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松
野
敏
之
『
朱
熹
『
小
学
』
研
究
』
に
対
す
る
批
評

梅
村

尚
樹

一
、
総
論

朱
熹
の
い
う
「
小
学
」
と
は
、
「
大
学
」
の
学
問
を
修
め
る
前
に
人
と
し
て

身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
大
学
」
の
前
段
階
に
当
た
る

教
育
課
程
を
指
す
。
朱
熹
は
『
四
書
章
句
集
注
』
を
編
纂
し
て
「
大
学
」
の
教

育
課
程
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
約
一
〇
年
後
に
『
小
学
』
の
編
纂
に
と
り

か
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
本
書
が
主
題
と
す
る
朱
熹
『
小
学
』
と
は
、
自
己
修

養
を
す
る
た
め
の
土
台
を
ど
の
よ
う
に
身
に
つ
け
れ
ば
よ
い
の
か
、
朱
熹
自
身

が
示
し
た
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
朱
子
学
や
朱
熹
の
思
想
を

理
解
す
る
に
当
た
っ
て
、
『
小
学
』
の
理
解
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
当

然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
朱
熹
『
小
学
』
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研

究
者
の
関
心
を
惹
い
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
現
行

の
『
小
学
』
が
、
朱
熹
の
手
に
よ
る
著
作
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、

ま
た
『
小
学
』
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
が
先
行
す
る
各
種
文
献
か
ら
引
用
し
た
抜

き
書
き
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
現
代
か
ら
見
れ
ば
、『
小
学
』

を
読
ん
で
も
新
た
な
発
見
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
ず
、
し
か
も
朱
熹

の
思
想
を
ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
の
か
も
不
明
と
な
れ
ば
、
多
大
な
労
力
を

か
け
て
分
析
す
る
の
が
憚
ら
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。

本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
著
者
が
本
研
究
に
着
手
し
た
き
っ
か
け

は
、
自
身
の
担
当
す
る
演
習
授
業
に
お
い
て
『
小
学
』
を
テ
ク
ス
ト
に
選
び
、

古
典
籍
の
訓
練
と
し
て
学
生
に
典
拠
の
調
査
な
ど
を
行
わ
せ
た
こ
と
に
あ
っ
た

ら
し
い
。
そ
う
し
て
授
業
を
進
め
る
中
で
、
先
行
す
る
文
献
と
『
小
学
』
に
引

か
れ
る
文
章
の
間
に
少
な
か
ら
ぬ
異
同
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
徐
々
に
そ
の

意
味
を
理
解
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
始
め
ら
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
著
者
は
、
『
小
学
』

が
朱
熹
自
身
に
よ
っ
て
全
体
の
構
成
が
練
ら
れ
、
細
か
な
部
分
ま
で
手
を
加
え

て
編
纂
さ
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
現
さ
れ

た
朱
熹
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
丁
寧
に
検
証
し
て
見

せ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
『
小
学
』
に
引
か
れ
る
文
章
を
引
用
元
の
原
文

と
全
て
対
照
し
、
引
用
の
一
部
に
は
朱
熹
に
よ
る
意
図
的
な
改
編
の
跡
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
『
小
学
』
は
全
部
で
三
八
六
章
に
も
わ
た
る

た
め
、
各
条
の
典
拠
を
確
認
す
る
作
業
は
多
く
の
労
力
を
要
し
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
作
業
を
通
し
て
、
朱
熹
が
編
纂
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
原
典
と
な
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る
各
経
書
や
史
書
の
み
な
ら
ず
、
司
馬
光
『
書
儀
』
『
家
範
』
な
ど
先
行
す
る

類
似
の
編
纂
物
も
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
朱
熹

の
思
想
形
成
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
指
摘
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
多
く
の
文
献
を
博
搜
し
、
そ
れ
を
も
と
に
朱
熹
『
小

学
』
を
朱
熹
の
思
想
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
後
世
ま
で
含
め
た

朱
子
学
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、

朱
熹
の
思
想
に
お
い
て
『
小
学
』
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
そ
う
い

っ
た
点
に
重
心
を
置
き
な
が
ら
本
書
の
意
義
を
評
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
書
評
は
あ
え
て
専
門
の
異
な
る
複
数
の
評
者
を
交
え
て
企
画
さ
れ
た

も
の
で
、
さ
ら
に
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
各
担
当
者
が
批
評

す
る
章
を
分
担
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
評
者
の
専
門
は
宋
代
士
大
夫

社
会
を
中
心
と
す
る
歴
史
学
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
思
想
面
の
批
評
に
つ
い
て
は

他
の
評
者
に
譲
り
、
本
稿
で
は
歴
史
学
の
視
点
か
ら
若
干
の
批
評
を
加
え
る
こ

と
と
し
て
、
主
に
第
三
章
第
三
節
の
「
朱
寿
昌
譚
」
と
第
六
章
の
「
元
明
清
時

代
の
『
小
学
』
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
、
最
後
に
全
体
を
通
し
た
感
想
を

述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
「
朱
寿
昌
譚
」
に
つ
い
て

本
書
第
三
章
は
『
小
学
』
に
お
け
る
孝
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の

第
三
節
「
朱
寿
昌
譚
」
は
、
先
行
す
る
文
献
か
ら
『
小
学
』
に
引
用
す
る
際
の

や
り
方
を
実
例
を
も
っ
て
示
し
た
節
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
実
際
に
朱
熹
が

引
用
に
当
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
改
編
を
加
え
た
か
を
具
体
的
に
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
朱
寿
昌
の
生
き
た
時
代
、
つ
ま
り
北
宋
期
の
士
大
夫
の
交
流
や
政

治
状
況
も
視
野
に
入
れ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
朱
熹
が
比
較
的
近
い
時
代
（
北

宋
期
）
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ

と
も
で
き
る
。

朱
寿
昌
譚
は
、
後
に
「
棄
官
尋
母
」
と
概
括
さ
れ
る
話
で
、
生
き
別
れ
た

生
母
を
訪
ね
当
て
る
た
め
に
官
僚
を
や
め
老
母
を
養
っ
た
、
朱
寿
昌
と
い
う
人

物
に
関
す
る
孝
行
譚
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
朱
熹
が
こ
の
話
を
『
小
学
』
に
引

用
す
る
際
に
一
部
節
略
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
重
要
な
手
掛
か
り
と

し
て
朱
熹
の
編
纂
意
図
を
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
行
論
自
体
に
は
問
題
は
見
ら

れ
ず
、
朱
熹
は
『
小
学
』
に
朱
寿
昌
譚
を
採
録
す
る
に
当
た
っ
て
、
仏
教
を
連

想
さ
せ
る
部
分
や
超
自
然
的
な
部
分
を
一
部
削
除
し
た
と
い
う
結
論
に
誤
り
は

な
い
。

評
者
が
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
そ
の
引
用
の
際
に
朱
熹
は
『
東
都
事
略
』

巻
一
一
七
に
載
る
朱
寿
昌
伝
を
参
照
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
朱
寿
昌
に
関
す
る
情
報
は
『
宋
史
』
巻
四
五
六
の
朱
寿
昌
伝
が
ま

ず
挙
げ
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』（
以
下
『
長
編
』
と
略
記
）

巻
二
一
二
、
煕
寧
三
年
六
月
壬
戌
の
条
に
も
見
ら
れ
、
各
史
料
で
や
や
異
な
る

情
報
を
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

朱
寿
昌
譚
の
も
と
と
な
っ
た
歴
史
事
実
は
本
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

上
述
の
史
料
な
ど
を
比
較
す
る
と
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
情
報
を
補
足
し
て
よ

り
具
体
的
な
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
朱
寿
昌
の
官
歴
に
つ
い

て
は
、
『
宋
史
』
の
記
述
と
『
東
都
事
略
』
の
記
述
で
は
異
同
が
あ
り
、
『
東

都
事
略
』
の
方
が
や
や
詳
し
い
が
、
時
系
列
が
確
認
し
や
す
い
の
は
『
宋
史
』

の
方
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
朱
寿
昌
は
父
の
恩
蔭
に
よ
っ
て
出
仕
し
、

最
も
低
い
寄
禄
官
（
官
僚
と
し
て
の
位
階
を
示
す
も
の
で
実
職
と
は
無
関
係
）

で
あ
る
将
作
監
主
簿
を
与
え
ら
れ
、
知
招
信
県
や
剣
州
・
陝
州
・
荊
南
軍
の
通
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判
（
州
の
次
官
）
を
経
て
、
知
閬
州
、
知
広
徳
軍
と
職
歴
を
重
ね
た
（
『
宋
史
』

で
は
権
知
岳
州
の
職
歴
と
、
そ
の
際
の
治
績
が
書
か
れ
る
が
、
『
東
都
事
略
』

に
は
こ
の
職
歴
は
書
か
れ
な
い
）
。
こ
の
知
広
徳
軍
の
時
に
、
朱
寿
昌
は
少
な

く
と
も
五
十
代
の
後
半
に
な
っ
て
い
た
が
、
生
き
別
れ
て
五
十
年
以
上
も
会
っ

て
い
な
い
母
を
訪
ね
当
て
る
た
め
に
棄
官
し
た
と
い
う
。

た
だ
し
『
長
編
』
の
当
該
条
に
は
、
「
知
永
興
錢
明
逸
表
其
孝
節
、
且
言
、

『
壽
昌
稱
疾
尋
醫
棄
官
、
而
尋
醫
法
須
二
年
、
乃
赴
御
史
臺
看
驗
。
乞
不
俟
尋

醫
限
滿
、
復
其
差
遣
。
』
」
と
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
朱
寿
昌
は
病
の
た
め
に

医
者
を
探
す
こ
と
を
理
由
に
特
別
休
暇
を
申
請
し
た
の
で
あ
り
、
二
年
後
に
は

復
職
が
認
め
ら
れ
る
予
定
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
母
を
訪
ね
当
て
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
「
孝
」
に
よ
っ
て
二
年
を
待
た
ず
に
原
職
に
復
職

さ
せ
る
べ
き
と
い
う
の
が
、『
長
編
』
が
記
す
銭
明
逸
の
発
言
の
主
旨
で
あ
る
。

当
時
王
安
石
は
、
自
ら
抜
擢
し
た
李
定
が
母
の
喪
に
服
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
非

難
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
政
敵
と
の
間
に
政
争
を
抱
え
て
お
り
、
母
に
孝
を
尽

く
し
た
朱
寿
昌
を
よ
く
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
の
結
果
、
朱
寿
昌
は
原
職
に
復
す
の
で
は
な
く
、
審
官
院
に
そ
の
判
断

が
委
ね
ら
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
「
壽
昌
前
已
再
典
郡
、
於
是
折
資
通
判
河
中

府
、
迎
其
同
母
弟
妹
以
歸
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
中
府
の
通
判
の
職
を
与
え

ら
れ
て
、
母
と
そ
の
一
族
を
迎
え
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
「
折
資
」
は
資
序
を
減
じ
る
こ
と
を
意
味
し
、
要
は
す
で
に
知
州
ク
ラ

ス
の
職
歴
が
二
度
あ
る
た
め
、
順
当
な
ら
ば
知
州
ク
ラ
ス
以
上
の
職
に
任
命
す

る
と
こ
ろ
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
職
で
あ
る
通
判
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

王
安
石
へ
の
一
定
の
配
慮
が
窺
え
る
。
と
は
言
え
、
河
中
府
は
州
よ
り
ラ
ン
ク

の
高
い
次
府
に
相
当
し
、
何
よ
り
も
朱
寿
昌
の
母
が
暮
ら
し
て
い
た
同
州
に
隣

接
す
る
。
し
か
も
府
庁
の
置
か
れ
た
河
東
県
は
同
州
と
の
州
境
に
位
置
し
、
同

州
に
ほ
ど
近
い
。
『
宋
史
』
朱
寿
昌
伝
に
は
「
壽
昌
以
養
母
故
、
求
通
判
河
中

府
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朱
寿
昌
の
方
か
ら
母
を
養
う
目
的
で
こ
の
ポ
ス
ト
を
要

求
し
た
こ
と
が
書
か
れ
る
が
、
原
職
の
知
広
徳
軍
で
も
知
同
州
で
も
な
く
、
河

中
府
通
判
を
与
え
た
と
こ
ろ
に
審
官
院
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。な

お
朱
寿
昌
の
そ
の
後
の
官
歴
を
確
認
す
る
と
、
母
が
亡
く
な
っ
た
後
は

知
鄂
州
を
務
め
、
そ
の
後
は
実
職
を
伴
わ
な
い
提
挙
崇
禧
観
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
と
並
行
し
て
寄
禄
官
も
正
六
品
相
当
の
司
農
少
卿
に
昇
進
し
、
元
豊
官
制

改
革
後
に
は
朝
議
大
夫
、
次
い
で
従
五
品
の
中
散
大
夫
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。

本
筋
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
本
書
一
六
八
頁
の
「
河
中
府

通
判
、
知
鄂
州
、
司
農
少
卿
な
ど
を
歴
任
し
た
」
と
す
る
記
述
は
、
寄
禄
官
と

職
を
混
同
し
て
い
る
も
の
で
、
一
応
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

話
を
戻
す
と
、
朱
寿
昌
の
官
歴
を
見
れ
ば
、
恩
蔭
出
身
の
人
物
に
典
型
的

な
、
地
方
官
と
し
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
下
積
み
を
経
験
し
、
一
度
も
中
央
官

を
経
験
す
る
こ
と
な
く
中
下
級
官
僚
と
し
て
一
生
を
終
え
る
よ
う
な
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
の

は
、
や
は
り
当
時
の
政
治
状
況
や
、
祖
先
祭
祀
・
祖
先
孝
養
が
重
視
さ
れ
、
そ

れ
が
政
治
と
も
直
結
す
る
社
会
状
況
に
な
っ
た
こ
と
の
現
れ
だ
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
王
安
石
の
抜
擢
し
た
李
定
が
母
の
喪
に
服
さ
な
か
っ
た

こ
と
が
政
治
問
題
化
し
た
こ
と
自
体
、
そ
う
し
た
状
況
の
反
映
で
あ
る
と
も
言

え
る
し
、
類
似
の
案
件
と
し
て
は
、
煕
寧
三
年
に
蘇
軾
が
服
喪
明
け
の
途
上
で

商
売
を
し
た
こ
と
が
、
王
安
石
一
派
の
謝
景
温
に
弾
劾
さ
れ
た
事
件
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
。
朱
熹
を
は
じ
め
と
す
る
南
宋
の
人
が
こ
の
朱
寿
昌
譚
を
こ
と
さ
ら

に
取
り
上
げ
た
の
も
、
王
安
石
ら
に
よ
っ
て
そ
の
「
孝
」
が
正
当
に
評
価
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
一
つ
の
要
因
と
想
定
す
る
の
は
考
え
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
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以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
分
析
に
加
え
、
歴
史
事
実
に
照
ら
し
な
が
ら
こ

の
話
を
読
む
と
、
そ
の
背
景
が
よ
り
詳
細
に
見
え
て
く
る
。
こ
の
朱
寿
昌
譚
は

お
そ
ら
く
朱
熹
が
引
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
後
世
ま
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
別
の
問
題
と
し
て
、
朱
熹
が
こ
の
話
を
引
用
す
る
際

に
ど
の
よ
う
な
情
報
源
に
拠
っ
た
か
は
興
味
深
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
本
書
で

は
、
基
本
的
に
『
小
学
』
と
『
東
都
事
略
』
の
記
述
を
比
較
し
て
い
る
も
の
の
、

こ
の
時
代
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
長
編
』
の
記
述
を
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
評
者
と
し
て
は
関
心
を
抱
い
て
調
べ
て
み
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
結
論

か
ら
す
れ
ば
、
現
存
史
料
を
見
る
限
り
、
話
の
大
筋
と
し
て
『
東
都
事
略
』
の

記
述
が
『
小
学
』
に
最
も
近
い
の
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
と
比
較
す
る
の
は
妥

当
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
本
書
一
七
二
頁
で
、
『
小
学
』
が
『
東
都
事
略
』
か

ら
削
除
し
た
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
部
分
の
う
ち
の
一
つ
「
壽
昌
既
仕
而
念

母
之
不
見
也
」
は
『
長
編
』
で
も
ち
ょ
う
ど
抜
け
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
や
は

り
『
長
編
』
の
記
述
も
同
時
に
検
討
し
て
お
い
た
方
が
よ
り
説
得
力
を
増
し
た

で
あ
ろ
う
。

三
、
「
元
明
清
時
代
の
『
小
学
』
」
に
つ
い
て

本
書
第
六
章
「
元
明
清
時
代
の
『
小
学
』
」
は
、
朱
熹
が
精
力
を
傾
け
て
編

纂
し
た
『
小
学
』
が
、
元
・
明
・
清
と
そ
の
後
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
た
か
を
論
じ
た
も
の
で
、
長
い
時
間
軸
を
概
観
し
た
章
で
あ
る
。
ま
だ
朱
子

学
が
官
学
と
し
て
確
立
過
程
に
あ
っ
た
南
宋
か
ら
元
代
に
か
け
て
は
、
朱
熹
の

影
響
も
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
『
小
学
』
は
教
育
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
そ

の
結
果
と
し
て
明
初
に
は
『
小
学
』
関
連
の
注
釈
書
が
複
数
刊
行
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
は
明
の
前
半
期
に
か
け
て
盛
ん
に
読
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
末
に
な

る
と
科
挙
に
合
格
す
る
目
的
に
は
不
要
で
あ
る
と
し
て
、
次
第
に
読
ま
れ
な
く

な
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
清
初
に
は
陸
隴
其
ら
に
よ
っ
て
再
び
注
目
さ
れ
、
現
在

に
至
る
ま
で
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
も

し
清
代
に
『
小
学
』
が
再
評
価
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
果
た
し
て
現
在
に
ま
で

そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
た
か
も
疑
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
小
学
』

受
容
の
問
題
は
、
朱
熹
『
小
学
』
が
現
在
に
ま
で
伝
わ
り
、
我
々
が
見
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
あ
る
、
そ
の
過
程
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
問
題
を
僅
か
一
章
分
、

三
〇
頁
弱
の
中
で
概
括
的
に
論
じ
て
し
ま
う
の
は
、
も
っ
た
い
な
く
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
全
体
の
概
観
自
体
は
お
そ
ら
く
正
し
い
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
証
に
つ
い
て
仔
細
に
見
る
と
、
本
書
で
と
り
あ
げ
ら

れ
る
例
に
は
若
干
の
問
題
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
本
書
二
六
〇
頁
に
は
、
『
小
学
』
が
地
方
学
校
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

用
い
ら
れ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
明
初
の
例
と
し

て
、
天
順
三
年
（
一
四
五
九
）
に
山
東
の
福
山
知
県
と
な
っ
た
段
堅
の
例
が
馮

従
吾
『
少
虚
集
』
か
ら
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
日
本
語
訳
に
は
一
部
に

誤
訳
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
こ
の
文
章
の
出
典
は
『
少
虚
集
』
の
『
関
学
篇
』
に

よ
る
が
、
『
関
学
篇
』
は
万
暦
三
四
年
（
一
六
〇
六
）
の
成
立
で
、
張
横
渠
以

来
、
宋
元
明
の
関
中
出
身
の
儒
者
を
列
伝
体
で
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
部

分
と
同
内
容
の
記
述
は
『
明
史
』
段
堅
伝
や
『
明
儒
学
案
』
巻
一
に
も
見
ら
れ
、

一
見
し
て
『
関
学
篇
』
の
内
容
が
最
も
詳
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
を

初
出
と
す
る
な
ら
、
そ
の
当
時
か
ら
約
百
五
十
年
ほ
ど
経
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
併
せ
て
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
「
小
学
諸
書
」

と
い
う
の
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
も
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
あ
っ
て
よ
い



- 25 -

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
続
く
本
書
二
六
一
頁
に
挙
げ
ら
れ
る
『
陳
献
章
集
』
の
「
程
郷
県
社

学
記
」
か
ら
の
引
用
に
も
、
日
本
語
訳
に
一
部
問
題
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
こ
の

記
が
書
か
れ
た
の
は
成
化
一
四
年
（
一
四
七
八
）
以
降
の
こ
と
な
の
で
、
段
堅

の
例
と
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
を
明
初
の
事
例
に
含
め
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
こ
の

時
代
の
分
析
は
史
料
的
困
難
が
伴
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
時
系
列
を
意
識
し

つ
つ
、
地
方
志
や
各
種
文
集
な
ど
を
含
め
、
よ
り
広
い
視
野
で
史
料
を
扱
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
段
堅
の
例
が
関
中
と
い
う
一
地
域
に
お
け
る
学

統
を
現
し
た
『
関
学
篇
』
に
見
ら
れ
る
点
、
陳
献
章
が
広
東
新
会
県
の
生
ま
れ

で
、
故
郷
新
会
県
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
の
中
で
の
み
「
小
学
」
に
関
す
る

記
述
が
現
れ
る
点
な
ど
を
考
え
る
と
、
地
域
や
学
統
も
意
識
し
な
が
ら
詳
細
に

整
理
を
し
て
い
け
ば
、
当
時
の
小
学
盛
行
の
様
相
を
よ
り
具
体
的
に
描
く
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
い
で
本
書
で
は
、
明
末
に
か
け
て
人
び
と
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
っ

た
『
小
学
』
が
、
清
代
康
煕
年
間
に
な
っ
て
再
び
注
目
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
康
煕
帝
が
朱
子
学
を
重
視
し
た
こ
と
、
陸
隴
其
が
『
小
学
』
を
再
発
見

し
て
評
価
し
た
こ
と
、
童
生
試
の
出
題
範
囲
に
『
小
学
』
も
含
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
本
書
の
記
述
か
ら
は
、
康
煕
年
間
の
短

い
時
間
軸
の
中
で
急
に
起
こ
っ
た
変
化
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
も
し
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
学
の
立
場
と
し
て
は
、
そ
の
原
因
を
ど
こ
に
求
め
れ
ば

よ
い
の
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
本
書
で
は
こ
う
し
た
清
初
か
ら
清
中
葉
に

か
け
て
の
変
化
も
、
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
簡
潔
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
が
、

康
煕
帝
個
人
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る

い
は
社
会
全
体
で
『
小
学
』
や
朱
熹
の
著
作
そ
の
も
の
を
再
評
価
す
る
よ
う
な

動
向
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
皇
帝
な
ど
の
政
治
権
力
が
応
え
た
結
果
だ
と
考
え
る

べ
き
な
の
か
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
『
小
学
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト

の
立
ち
位
置
を
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
元
・
明
・
清
を
通
じ
た
『
小
学
』
の
受
容
や
盛
行
は
、
朱
子

学
自
体
の
位
置
づ
け
と
並
行
し
て
展
開
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
あ

れ
ば
、
朱
子
学
内
部
の
学
派
や
学
統
、
さ
ら
に
は
陽
明
学
な
ど
朱
子
学
以
外
の

思
想
と
比
較
し
た
と
き
の
相
対
的
位
置
な
ど
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、『
小
学
』

の
受
容
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
発
展
性
の
あ
る
議
論
が

展
開
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
第
六
章
は
そ
の
見
取
り
図
を
示
し

た
点
で
価
値
が
あ
り
、
今
後
の
発
展
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
本
書
の
一
部
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
批
評
を
加
え
て
き
た
。
と
り

わ
け
実
証
面
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
や
や
厳
し
い
評
を
述
べ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
書
全
体
と
し
て
は
、
む
し
ろ
手

堅
い
実
証
に
基
づ
き
、
無
理
の
な
い
論
を
展
開
し
て
い
る
印
象
が
強
い
。
『
小

学
』
各
条
の
整
理
な
ど
は
丹
念
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
一
見
し
て
わ
か
り
、
時

と
し
て
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
ほ

ど
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
朱
熹
『
小
学
』
は
朱
熹
の
著
作
に
し
て
は
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
の
が
よ
い
の
か
も
、
い
ま
だ
試
行
錯

誤
の
段
階
に
あ
る
。
そ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
一
書
に
ま
と
め
た
価
値
は

大
き
く
、
今
後
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
さ
ら
な
る
発
展
の
可
能
性
が
拓
か
れ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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最
後
に
、
こ
の
書
評
企
画
に
お
い
て
は
、
著
者
の
松
野
敏
之
氏
、
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
三
浦
秀
一
氏
、
他
の
二
人
の
評
者
の
方
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
と

意
見
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
、
思
想
哲
学
を
直
接
の
専
門
と
は
し
な
い
私
に
と

っ
て
大
変
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
あ
え
て
異
な
る
専
門
の
評

者
を
入
れ
て
行
わ
れ
た
本
企
画
は
、
私
に
と
っ
て
有
意
義
な
も
の
と
な
っ
た
の

は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
が
成
功
し
た
か
否
か
は
今
後
改
め
て
評
価
さ
れ
る
こ
と

と
な
ろ
う
。

ま
た
本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
本
企
画
の
関
係
者
の
方
々
と
の
意
見
交

換
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
明
代
の
事
例
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
は
、

三
浦
秀
一
氏
に
多
大
な
ご
教
示
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
記
し
た
い
。


