無
い
者
は
「
下
愚
」
で
あ
る
。
邪
知
は
「
仁
義
の
心
」
無
く
、

奸
悪
で
、
退
く
こ
と
を
知
ら
ず
、
人
を
害
す
る　

】、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
を
、
同
じ
く
「
結
論
③
」
と
し
て
み
た
い
。

続
く
最
後
が
Ⓧ
４
で
あ
る
。
訳
し
て
み
よ
う
。

【　

あ
る
い
は
ま
た
「
良
知
」
に
し
て
「
心
正
し
く
」、「
博
く
学
」
ん
で
「
奇

才
」
は
あ
る
が
、
天
「
命
凶
」
に
し
て
天
運
無
く
、
世
に
用
い
ら
れ
ず
、
ま
た

現
世
の
権
力
や
富
貴
に
近
づ
か
ず
求
め
ず
羨
ま
ず
、
同
好
同
志
の
友
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
の
で
、
た
だ
中
国
古
代
の
聖
人
聖
賢
を
師
と
し
、
友
と
し
て
、
隠
居

の
身
と
な
っ
て
自
由
に
放
言
し
、
常
に
著
作
し
て
自
ら
の
知
を
著
わ
す
偉
人
た

ち
が
い
る
。
例
え
ば
、
水
滸
を
著
わ
し
た
元
の
羅
漢
中
、
笠
翁
十
種
曲
等
を
著

わ
し
た
清
の
李
笠
翁
は
、
こ
れ
に
近
い
と
い
え
よ
う
か
。
そ
れ
以
下
だ
と
、
中

国
の
所
謂
「
稗
官
者
」
た
ち
、
日
本
で
言
う
「
戯
作
者
」
が
是
に
該
当
し
よ
う

　

】
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「
結
論
④
」
と
す
る
。

以
上
の
四
つ
の
結
論
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
①
は
【
学
者
た
ち
の
よ
う
に

知
識
ば
か
り
増
や
し
て
も
駄
目
で
、
智
慧
で
悟
れ
、
才
で
致
知
せ
よ
、
即
ち
智

慧
と
才
で
真
実
真
理
を
究
め
る
べ
き
だ
】
と
い
う
【
智
慧
＋
才
】
の
「
知
の
本

質
論
」（「
格
物
致
知
」）
で
あ
り
つ
つ
「
知
論
の
入
り
口
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
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あ
っ
た
。

「
誠
」
は
自
ら
成
る
也
。
而
し
て
道
は
自
ら
道
る
也
。

「
誠
」
は
物
の
終
始
な
り
。「
誠
」
な
ら
ざ
れ
ば
物
無
し
。
是
の
故
に
君
子

は
之
を
「
誠
」
に
す
る
を
貴
し
と
為
す
。

「
誠
」
は
自
ら
己
を
成
す
の
み
に
非
ざ
る
也
。
物
を
成
す
所
以
也
。
己
を

成
す
は
「
仁
」
也
。
物
を
成
す
は
「
知
」
也
。「
性
」
の
徳
也
。
外
と
内

を
合
す
る
の
道
也
。
故
に
時
に
之
を
措
き
て
宜
し
き
也
。

ま
こ
と
に
難
解
中
の
難
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
訳
し
て
み
よ
う
、「
知
」「
性
」「
誠
」

「
仁
」
を
含
む
ゆ
え
に
。
だ
が
、
余
り
に
難
解
で
、
様
々
に
補
わ
ね
ば
、
意
味

が
通
ら
ぬ
。
こ
の
後
半
の
解
釈
は
前
々
稿
で
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

中
々
難
し
く
、そ
こ
で
「
知
論
」
に
引
き
付
け
る
形
で
、尚
解
釈
し
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
前
々
稿
の
、
二
段
階
の
解
釈
を
基
に
、
修
補
し
、
新
た
に
前
半
を
加

え
て
、
改
め
て
こ
こ
に
示
し
て
み
る
。

【　

人
が
「
誠
」
で
あ
る
こ
と
は
、（
人
間
の
本
質
た
る
「
性
」
が
、
元
来

「
誠
」
と
い
う
本
質
・「
誠
」
と
い
う
「
性
の
徳
」
を
備
え
て
い
る
ゆ
え
）、

人
間
と
し
て
自
己
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
完
成
す
る
と
こ
ろ
に
、

人
間
の
道
が
自
然
と
成
り
立
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

同
様
に
、「
誠
」
で
あ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
物
が
始
ま
り
か
ら
終
わ
り

う
か
。
こ
れ
を
「
結
論
❹
」
と
す
る
。

Ⅳ
、
馬
琴
の
「
性
美
論
」
の
前
提
「『
中
庸
』
の
知
論
」

上
に
ま
と
め
た
四
つ
の
結
論
に
関
連
し
て
、
前
述
第
八
十
九
回
、
⑵
【
毛
野

の
独
白
・
内
部
世
界
】
を
占
め
る
「
性
の
美
論
」
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か

ぬ
。
こ
こ
も
、
ま
と
め
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
そ
の
前
提
と
し
て
、「
性
論
」
も
ま
た
「
知
論
」
で
あ
る
こ
と
を
、

こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
儒
学
原
典
を
み
る
。『
中
庸
』
第
四
段
第
二

小
段
冒
頭
（『
朱
子
章
句
』
に
言
う
第
二
十
一
章
と
二
十
二
章
）。

「
誠
」
な
る
に
よ
り
て
「
明
」
ら
か
な
る
、
之
を
「
性
」
と
謂
う
。「
明
」

ら
か
な
る
に
よ
り
て
「
誠
」
な
る
、
之
を
教
と
い
う
。「
誠
」
な
れ
ば
則

ち
「
明
」
な
り
。「
明
」
な
れ
ば
則
ち
「
誠
」
な
り
。

唯
天
下
の
「
至
誠
」
の
み
、
能
く
其
の
「
性
」
を
尽
く
す
こ
と
を
為
す
。

能
く
其
の
「
性
」
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
人
の
「
性
」
を
尽
く
す
。
能

く
人
の
「
性
」
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
物
の
「
性
」
を
尽
く
す
。
能
く

物
の
「
性
」
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
以
て
天
地
の
化
育
を
贊
く
べ
し
。
以
て

天
地
の
化
育
を
贊
く
べ
け
れ
ば
、
則
ち
以
て
天
地
と
與
に
参
た
る
べ
し
。

（
同
第
二
十
二
章
）

と
も
に
か
な
り
難
解
で
あ
る
。
こ
れ
が
、な
に
ゆ
え
「
知
論
」
と
言
え
る
の
か
。

実
は
、
こ
の
後
の
第
三
小
段
第
一
節
冒
頭
（
同
第
二
十
五
章
）
に
以
下
の
如
く
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そ
し
て
、
こ
の
「『
中
庸
』
の
基
本
❶
」
の
援
用
に
よ
っ
て
、
我
々
は
漸
く

上
引
二
つ
（
第
四
段
第
二
小
段
冒
頭
、『
朱
子
章
句
』
に
言
う
第
二
十
一
章
・

二
十
二
章
）
の
『
中
庸
』
の
「
誠
論
、
即
性
論
、
即
知
論
」
の
理
解
に
近
づ
け

そ
う
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
、
私
に
釈
す
が
、
依
然
と
し
て
難
解
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。「『
中
庸
』
の
基
本
❶
」
を
大
い
に
活
か
し
て
修
補
し
、
改

め
て
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

【　
「
誠
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
に
「
明
知
」
明
察
で
あ
る
こ
と

（
す
べ
て
の
物
ご
と
と
、道
理
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
）、こ
れ
を
「
性
」、（
人

の
本
質
）
と
い
う
の
で
あ
る
。（
と
い
う
の
も
、「
誠
」
は
「
知
の
徳
」
に
よ
っ

て
物
ご
と
の
認
識
理
解
を
誤
ら
せ
な
い
、
ゆ
え
に
「
明
知
」
で
あ
る
。）
ま

た
逆
に
、（
学
問
・
学
知
し
て
）
す
べ
て
に
「
明
知
」
明
察
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
誠
」
で
あ
る
こ
と
、こ
れ
を
教
と
い
う
の
で
あ
る
。（
と
い
う
の
も
、「
明

知
」は
物
ご
と
へ
の
認
識
理
解
対
応
を
完
成
さ
せ
る
、誤
ら
せ
な
い
即
ち「
誠
」

の
顕
れ
で
あ
り
、「
明
知
」
で
あ
ろ
う
と
努
力
す
る
「
至
誠
」
こ
そ
、
修
道
・

知
道
備
徳
の
教
の
根
本
で
あ
る
。）
即
ち
「
誠
」
で
あ
れ
ば
「
明
知
」
明
察
、

す
べ
て
の
道
理
に
通
じ
て
お
り
、
逆
に
「
明
知
」
明
察
、
も
の
ご
と
・
道
理

に
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、「
誠
」
で
あ
る
。　

】

こ
れ
ま
た
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
お
お
よ
そ
か
く
の
如
き
解
釈
を
、
今
、

こ
こ
で
「『
中
庸
』
の
知
論
の
基
本
❷
」
と
し
た
い
。
続
く
「
與
天
地
人
参
」

論
と
も
言
う
べ
き
個
所
は
、「
知
論
」
に
は
直
接
関
与
し
な
い
ゆ
え
、
今
省
く

こ
と
に
す
る
。

以
上
、
二
つ
の
「『
中
庸
』
の
知
論
の
基
本
」
だ
が
、「
誠
」「
仁
と
知
」「
性
」

ま
で
自
己
展
開
を
成
し
遂
げ
る（
完
成
す
る
）こ
と
で
あ
る
。
も
し
も「
誠
」

で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
物
は
存
在
し
な
い
し
価
値
が
無
い
。
そ
れ
ゆ

え
に
君
子
は
己
を
「
誠
」
に
す
る
こ
と
（
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
あ
る
存
在

に
す
る
こ
と
）
を
最
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
誠
」
で
あ
る
こ
と
は
、
自
己
（
内
部
）
を
完
成
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。

（
外
部
の
）
物
を
も
完
成
さ
せ
る
。「
誠
」
が
か
く
自
己
を
完
成
さ
せ
る
の

は
「
仁
」
の
「
徳
」
で
あ
る
（
と
い
う
の
も
、「
仁
」
は
自
己
内
部
の
「
忠

恕
」
を
人
に
振
る
舞
う
こ
と
つ
ま
り
「
仁
の
顕
れ
」
で
「
自
己
を
成
長
・

完
成
さ
せ
る
」
か
ら
で
あ
る
）。
ま
た
、「
誠
」
が
物
を
完
成
さ
せ
る
の
は

「
知
」
の
「
徳
」
で
あ
る
（
と
い
う
の
も
、「
知
」
は
自
己
の
外
部
に
あ
る

他
の
物
へ
の
「
認
識
・
理
解
・
対
応
」
を
誤
ら
せ
な
い
こ
と
つ
ま
り
「
知

の
顕
れ
」
で
「
他
の
物
を
完
き
形
で
存
在
さ
せ
る
」
か
ら
で
あ
る
）。
即

ち
「
誠
」
と
は
、人
間
内
部
の
本
質
で
あ
る
「
性
」
の
顕
れ
で
あ
る
「
仁
・

知
」
と
い
っ
た
「
徳
」
で
あ
る
。
従
っ
て
「
誠
」
は
、
外
部
の
物
ご
と
や

他
者
と
、
内
部
の
自
己
や
本
質
た
る
「
性
」
と
を
和
合
す
る
道
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、「
誠
」
は
常
に
い
か
な
る
時
に
用
い
て
も
必
ず
正
し
い
。（
こ
の

「
仁
と
知
」
は
、
人
間
内
部
に
備
わ
る
本
質
で
あ
る
「
性
」
の
「
徳
」、
即

ち
人
間
の
本
質
の
顕
れ
・
効
用
で
あ
り
、「
誠
」
と
「
仁
知
一
対
兼
備
」

こ
そ
人
間
の
理
想
の
完
成
に
近
い
。）　

】

長
々
し
い
が
、
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
、
今
、
改
め
て
「『
中
庸
』
の

知
論
の
基
本
❶
」
と
し
た
い
。
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⑵
は
純
朴
な
る
民
間
の
義
侠
の
鯽
三
を
称
え
た
後
、
儒
学
者
た
ち
の
愚
昧
陋
劣

を
非
難
す
る
Ⓓ
２
と
な
り
、
ま
た
「
鯽
三
に
比
ぶ
れ
ば
、
実
に
雲
壌
の
差
別
あ

り
。
是
を
思
え
ば
」
と
の
一
文
あ
っ
て
、
こ
の
㋐
２
に
続
く
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
は
、
か
つ
て
「
八
犬
伝
、
毛
野
の
〈
智
〉
と
人
性
観
・
教
育
観（

６
）」
及
び

「
八
犬
伝
、
毛
野
・
房
八
の
智
と
〈
私
情（

７
）〉」
等
で
採
り
上
げ
た
。
原
典
『
論
語
』

『
中
庸
』
等
に
拠
っ
て
「
誠
」「
性
」「
知
」
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
が
、「
馬
琴

の
学
問
観
・
教
育
観
」
を
中
心
に
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、「
性
の

美
論
」
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
注
６
論
文
だ
が
、
㋐
２
、「
性
の
美
は
、
自
然
の
美
に
し
て
、
造
ら
ず

飾
ら
ず
」
の
生
ま
れ
つ
き
の
「
性
」・
本
質
で
あ
り
、
和
漢
古
今
の
忠
臣
孝
子
、

義
士
節
婦
に
無
学
な
人
が
多
い
の
は
「
学
ぶ
に
優
」
る
「
人
の
上
な
る
人
」
で

あ
る
と
す
る
。
こ
の
時
、
無
学
だ
が
学
ぶ
に
優
る
人
の
像
と
し
て
、
馬
琴
考
証

学
『
玄
同
放
言
』
の
「
妙
円
尼
」
と
、
八
犬
伝
第
二
部
末
部
、
第
九
輯
第

百
二
十
三
回
に
始
ま
る
【
ゝ
大
・
八
犬
士
、
結
城
法
要
・
八
犬
具
足
物
語
】
あ

る
い
は
第
二
部
最
終
【
結
城
法
要
・
八
犬
会
同
、
里
見
招
会
・
小
団
円
】
に
お

け
る
「
星
額
長
老
・
衰
老
法
師
、
地
蔵
奇
瑞
譚
」「
浄
西
・
影
西
父
子
、
忠
孝
譚
」

の
「
浄
西
法
師
」、
こ
の
二
人
が
想
起
さ
れ
た
。

馬
琴
曰
く
、
妙
円
尼
は
「
無
智
の
匹
婦
」
に
し
て
「
心
素
よ
り
智
術
な
」
き

人
、
だ
が
「
慾
を
禁と

ど

め
、
一
を
抱
き
て
離
れ
ず
、
よ
く
己
を
虚
し
」
く
で
き
た

人
で
、
そ
の
「
虚
静
な
る
故
」
に
応
験
も
あ
り
、
死
期
さ
え
予
知
し
え
た
と
評

価
し
、
つ
い
に
は

苟
も
そ
の
心
虚
静
な
れ
ば
、
思

お
も
い

邪よ
こ
し
まな
し
、
思
邪
な
き
も
の
は
、
則
ち
聖

と
く
れ
ば
、「
仁
の
犬
士
」・「
知
の
犬
士
」・「
性
美
し
き
」
親
兵
衛
と
毛
野
両

少
年
に
関
わ
ろ
う
。「
仁
と
知
」、
こ
れ
こ
そ
八
犬
伝
に
託
し
た
馬
琴
の
理
想
で

あ
り
、
二
少
年
に
託
し
た
【
少
年
の
成
長
】
な
る
理
念
、
世
界
観
に
関
わ
る
だ

ろ
う
と
し
て
、
序
に
お
い
て
【
課
題
❶
】
と
し
、
折
に
触
れ
論
じ
て
ゆ
き
た
い

と
も
し
た
の
は
、
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

Ⅴ
、
馬
琴
の
「
性
の
美
論
、
即
知
論
」

さ
て
、「
性
の
美
論
」
の
前
提
と
し
て
、
儒
学
原
典
を
検
証
し
、「
性
論
」
も

ま
た
「
知
論
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
仁
と
知
」「
誠
論
」
で
あ
る
こ
と
も

確
認
し
え
た
。
そ
こ
で
、
前
述
し
た
通
り
、
第
八
十
九
回
、
⑵
【
毛
野
の
独
白
・

内
部
世
界
】
を
占
め
る
「
性
の
美
論
」
を
ま
と
め
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

そ
の
Ⓓ
２
だ
が
、
既
に
Ⅱ
節
で
採
り
上
げ
た
。
⑴
【
下
の
下
の
中
の
後
序
】

の
Ⓐ
１
・
Ⓧ
１
を
ま
と
め
た
「
結
論
❶
」
に
通
ず
る
と
こ
ろ
と
し
て
Ⓓ
２
を
論

じ
た
。

ま
ず
明
白
な
こ
と
は
、馬
琴
ら
し
い
学
者
批
判
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
同
様
な
腐
儒
批
判
の
箇
所
を
採
り
上
げ
た
際
に
論
じ
て
き
た

の
で
、
一
々
は
採
り
上
げ
な
い
。
Ⓓ
２
に
す
ぐ
続
く
の
は
、
㋐
２
で
あ
る
。
引

く
。

㋐
２
性
の
美
は
、
自
然
の
美
に
し
て
、
造
ら
ず
飾
ら
ず
、
学
び
て
後
に
才わ

ず

か
に

知
る
、
文
字
の
間
に
な
き
も
の
に
て
、
至
善
の
人
と
い
い
つ
べ
し
。
和
も

漢
も
、
昔
も
今
も
、
忠
臣
孝
子
、
義
士
節
婦
の
、
文
字
な
き
も
多
か
る
は
、

学
ぶ
に
優
る
世
の
人
の
、
人
の
上
な
る
人
也
け
り
。
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前
引
「
思
邪
な
し
」
も
六
経
の
『
書
経
（
尚
書
）』
や
『
論
語
』
に
始
ま
る
「
人

性
」
に
関
す
る
極
め
て
重
要
な
理
念
・
思
想
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
、

【　
「
真
心
」
も
「
思
邪
な
し
」
も
、「
知
論
」
に
同
伴
す
る
「
誠
論
」「
性
論
」

に
お
け
る
重
要
な
「
顕
れ
」「
徳
」
で
あ
っ
た　

】
の
だ
。
こ
れ
を
「
結
論
❻
」

と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
㋐
２
は
、
一
見
、「
学
び
て
後
に
才
か
に
知
る
、
文
字
の

間
に
な
き
も
の
に
て
」
と
か
「
学
ぶ
に
優
る
世
の
人
の
、
人
の
上
な
る
人
也
け

り
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
学
問
・
教
育
の
後
天
的
努
力
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
だ

が
、
そ
う
で
は
な
い
。
馬
琴
も
気
に
し
た
と
み
え
て
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
修
補

さ
れ
る
。「
然
れ
ば
と
て
稟う

け
た
る
気
質
の
、
其そ

首こ

に
至
ら
ぬ
尋
常
人
は
、
よ

く
学
ば
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
俺わ

が
性
は
是こ
れ

美
な
ら
ず
と
て
」
と
転
換
し
て
、

以
下
に
続
け
る
。

Ⓐ
２
み
づ
か
ら
棄
て
て
学
ば
ず
ば
、
愚
な
る
も
の
は
い
よ
い
よ
愚
に
し
て
、
心

あ
れ
ど
も
理
義
を
弁
ぜ
ず
、
眼
あ
れ
ど
も
一
書
も
得
読
め
ず
、
読
ま
ざ
る

故
に
理
に
疎う

と

く
、
理
に
疎
け
れ
ば
愆あ
や
まち
を
、
知
る
よ
し
な
け
れ
ど
羞
じ
も

せ
ず
。

と
自
棄
し
て
学
ば
ぬ
者
の
無
学
無
知
を
批
す
。『
論
語
』
の
下
愚
そ
の
ま
ま
で

あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
直
後
、
傍
線
を
附
さ
な
か
っ
た
部
分
、
Ⓐ
２

と
㋑
２
の
間
で
あ
る
。

幸
い
に
し
て
免
れ
て
、
銭
あ
り
勢
い
あ
り
と
て
も
、
酔
え
る
が
ご
と
く
生

ま
れ
来
て
、
夢
の
ご
と
く
に
死
な
ん
の
み
。

人
の
心
な
り

と
し
て
、
以
下
『
荀
子
』『
孔
子
家
語
』
等
諸
子
諸
学
を
引
い
て
ゆ
く
。
馬
琴

に
と
っ
て
妙
円
尼
は
、
最
高
級
の
評
価
に
値
し
た
の
で
あ
る
。

も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
妙
円
尼
こ
そ
鯽
三
、
及
び
「
浄
西
法
師
」
と
同
列
の

人
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
⑵
【
毛
野
の
独
白
・
内
部
世
界
】
を
通
し
て
馬
琴

の
語
る
、
無
学
だ
が
「
性
の
美
」
の
人
・「
至
善
の
人
」・「
学
ぶ
に
優
」
る
「
人

の
上
な
る
人
」
で
は
な
い
か
。
第
百
二
十
九
回
、
信
乃
が
先
代
住
職
未
徳
に
石

地
蔵
の
願
主
浄
西
法
師
に
つ
い
て
尋
ね
た
そ
の
答
え
に
注
目
し
た
い
。

身
は
卑い

や
し賎
く
て
数
な
ら
ね
ど
も
、
そ
の
性
は
美う
る
わ
し
く
て
、
人
の
及
ば
ぬ

忠ま
ご
こ
ろ心
あ
れ
ば
や

と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
浄
西
法
師
こ
そ
「
性
美
」
し
く
人
の
及
ば
ぬ
「
真
心
」

あ
る
人
で
あ
る
と
。
妙
円
尼
評
の
上
引
「
慾
を
禁
め
、
一
を
抱
き
て
離
れ
ず
、

よ
く
己
を
虚
し
」
く
で
き
た
と
い
う
そ
の
「
一
」
こ
そ
、『
論
語
』
等
儒
学
原

典
に
よ
く
出
る
も
の
だ
が
、
管
見
で
は
そ
れ
を
【
真
心
・
誠
】
と
考
え
て
い
る
。

も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
こ
に
、
妙
円
尼
・
浄
西
法
師
両
像
が
一
致
し

た
の
み
な
ら
ず
、
毛
野
を
通
し
て
馬
琴
の
語
る
、
無
学
だ
が
「
性
の
美
」
の
人
・

「
至
善
の
人
」・「
学
ぶ
に
優
」
る
「
人
の
上
な
る
人
」
そ
の
も
の
で
、
こ
れ
は

ま
た
鯽
三
の
像
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。（
尚
、
孔
子
学
派
の
『
論
語
』「
三
知
一
愚

説
」
と
そ
の
孫
子
思
と
後
学
子
思
学
派
の
『
中
庸
』「
三
知
三
行
説
」（
生
知
安

行
・
学
知
利
行
・
困
知
勉
行
）
に
つ
い
て
も
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。）

以
上
か
ら
即
ち
、【　
「
性
の
美
」
と
は
、「
真
心
・
誠
」
で
あ
る　

】、
そ
う

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
結
論
❺
」
と
す
る
。
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言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
性
の
美
論
」
か
ら
離
れ
る
よ
う
で
い
て
、
実
は

大
切
な
馬
琴
の
主
意
、そ
し
て
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
、

思
う
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
心
情
を
表
わ
す
Ⓧ
４
だ
が
、
Ⅰ
節
に
原
文
を
引
い
た
。
馬
琴
は
言

う
。「
だ
が
自
分
は
違
う
、
酔
生
夢
死
で
は
な
い
、
下
愚
で
は
な
い
」
と
。「
良

知
に
し
て
心
正
し
く
、
博
く
学
び
得
て
奇
才
あ
れ
」
ど
も
天
「
命
薄
く
、
こ
の

学
・
才
を
生
か
そ
う
と
す
る
者
は
い
な
い
。
だ
が
下
愚
と
違
っ
て
、
媚
び
ず
羨

ま
ず
、
常
に
書
を
著
し
て
知
を
（
そ
こ
に
籠
め
て
）
示
す
人
々
が
い
る
。
中
国

の
偉
大
な
羅
漢
中
・
李
笠
翁
が
こ
れ
に
近
い
。
そ
の
二
人
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

自
分
も
そ
の
一
人
で
あ
る
」
と
。

こ
の
あ
か
ら
さ
ま
と
も
言
え
る
、
作
家
人
生
に
対
す
る
自
信
と
、
そ
れ
に
よ

る
人
生
に
対
す
る
自
負
が
、
極
め
て
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
自

分
は
上
知
で
も
下
愚
で
も
な
く
、ま
し
て
邪
智
で
は
な
い
。
た
だ
努
力
し
て「
博

く
学
び
得
て
」「
心
正
し
」
き
を
保
つ
「
良
知
」
だ
と
自
負
し
て
い
る
と
。『
論

語
』
の
「
三
知
説
」
を
承
け
継
い
だ
『
中
庸
』
の
「
好
学
は
知
に
近
」
く
、「
力

行
は
仁
に
近
」
く
、「
知
恥
は
勇
に
近
し
」
と
い
う
「
知
仁
勇
三
徳
」
論
を
考

慮
す
れ
ば
、
馬
琴
の
場
合
、「
学
知
」
で
も
「
困
知
」
で
も
あ
り
、
尚
、「
好
学
・

力
行
・
知
恥
の
三
徳
」
に
近
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う

に
自
負
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
博
学
・
正
心
の
良
知
」
に
し
て
「
良
善
」
と
い
う

自
評
こ
そ
、「
博
学
の
知
」「
正
心
即
『
大
学
』
の
知
」「
良
知
」「
良
善
」
と
い

う
、
己
の
来
し
方
を
振
り
返
っ
た
時
に
、
残
酷
無
慈
悲
な
現
実
に
し
い
た
げ
ら

こ
の
馬
琴
の
言
表
の
烈
し
さ
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
。「
そ
う
い
っ
た
人

間
た
ち
は
、
た
ま
た
ま
幸
運
に
も
過
ち
や
恥
を
知
る
機
会
に
あ
う
こ
と
も
免
れ

て
、
富
裕
な
勢
力
家
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
酔
生
夢
死
の
人
生
に
過

ぎ
な
い
で
は
な
い
か
、
こ
れ
ほ
ど
虚
し
い
こ
と
は
な
い
」
と
。
こ
れ
は
、
馬
琴

の
重
要
な
人
生
観
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
人
生
観
は
、
理
義
と
心
情
、
両
面

に
お
い
て
、
真
面
目
に
生
き
た
馬
琴
の
「
実
」
を
顕
し
て
い
よ
う
。
理
義
は
、

続
く
㋑
２
、
心
情
は
、
⑴
の
Ⓧ
４
だ
と
思
わ
れ
る
。

㋑
２
そ
の
性
の
、
美
な
ら
ぬ
も
の
も
よ
く
学
べ
ば
、
気
質
を
更あ

ら
ため
行
い
を
、
新

た
に
し
つ
つ
後
竟つ

い

に
、
稍や
や

良
善
の
域
に
至
ら
ん
。
性
の
美
な
る
は
得
が
た

く
と
も
、
そ
の
行
い
の
美
し
き
は
、
学
び
て
得
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
性
相

遠
し
、
習
え
ば
近
し
、

と
孔
子
の
い
え
る
は
是
な
る
べ
し
、
と
。
努
力
し
て
学
べ
ば
、
い
ず
れ
つ
い
に

は
「
良
善
」
に
至
ろ
う
。「
性
の
美
」
は
無
理
だ
が
、「
行
の
美
」
は
学
ん
で
獲

得
で
き
る
も
の
で
あ
る
よ
。
だ
か
ら
孔
子
も
、「
性
、
相
近
し
、
習
い
、
相
遠
し
」

（
こ
こ
は
『
論
語
』「
陽
貨
篇
」
だ
ろ
う
が
、
馬
琴
は
「
近
」
と
「
遠
」
の
語
順

を
逆
に
し
て
い
る
が
、
記
憶
ち
が
い
で
あ
ろ
う
）
と
言
っ
た
の
だ
。
人
間
の
天

「
性
」
は
誰
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で
、そ
の
後
の
習
慣
努
力
、学
問
修
養
で
賢
愚
・

善
悪
・
知
道
備
徳
は
随
分
と
異
な
っ
て
ゆ
き
、
隔
た
り
が
遠
く
な
っ
て
い
っ
て

し
ま
う
の
だ
、
つ
ま
り
、
学
問
・
教
育
が
大
事
だ
、「
行
の
美
」
即
「
努
力
し

て
学
ぶ
」
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
。
後
か
ら
努
力
し
て
「
学
ぶ
」・「
稍
良

善
」「
行
い
の
美
」、
こ
の
三
つ
の
キ
イ
ワ
ー
ド
に
注
目
し
た
い
。

【「
性
の
美
」
の
不
可
能
な
我
々
凡
人
で
も
「
行
い
の
美
」
は
可
能
だ
】、
と
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れ
た
十
代
・
あ
て
ど
な
く
希
望
無
く
彷
徨
っ
た
十
代
二
十
代
、
京
伝
を
通
し
て

や
っ
と
希
望
と
目
標
と
人
生
の
住
ま
い
を
見
つ
け
た
馬
琴
の
そ
れ
か
ら
の
「
誠

実
な
生
き
方
と
努
力
」、
そ
し
て
努
力
の
果
て
に
獲
得
し
た
「
知
」
と
「
善
」

の
「
真
実
」
で
あ
っ
た
、
そ
う
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、上
記
「
正
心
」
に
関
す
る
論
と
「
馬
琴
の
人
生
観
・『
大
学
』
の
知
論
」

の
論
考
は
続
稿
に
期
す
。
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