
酵
珪
の

「
復
性
」

思
想

l
i明
代
朱
子
学
派
の
一
面
i
l
-
-

は
じ
め
に

従
来
、
中
国
思
想
史
に
お
い
て
、
現
代
と
い
う
時
代
は
、
朱
子
学

の
官
学
化
(
硬
直
化
)
、
揚
関
学
の
隆
盛
の
時
代
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
明
代
思
想
を
あ
っ
か
う
論
文
・
著
作
が
、

陽
明
学
に
多
く
言
及
す
る
の
に
対
し
て
、
朱
子
学
に
関
し
て
は
魅
力

に
乏
し
い
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
明
代
朱
子
学
は
、
保
守
的
な
も
の
で
あ
り
、
発
展
性

が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
評
舗
は
一
面

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
官
学
で
あ
る
が
故
に
、
広
範
な
影
響
力
を
も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
点
は
問
題
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

司
自
庫
提
要
』
の
『
明
儒
学
案
』
の
条
は
、
朗
代
思
想
の
二
潮
流

で
あ
る
朱
子
学
派
と
陽
明
学
派
に
関
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

井

義

次

}fJ 

大
抵
、
朱
陸
間
け
を
分
か
ち
て
以
後
、
問
問
に
至
り
て
、
朱
の
伝
は

(
1〉

流
れ
て
河
東
と
為
り
、
陸
の
伝
は
流
れ
て
、
挑
江
と
為
る
。

挑
江
と
は
、
王
陽
明
を
槌
と
す
る
挑
江
学
派
を
指
す
。
一
方
、
河

東
と
は
、
辞
盛
一
を
祖
と
す
る
河
東
学
派
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
河
東
学
派
、
と
り
わ
け
そ
の
筆
頭
に
位
置
す
る
辞
瑳
を
取

り
上
げ
、
現
代
朱
子
学
の
一
面
を
見
ょ
う
と
思
う
な
。
お
辞
瑳
の
資

料
と
し
て
は
、
四
庫
全
書
本
『
読
書
録
』
『
読
書
続
録
』
を
使
用
し
、

ま
た
「
議
書
集
成
初
編
」
所
収
の
『
醇
文
清
公
読
書
録
』
を
参
照
し

た。
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一
i

性
」
の
思
想

務
芳
一
は
、
拐
の
太
祖
の
洪
武
二
十
二
年
(
一
三
八
九
)
、
山
西
省

河
津
に
生
ま
れ
、
天
頗
八
年
(
一
四
六
回
)
六
月
に
卒
し
て
い
る
。

永
楽
十
九
年
(
一
回
二
一
)
三
十
三
裁
で
進
士
に
登
り
、
広
東
監
察

御
史
を
授
け
ら
れ
、
後
に
は
山
東
提
学
余
事
、
大
理
在
少
期
に
挙
げ



ら
れ
た
。
そ
の
後
、
大
監
王
振
に
妬
ま
れ
、
死
罪
に
な
り
か
け
た
が

許
さ
れ
て
故
郷
に
帰
っ
た
。
家
に
居
る
こ
と
七
年
、
景
帝
の
即
位

(
一
四
四
九
)
と
と
も
に
大
理
寺
丞
に
薦
め
ら
れ
た
。
後
に
、
英
宗

の
復
貯
ハ
一
四
十
立
七
〉
に
よ
っ
て
大
理
寺
郷
、
礼
部
左
侍
郎
兼
翰
林

学
士
に
至
っ
て
い
る
。
官
を
や
め
て
か
ら
は
家
に
印
刷
り
、
教
学
に
従

事
し
た
。

早
く
よ
り
周
程
の
学
を
学
び
、
『
性
理
大
全
』
を
手
録
し
、
思
う

こ
と
が
あ
れ
ば
メ
モ
を
と
り
、
性
理
の
学
に
没
頭
し
た
と
い
う
。
成

化
元
年
三
四
六
五
〉
、
文
清
と
誼
さ
れ
、
的
間
接
六
年
三
五
七
二
)
、

ハ
2
〉

孔
子
の
廟
庭
に
従
印
さ
れ
た
。
人
は
彼
を
先
儒
欝
子
と
称
し
た
。

明
朗
儒
学
案
』
に
よ
る
と
、
務
獲
の
学
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

「
先
生
、
後
性
を
以
て
宗
と
為
し
、
滅
洛
を
鵠
と
為
す
。
著
す
と
こ

ろ
の
弐
同
番
録
』
は
、
大
概
、
太
極
関
説
・
酉
銘
・
正
蒙
の
議
疏
た

ハ
3
〉

り
」
(
『
関
係
学
案
b

「
河
東
学
案
」
)
。
ま
た
講
道
の
弟
子
、
張
福
震

が
編
集
し
た
思
俳
文
清
公
読
書
録
』
の
序
文
で
は
「
今
の
人
、
利
欲

お
お
よ
そ

に
沼
没
す
る
一
助
以
の
者
は
、
大
都
、
天
人
性
命
の
説
講
ぜ
ら
れ
ず
、

大
本
大
涼
の
夜
る
所
に
味
け
れ
ば
な
り
。
・
:
'
:
今
読
書
録
の
一
蓄
を

観
る
に
、
復
性
を
以
て
木
と
為
し
、
主
敬
を
以
て
要
と
為
す
。
し
か

ハ
4
〉

し
て
其
の
原
は
総
じ
て
太
極
に
帰
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
清
代

の
「
正
誼
常
一
全
議
」
に
集
め
ら
れ
た
『
辞
文
指
公
読
書
録
』
の
原
序

で
は
「
有
明
一
代
の
人
物
は
、
首
め
に
河
東
群
敬
軒
先
生
を
推
す
。

先
生
、
警
に
お
い
て
は
、
読
ま
ざ
る
所
無
し
。
周
程
張
朱
を
根
抵
と

ハ
5
〉

し
、
復
性
を
以
て
宗
と
為
し
、
居
敬
窮
理
を
以
て
要
と
為
す
」
と
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
復
性
」
と
い
う
概
念
が
醇
還
の
思
想
の
中
心
で
あ

り
、
そ
れ
は
周
張
以
来
の
道
学
の
根
本
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

実
際
、
彼
は
「
性
i

一
を
中
心
と
す
る
周
張
二
程
の
伝
統
こ
そ
が
孟

子
以
来
の
道
統
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。

宋
の
湾
高
の
二
程
夫
子
の
出
る
に
歪
り
て
、
始
め
て
以
て
千
載

不
伝
の
統
を
接
ぐ
こ
と
あ
り
。
こ
こ
に
お
い
て
「
性
郎
理
な

あ
ら
わ

り
」
を
発
明
し
、
以
て
遣
の
大
原
の
天
に
出
る
こ
と
を
見
せ

ハ
6
)

り
o
Q敬
軒
文
集
』
「
平
陽
府
儒
学
重
一
修
記
」
)
宋
の
道
学
の
諸

ぁ

君
子
、
天
下
万
世
に
功
有
る
こ
と
、
勝
げ
て
言
う
べ
か
ら
ず
。

性
の
一
宇
の
如
き
は
、
孟
子
よ
り
以
後
、
萄
楊
以
来
、
或
は
以

み
だ

て
惑
と
為
し
、
或
は
以
て
設
問
と
為
す
。
議
論
を
混
す
こ
と
紛
然

と
し
て
決
せ
ず
。
天
下
の
学
者
、
従
る
一
併
を
知
る
莫
し
。
程
子

い
づ

の
「
性
郎
理
な
っ
」
の
言
、
出
る
に
至
り
て
、
然
る
後
に
、
性

の
本
諮
問
に
し
て
、
悪
無
き
を
知
る
。
張
子
の
気
質
の
論
明
ら
か

に
し
て
、
然
る
後
に
、
性
に
不
善
者
る
も
の
は
、
乃
ち
気
質
の

性
に
し
て
、
本
然
の
性
に
あ
ら
，
さ
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
ハ
コ
説

ハ
7
〉

議
録
』
巻
一
一
一
〉

爵
珪
一
は
か
く
の
ご
と
く
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を
中
心
に
お
い
て
宋
学
の
痘
火
を



引
き
継
ご
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
役
の
ぺ
性
」
を
論
ず

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
「
性
」
に
関
す
る
学
説
を
鰭

単
に
見
て
置
き
た
い
。

中
国
思
想
史
上
、
「
性
」
を
論
じ
て
有
名
な
も
の
に
ウ
直
子
b

が

あ
る
。
孟
子
は
人
間
間
有
の
「
性
」
を
、
「
人
の
性
の
替
な
る
や
、

猶
お
水
の
下
に
就
く
が
ど
と
し
。
人
に
不
諮
問
有
る
こ
と
無
く
、
水
に

ハ
8
〉

下
ら
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
無
し
」

Q
孟
子
』
「
告
子
上
篇
」
〉
と
、
人

間
の
道
徳
能
力
で
あ
り
、
諮
問
な
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
。
下
っ
て

唐
代
に
は
人
間
の
「
性
」
に
は
上
・
中
・
下
の
一
一
一
ロ
聞
が
あ
る
と
す
る

〈

9
)

斡
愈
の
性
一
ニ
品
説
が
現
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
性
説
の
流
れ
の
中
で
、
孟
子
の
性
諮
問
一
説
を
嬬
教
の
正

統
を
継
ぐ
も
の
と
見
な
し
、
そ
れ
を
徹
底
し
た
の
が
、
唐
代
の
李
郷

ハ
叩
)

で
あ
っ
た
。
際
環
は
産
後
、
李
鮪
に
つ
い
て
-
論
じ
て
は
い
な
い
が
、

こ
こ
で
は
比
較
の
使
の
た
め
に
李
鮪
の
「
復
性
」
説
に
触
れ
て
お
き

た
い
。李

銅
は
そ
の
司
復
性
警
』
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

人
の
聖
人
と
為
る
所
以
の
者
は
、
性
な
り
。
人
の
其
の
性
を
惑

わ
す
所
以
の
者
は
、
情
な
り
。
喜
怒
友
懐
愛
悪
欲
の
七
者
は
、

皆
常
の
為
寸
~
明
な
り
。
情
既
に
昏
け
れ
ば
、
性
斯
に
覆
る
。

(
司
復
性
蓄
』
上
)
-

問
う
て
臼
く
、
築
射
の
性
は
、
猶
お
桑
舜
の
性
の
ご
と
き
な

〈
ら
ま

れ
ノ
。
其
れ
其
の
性
を
み
ざ
る
所
以
の
者
は
、
私
欲
好
悪
の
昏
す

所
な
り
。
性
の
鍔
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
尽
く
、
不
諮
問
を
為
す
者
一

は
、
性
に
あ
ら
ざ
る
か
、
と
。
日
く
、
あ
ら
ざ
る
な
り
。
乃
ち

情
の
為
す
一
昨
な
り
。
情
に
普
あ
り
、
不
善
あ
り
。
し
か
し
て
性

〈
泣
〉

に
不
替
無
し
、
と
。
(
吋
後
性
警
』
上
)

李
鈎
は
人
の
「
性
」
は
聖
人
も
凡
人
も
同
じ
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
「
性
」
は
諮
問
で
あ
る
と
彼
は

考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
性
」
に
差
異
が
生
じ
る
よ
う

に
見
え
る
の
は
、
「
情
」
と
い
う
も
の
が
介
在
し
て
、
そ
の
「
性
」

を
惑
わ
す
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
情
L

に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、

普
な
る
つ
性
に
復
す
る
」
な
ら
ば
、
凡
人
で
あ
っ
て
も
聖
人
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
こ
と
を
ス
ト
レ
ー
ト

に
い
う
言
説
に
は
「
其
の
性
に
復
す
る
者
は
賢
人
な
り
」
〈
『
復
性

ハ日
v

室
田
』
上
)
、
あ
る
い
は
「
聖
一
一
人
は
人
の
性
皆
善
に
し
て
、
以
て
之
に

循
い
怠
ま
ざ
れ
ば
、
聖
に
至
る
べ
き
こ
と
を
知
る
」

Q
復
性
書
』

ハ
凶
)

上
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
「
性
に
復
す
る
」
説
は
、
先
の
韓
愈
の
性

三
品
説
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

韓
愈
は
、
つ
性
」
を
上
・
中
・
下
と
区
別
し
、
互
い
に
変
換
不
可

能
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
李
矧
ほ
、
「
性
」

が
善
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
向
一
性
を
認
め
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
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を
国
定
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
ず
、
教
化
・
修
養
し
て
、
変
換
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
「
性
」
に
復
す
べ
き
ζ

と
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
「
復
性
」
の
方
法
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。
李
錫
は

こ
う
い
う
。
「
或
る
ひ
と
問
う
て
臼
く
、
人
の
昏
き
や
久
し
。
将
に

其
の
性
に
復
せ
ん
と
す
る
者
、
必
ず
瀬
あ
ら
ん
。
敢
え
て
其
の
方
を

問
う
、
と
。
日
く
、
慮
ら
ず
思
わ
ざ
れ
ば
、
惜
別
ち
生
ぜ
ず
。
情
既

民
性
ぜ
ざ
れ
ば
、
乃
ち
患
い
を
正
す
こ
と
を
為
す
」
(
『
復
性
警
』

中
〉
と
。
す
な
わ
ち
、
余
計
な
思
慮
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
、
「
情
」

は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
「
情
」
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
「
性
」
を
惑
わ

す
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
性
」
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
性
」
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
れ

(お〉

ば
、
「
其
の
心
寂
然
と
し
て
、
天
地
を
光
照
」
ハ
『
復
性
議
』
中
〉
す

る
と
い
う
状
態
に
立
ち
到
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
寂
然
と

し
て
動
か
ず
、
感
じ
て
つ
い
に
天
下
の
故
に
通
ず
」
(
『
復
性
警
』

〈

げ

〉中
〉
と
、
「
復
性
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
、

天
下
の
本
質
を
抱
擁
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る。
と

こ

ろ

で

、

李

鈎

の

説

く

思

わ

ず

」

し

て

常

を

生

じ

さ
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
性
に
復
す
る
」
と
い
う
思
想
は
、
人
憶

に
と
っ
て
は
不
可
能
率
だ
と
し
て
、
朱
子
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
李
顛
の
復
性
は
別
ち
是
な
り
。
情
を
減
し
て
以
て

性
に
復
す
る
と
一
五
う
は
剤
、
J
勝
、
な
り
o

情
は
如
何
ん
ぞ
減
す
可
け
ん

や
。
此
れ
乃
ち
釈
子
の
説
な
り
」
と
、
朱
子
の
取
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
醇
壇
は
李
顛
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
は
、
朱
子

の
立
場
を
継
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

李
婦
の
、
己
一
身
に
お
い
て
天
下
に
通
ず
る
絶
対
的
菩
で
あ
る

「
性
」
と
、
「
性
」
を
惑
わ
す
否
定
的
原
理
で
あ
る
「
情
」
と
い
う
主

張
は
、
朱
子
に
よ
っ
て
情
の
簡
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
し

か
し
、
「
性
」
と
「
情
」
と
の
阿
部
を
考
慮
し
な
が
ら
「
性
」
論
を

展
開
す
る
考
え
方
は
、
や
が
て
宋
代
道
学
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
宋
代
の
「
性
」
の
思
想
の
展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
そ
の
問
題
は
、
隣
諸
…
の
「
性
」
の
思
想
と
の
比
較
に
お
い
て

述
べ
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
欝
護
の
「
復
性
」
論
を
見
て
ゆ
こ
う
と

思
う
。
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辞
理
一
の
「
性
L

と
一

i

理」

醇
道
は
、
宋
学
を
継
承
す
る
だ
け
で
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
わ

(

川

口

)

れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
た
ん
に
継
承
し
た
と
い
う
よ

り
も
、
独
自
の
発
展
を
み
せ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
か
な
り
あ

る
。
そ
こ
で
を
継
起
し
て
い
る
菌
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。

は
で
武
道
流
行
す
る
は
、
命
な
り
。
人
に
賦

た
と
え
ば
、



(
印
〉

す
る
は
性
な
り
」
(
立
抗
議
統
録
』
巻
凶
)
と
い
う
一
訟
が
あ
る
。
こ
れ

は
朱
子
が
つ
夫
の
賦
す
る
所
を
命
と
為
し
、
物
の
事
る
所
、
を
性
と
為

(
幻
〉

す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
性
」

が
天
に
起
源
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
務
瑳
は
朱
子
を
継
涼
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
ぺ
性
」
が
、
万
物
に
適
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
辞
聴
は
程
伊
川
川
を
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
つ
矢
下
に
位
外

の
物
保
く
、
性
在
ら
ざ
る
無
し
。
放
に
道
は
離
る
可
か
ら
ず
」
(
立
抗

議
録
b

巻
一
〉
と
い
う
言
葉
は
、
程
伊
川
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
受
け

ハ
泣
〉

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
述
べ
る
「
程
子
宮
え
ら
く

「
性
郎
理
な
り
」
と
。
放
に
天
地
の
問
に
満
つ
る
は
、
皆
理
な
り
。

即
ち
天
地
の
問
に
満
つ
る
は
皆
性
な
り
。
此
れ
内
外
を
合
す
る
の
道

〈
幻
〉

な
り
」
(
コ
抗
議
統
録
』
巻
十
二
)
降
遣
は
こ
の
よ
う
に
朱
子
や
程
子

の
思
想
を
う
け
つ
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
彼
自
身
の

思
想
を
そ
れ
よ
り
も
一
歩
進
め
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
「
天

ハ何日〉

地
万
物
、
惟
だ
性
の
一
字
の
み
括
尽
す
」
(
司
読
書
録
』
巻
二
)
と
述

べ
て
、
「
性
」
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
程
伊
川
が
万
物
を
「
性
」

に
お
い
て
見
て
い
た
こ
と
を
さ
ら
に
尖
鋭
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
み
て
、
際
珪
に
お
い
て
は
「
性
」
の
概
念
は
程
子
よ
り

も
よ
り
強
い
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
進
展
は
、
突
は
程
朱
の
思
想
に
加
え
て
、
張
載
の
「
性
は
万
物
の

ハ
お
〉

一
源
」
〈
『
正
蒙
』
「
誠
明
」
篇
)
と
い
う
考
え
を
契
機
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
進
学
の
多
く
の
伝
統
を
す
べ
て
一
身
に

受
け
と
め
、
自
ら
の
学
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ

る。
さ
て
辞
道
は
、
上
述
の
よ
う
に
人
間
か
ら
天
地
万
物
の
涯
に
い
た

る
ま
で
、
す
べ
て
が
「
性
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
。
そ
し
て
そ
の
思
想
の
さ
ら
な
る
特
徴
は
「
太
極
は
只
だ
是
筒
、

ハ
部
〉

性
の
字
な
り
」
(
明
日
抗
議
録
』
巻
一
ニ
〉
と
、
「
太
極
」
を
も
「
性
」
で

あ
る
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
性
」
を
普
遍
化

し
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
源
的
性

格
を
一
層
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
性
」
を

「
太
極
」
と
関
連
づ
け
る
の
は
、
朱
子
も
行
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
「
性
は
猶
お
太
極
の
ご
と
き
な
り
。
心
は
猶
お
陰

ハ
幻
〉

間
仰
の
ご
と
、
ぎ
な
り
」
ハ
『
朱
子
諾
類
』
巻
五
、
性
理
二
)
や
、
「
性
は

走
れ
太
霊
碑
一
然
の
体
な
り
。
本
よ
り
名
字
を
以
さ
一
一
一
口
汐
旬
、
か
ら
ず
」

(
『
朱
子
文
集
』
巻
五
十
八
、
「
答
陳
器
之
、
問
玉
山
講
義
」
)
な
ど
が

そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
朱
子
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
用
例
は
、
実
は

〈
お
)

非
常
に
少
な
い
G

朱
子
の
場
合
、
「
太
極
」
と
併
記
さ
れ
る
の
は
、

む
し
ろ
「
理
」
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
『
朱
子
語
類
』
の
冒
頭
か

ら
「
太
極
は
ロ
ハ
だ
是
れ
天
地
万
物
の
理
な
り
」
〈
『
朱
子
語
類
『
巻
一
、

ハ
ぬ
〉

太
撞
天
地
上
)
と
述
べ
て
い
る
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
太
極
の
義
は
、

正
に
理
の
極
致
を
謂
う
の
み
」
(
『
朱
子
文
集
』
巻
三
十
七
「
答
程
可
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と
あ
る
よ
う

、

ほ
と
ん
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

こ
れ
に
対
し
て
、
酵
濯
が
「
性
」
を
「
太
極
」
と
む
す
び
つ
け
る

例
は
、
先
に
み
た
も
の
以
外
に
も
非
常
に
多
い
。
未
子
の
「
太
極
」

が
「
理
」
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
辞
瑳
の
「
太
極
」
は
ま
っ
た

く
「
性
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
性
」

を
た
ん
に
「
太
様
」
に
む
す
び
つ
け
る
の
み
で
な
く
、
さ
ら
に
田
川
瀬

渓
の
『
太
極
図
説
』
の
「
無
極
而
太
極
」
と
も
関
連
づ
け
る
。
す
な

わ
ち
『
読
審
録
』
の
巻
頭
に
お
い
て
彼
は
「
無
極
に
し
て
太
極
と
は

こ
っ
有
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
無
声
無
向
先
を
以
て
言
え
ば
之
れ
を
無

極
と
謂
い
、
極
一
生
の
理
を
以
て
言
え
ば
之
れ
を
天
極
と
謂
う
。
無
声

無
臭
に
し
て
至
理
存
す
。
故
に
無
壌
に
し
て
天
壌
と
日
う
な
り
。
性

を
以
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
兆
朕
の
窺
う
べ
き
無
く
し
て
至
理
成
な
兵

〈

沼

〉

わ
る
。
即
ち
無
極
に
し
て
太
極
な
り
」
ハ
『
読
骨
一
同
銀
』
巻
一
)
と
、
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
「
性
は
万
善
の
一
源
な

(

お

〉

り
、
即
ち
無
極
に
し
て
太
扱
な
り
」
ハ
コ
制
審
続
録
』
巻
一
)
な
ど
、

そ
の
論
は
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
際
珪
は
「
性
」
が

根
源
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
強
調
し
た
の
で
あ
る
G

と
こ
ろ
で
朱
子
は
、
周
澱
渓
の
「
無
撞
而
太
極
」
を
「
無
極
に
し

て
太
秘
と
は
、
只
だ
走
れ
無
形
に
し
て
理
有
る
を
説
う
な
り
L
Q朱

〈
剖
)

子
器
類
』
巻
九
十
問
、
周
子
之
譲
〉
と
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
無
極
に
し
て
太
極
」
を
、
形
態
を
も
っ
以
前
の
「
理
」
と
解
す
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
朱
子
の
解
釈
を
敷
祈
す
る
と
、
醇
珪
の
「
性
」

と
は
、
こ
の
朱
子
の
「
理
」
に
等
し
い
も
の
と
い
う
理
解
も
可
能
と

な
る
。
事
実
、
辞
護
は
「
太
極
と
は
性
理
の
尊
号
な
り
。
道
と
は
太

極
た
り
、
理
と
は
太
極
た
っ
、
性
と
は
太
極
た
り
、
心
と
は
太
極
た

ハ
お
)

り
、
そ
の
実
は
一
な
っ
」
(
一
「
読
書
続
録
』
巻
一
)
と
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
辞
道
に
お
い
て
は
、
ぺ
太
極
」
と
「
理
」

「
性
」
「
心
」
は
、
ほ
と
ん
ど
等
し
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
こ
れ
は
「
性
郎
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が

「
性
即
理
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

「
程
子
言
え
ら
く
、
性
郎
理
な
り
」
と
程
子
を
肯
定
的
に
引
用
し
て

い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
い
う
「
性
即
理
」

と
は
、
程
子
の
そ
れ
を
越
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
辞
珪
の
「
性
」
は
、

「
無
極
に
し
て
太
極
」
な
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
を
「
性
」
に
お

い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
壮
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
朱
子
も
稜
子
の
「
性
郎
理
」
の
立
場
を
継
承
し
て
い

た
。
し
か
し
朱
子
は
「
郎
」
を
等
号
の
意
味
に
考
え
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
朱
子
は
醇
滞
一
ほ
ど
拡
「
理
」
と
性
と
を
一
致
さ
せ
て
は
い

な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
ら
を
互
換
不
可
能
な
上
位
概
念
と
下
位
概
念

の
初
期
州
性
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
天
地

の
州
側
、
現
有
り
気
有
ヮ
。
理
な
る
者
は
形
市
上
の
道
な
り
。
物
を
生
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ず
る
の
木
な
り
。
気
な
る
も
の
は
形
而
下
の
器
な
り
。
物
を
生
ず
る

の
兵
な
り
。
是
を
以
て
人
物
の
生
ず
る
や
、
必
ず
こ
の
理
を
築
け
て

然
る
後
に
性
有
り
、
必
ず
此
の
気
を
築
け
て
後
形
有
り
、
其
の
性
其

の
形
、
一
身
を
外
れ
ず
と
臨
も
、
然
れ
ど
も
其
の
道
器
の
問
、
分
際

甚
だ
明
ら
か
に
し
て
乱
る
可
か
ら
ず
い
ハ
吋
朱
子
文
集
』
五
十
八
、

ハ
お
)

「
答
黄
道
夫
書
ー
一
〉
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
理
を
薬
け
て
然
る
後

〈幻〉

に
性
」
が
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
際
嘘
の
「
性
」
は
、
朱
子
と
比
べ
て
、
そ
の
位
置
を
よ

り
高
い
根
源
的
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
復
性
」
思
想

さ
て
以
上
見
た
通
り
、
静
遣
は
「
性
」
が
万
物
に
お
け
る
最
も
根

源
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
単
純
に
「
性
」
を

根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
様
な
性
格
し
か
も
た
ぬ
も
の
と
考

え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
性
」
は
そ
の
根
源
的
な
柱
置
か
ら
発

す
る
多
様
な
側
面
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
の
「
性
」
の
発
露
に
お
い
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
も
一
言
及
L
て
い
る
。
そ
れ
は

程
伊
川
や
朱
子
が
、
「
理
一
分
殊
」
の
概
念
で
、
天
地
問
に
存
在
す

る
理
は
一
つ
で
あ
る
が
、
同
時
に
個
々
の
事
物
が
も
っ
本
来
的
な
特

殊
性
を
説
い
た
こ
と
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
辞
喧
は
こ

の
概
念
を
さ
ら
に
敷
桁
し
て
、
一
な
る
性
が
万
警
に
散
在
す
る
と
も

述
べ
る
の
で
あ
る
G

た
と
え
ば
三
性
散
じ
て
万
諮
問
と
為
り
、
方
品
世
間

は
一
性
に
原
づ
く
。
一
本
の
万
殊
、
万
殊
の
一
本
な
り
」
(
『
読
審
統

録
』
巻
田
〉
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
か
ら
も
う
か
が

わ
れ
る
。一

万
平
利
貞
は
天
の
命
な
り
。
仁
義
礼
智
は
人
の
性
な
り
。
〔
仁

義
礼
智
の
〕
問
者
は
惟
だ
人
の
み
天
〔
の
元
亨
利
貞
〕
と
合
し

て
其
の
全
き
を
得
。
〔
し
か
し
〕
人
の
中
に
就
き
て
之
を
細
分

す
れ
ば
又
、
気
質
の
清
潟
・
通
塞
の
斉
し
か
ら
ざ
る
有
り
。
全

き
の
全
き
者
有
ヮ
、
全
き
の
半
ば
な
る
者
有
り
、
全
き
の
少
な

る
者
有
一
り
、
皆
全
き
の
能
わ
ざ
る
者
有
り
。
其
の
品
、
蓋
し
勝

げ
て
計
う
る
こ
と
能
わ
ず
。
物
に
至
り
で
は
、
則
ち
気
質
に
拘

せ
ら
れ
て
、
愈
ペ
全
く
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
木
は
仁
の

性
を
得
、
火
は
礼
の
性
を
得
、
金
は
義
の
性
を
得
、
水
は
智
の

性
を
得
る
が
如
き
は
、
皆
な
〔
た
が
い
に
〕
相
い
通
ず
る
能
わ

ざ
る
な
り
。
蜂
蟻
は
義
の
性
を
得
、
躍
鳩
は
智
の
性
を
得
、
虎

狼
は
仁
の
性
を
得
、
制
約
糊
慨
は
礼
の
性
を
得
る
も
、
亦
た
尽
く
推

す
能
わ
ざ
る
な
り
c

是
れ
別
ち
同
じ
き
者
は
性
理
の
一
源
、
異

な
る
者
は
気
質
の
万
殊
な
り
(
『
読
書
録
』
主
改

こ
の
文
の
「
一
王
子
利
貞
は
天
の
命
な
り
、
仁
義
礼
智
は
人
の
性
な

り
」
と
同
主
旨
の
文
は
朱
子
の
円
小
学
』
の
題
辞
や
『
朱
子
語
類
』

巻
六
に
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
元
亨
利
貞
は
天
道
の
常
な
り
。
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ハ
川
叩
)

仁
義
礼
智
は
人
性
の
織
な
り
」
、
あ
る
い
は
「
仁
義
礼
智
は
使
ち
是

〈ハむ

れ
元
亨
利
点
な
り
}
な
ど
で
あ
る
。
辞
還
は
朱
子
の
こ
の
よ
う
な
見

方
を
継
承
し
、
「
仁
義
礼
智
」
こ
そ
が
「
元
亨
利
貞
」
の
天
命
に
通

寅
す
る
四
つ
の
徳
で
あ
る
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
そ
の
四
者
を
得
て

こ
そ
、
全
き
性
と
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
全
き
性

は
天
に
通
賞
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
醇
遣
は
天

地
万
物
も
人
も
、
一
つ
の
性
に
お
い
て
貫
通
さ
れ
る
「
天
人
合
一
」

の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
閉
じ
き
者
は
性

理
の
一
源
い
と
い
う
結
論
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
右
の
文
に
お
い
て
は
、
際
環
は
そ
う
し
た
天
地
を
貫
く
「
性
」

も
、
具
体
的
な
存
在
に
お
い
て
発
現
す
る
場
合
に
は
、
ま
た
そ
れ
ぞ

れ
に
応
じ
た
多
様
性
を
も
つ
も
の
と
見
て
い
た
。
「
蜂
蟻
」
や
「
雄

鳩
い
や
「
虎
狼
」
や
「
制
約
鍛
」
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
い

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
存
在
は
そ
の
「
性
」

を
「
尽
く
拾
す
能
わ
ざ
る
」
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
人
間
は
、
他
の
存
混
同
様
に
、
「
性
」
を
受
け
て
い
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
受
け
て
い
る
「
性
」
を
緊
朴
な
ま
ま
に
と
ど
ま
ら
せ

ず
、
よ
り
完
全
な
も
の
に
成
就
し
う
る
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と

は
い
え
、
特
別
な
人
間
の
中
に
も
さ
ら
に
速
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

「
異
な
る
者
は
気
質
の
万
株
な
り
」
と
か
、
あ
る
い
は
の
多

少

に

よ

る

「

全

き

の

全

き

者

」

の

半

ば

な

る

者

」

の

少

な
き
者
」
「
全
き
の
能
わ
ざ
る
者
(
全
く
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
と
の
区
別
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
「
性
」
の
根
源
的
な
同
一
性
と
同
時
に
、
そ
の
間
に
は

差
異
が
存
在
し
う
る
こ
と
を
も
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
歴
史
的

な
流
れ
の
中
に
見
た
場
合
、
卒
倒
的
の
「
性
」
の
間
一
性
説
と
、
韓
愈

の
性
の
差
異
説
と
を
調
和
す
る
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。さ

て
醇
還
は
「
本
然
の
性
は
理
一
な
り
、
気
質
の
性
は
分
殊
な

(必〉

り
」
ハ
コ
抗
議
録
』
巻
七
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
本
然
の
性
は
理

一
な
り
」
は
先
の
文
の
「
性
理
の
一
源
」
に
当
。
、
「
気
質
の
性
は

分
殊
な
り
」
は
「
気
質
の
万
殊
」
に
当
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
純
粋
至

諮
問
の
「
本
然
の
性
」
を
認
め
、
ま
た
「
気
質
の
性
」
を
認
め
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
彼
は
「
理
」
と
「
気
」
の
相
互
関
係
を
-
認
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
重
点
は
や
は
り
「
理
」
に
あ
っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
c

そ
れ
は
彼
が
「
理
」
を
論
ず
る
際
、
そ
の
主
動
的

役
割
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
か
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
湿
気
先

後
を
分
か
つ
可
か
ら
ず
と
雌
ど
も
、
然
れ
ど
も
気
の
是
の
如
き
一
昨
以

ハ
A
M
〉

の
者
は
、
剤
ち
理
の
為
す
一
助
な
り
」
ハ
『
読
書
録
』
巻
四
〉
、
「
裂
は
主

た
ワ
、
ん
一
丸
は
客
た
り

Q

客
に
誌
往
来
有
り
、
皆
主
の
為
す
所
な
っ
。

〈

M
M
〉

然
し
て
主
は
別
ち
与
に
倶
に
設
か
ず
」
(
句
読
書
録
』
巻
五
〉
、
「
消
息

す
る
も
の
然
し
て
消
怠
ー
す
る
所
以
の
者
は
理
な
り
い
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(
必
〉

録
』
巻
五
〉
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
気
」
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
辞
遣
は
、
「
理
先
気
後
」
説

(
必
〉

に
傾
い
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
降
珪
は
「
性
」
を
天
与
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
醇
珪
は
「
性
は
蓋
し

(
円
引
〉

天
人
合
一
の
遂
な
り
」
(
『
銃
撃
録
』
巻
六
〉
と
述
べ
、
性
に
お
い
て

人
が
天
と
結
び
付
く
と
指
a

制
す
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
天
与
の
根
源

的
叶
性
」
に
「
復
」
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
復
性
」
こ
そ
が
、
人
間

が
天
地
と
そ
の
徳
を
合
す
る
道
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
性
即
理
な
り
。
理
は
即
ち
発
舜
よ
り
塗
人
に
至
る
ま
で
一
な

り
。
故
に
性
に
復
す
れ
ば
別
ち
以
て
尭
舜
の
道
に
入
る
べ
し
」
(
『
世
間

(
川
崎
〉

警
統
録
』
巻
八
)
と
。

で
は
、
そ
の
「
性
に
復
す
る
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
す
る

こ
と
か
。
隣
諸
一
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。

元
本
J

利
貞
、
仁
義
礼
智
の
道
、
古
今
に
流
行
し
、
宇
宙
を
充
塞

す
。
物
と
し
て
有
ら
ざ
る
無
く
、
時
と
し
て
然
ら
ざ
る
無
し
。

聖
人
は
之
を
性
と
し
て
尽
く
さ
ざ
る
無
く
、
賢
者
は
此
れ
に
復

し
て
其
の
至
ら
ん
こ
と
を
求
む
。
凡
民
は
財
ち
、
日
々
に
用
い

(
必
)

る
も
知
ら
ざ
る
な
り

Q
読
書
続
録
』
巻
一
)
。

こ
の
よ
う
に
、
「
復
性
」
と
は
醇
遺
に
と
っ
て
は
徳
自
の
実
践
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
醇
珪
は
、
自
ら
の
「
性
を
知
る
」
こ
と
が
肝

安
で
あ
る
と
述
べ
る
。
「
学
を
為
す
は
只
だ
走
れ
性
を
知
り
性
に
復

す
る
を
要
す
る
の
み
。
朱
子
の
所
語
、
其
の
性
の
有
る
所
を
知
り

(
印
)

て
、
之
れ
を
全
く
す
る
な
り
」
ハ
『
読
書
続
録
』
巻
一
一
)
と
。
朱
子
を

受
け
る
醇
遣
に
と
っ
て
一
川
慌
を
知
る
」
と
は
、
自
ら
が
有
す
る
「
性
」

を
自
覚
し
、
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
醇
遊
に
と
っ
て
「
学

を
為
す
」
こ
と
と
は
ぺ
性
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
所
与
の
徳
目
を
全
う
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
学
を
為
す
」
と
は
、
行
動
的
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
「
学
を
為
す
」
に
つ
い
て
の
工
夫
を
つ
、
ぎ
の
よ
う
に

具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

下
学
し
て
上
達
す
。
我
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
。
下
学
と
は
人

事
を
学
ぶ
な
り
。
上
達
と
は
天
理
に
達
す
る
な
り
。
人
事
と
は

父
子
君
臣
夫
婦
長
幼
の
類
の
如
き
是
れ
な
り
。
天
理
人
に
在
り

て
は
仁
義
礼
智
の
性
の
如
、
き
、
天
に
在
り
て
は
元
亨
利
貞
の
命

の
如
き
走
れ
な
り
。
蓋
し
父
子
君
臣
夫
婦
長
幼
の
人
事
に
下
学

す
る
は
、
便
ち
走
れ
仁
義
礼
智
元
亨
利
点
の
天
理
に
上
達
す
る

(
日
〉

な
り
。
:
:
:
。
ハ
『
幹
部
室
田
録
』
巻
四
〉

そ
し
て
重
要
な
の
は
こ
の
よ
う
な
人
事
上
の
徳
田
を
着
実
に
実
践

す
る
こ
と
で
あ
る
。

学
を
為
ず
は
最
も
実
を
務
る
を
要
す
。

と
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理
を
行
い
、
一
事
を
知
れ
ば
、
別
ち
一
字
を
行
え
ば
、
自
然
に

理
と
事
と
棺
安
ん
じ
て
、
虚
応
不
切
の
患
無
し
。
(
『
読
書
録
』

ハ臼〉

巻
一
ニ
)

か
く
て
醇
濫
の
「
復
性
」
と
は
、
仁
義
礼
智
の
徳
田
を
実
践
し
、

達
成
す
る
行
動
的
な
「
学
」
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

際
謹
一
は
朱
子
学
に
お
け
る
「
性
」
の
思
想
を
拡
充
し
て
、
「
理
」

や
「
太
艦
」
に
等
し
い
も
の
に
ま
で
高
め
た
。
そ
し
て
そ
の
「
性
」

に
復
す
る
こ
と
を
、
彼
に
と
っ
て
の
最
終
的
な
自
的
と
し
た
。
そ
の

突
現
の
た
め
に
彼
が
指
摘
し
た
の
は
、
徳
自
の
実
践
、
行
動
を
通
じ

て
認
識
す
る
「
学
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
て
醇
遊
の
思
想

は
基
本
的
に
は
あ
く
ま
で
も
朱
子
学
的
な
枠
組
み
に
と
ど
ま
っ
て
は

い
た
。
し
か
し
そ
の
内
実
に
お
い
て
朱
子
の
考
え
て
い
た
ま
ま
の
も

の
に
は
停
滞
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
「
性
」
思
想
の
展
開
や
「
学
」
、

あ
る
い
は
徳
自
の
実
践
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
突
践
的
な
方
向
に
進
ん
で
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

yz 
(
1
〉
「
大
抵
、
朱
陵
分
門
以
後
、
主
関
市
朱
之
伝
流
為
河
東
、
陸
之
伝
流

為
挑
江
」
。

ハ
2
〉
吋
問
問
史
い
巻
二
八
ニ
、
儒
林
一
、
辞
宣
伝
参
照
。
な
お
、
醇
瑳
の
事

総
に
つ
い
て
は
大
日
立
秀
「
哲
人
博
敬
軒
に
つ
い
て
」
(
諮
問
と
友
均
七

〈
四
)
、
一
九
五
五
)
に
詳
し
い
。

(
3
〉
「
先
生
以
復
性
為
宗
、
議
洛
為
鵠
、
所
著
読
書
録
、
大
概
太
極
図
説
、

西
銘
、
正
蒙
之
義
疏
」
c

(
4
〉
「
今
入
所
以
担
没
於
利
欲
者
、
大
都
、
天
人
性
命
之
説
不
講
、
味
於

大
本
大
原
之
所
在
O
R
e
-
-
:
今
観
読
書
録
一
書
、
以
復
性
為
本
、
以
主
教
為

一
安
。
荷
其
原
総
滞
於
太
極
」
。

(
5
)

「
有
明
一
代
人
物
、
苦
推
日
拘
束
欝
敬
軒
先
生
。
先
生
於
書
無
所
不
読
。

根
抵
周
程
張
朱
、
以
復
性
為
宗
、
以
居
敬
窮
理
為
要
」
。

〈6
〉
「
至
宋
河
南
二
程
夫
子
、
始
有
以
接
千
載
不
伝
之
統
。
於
是
発
明
性

即
理
也
、
以
克
道
之
大
原
出
於
天
」
。

(
7
〉
「
宋
道
学
諸
君
子
、
有
功
於
天
下
不
可
勝
一
言
。
如
性
之
一
字
、
自
孟

子
以
後
、
萄
楊
以
来
、
或
以
為
悪
、
或
以
為
善
。
混
議
論
、
紛
然
不
決
。

天
下
学
者
、
真
知
所
従
。
至
於
程
子
、
性
即
理
也
之
言
出
、
然
後
知
性
本

養
部
無
怒
。
張
子
気
質
之
論
明
、
然
後
知
性
有
不
諮
問
者
乃
気
質
之
性
、
非

本
善
之
性
也
一
。

(
8
〉
「
人
性
之
替
也
、
独
水
之
就
下
官
。
人
無
有
不
替
、
水
無
有
不
下
旬

〈
9
〉
「
性
之
品
、
有
上
中
下
一
一
一
。
上
江
戸
岬
忠
告
、
蕃
鷲
市
己
笑
。
中
一
常
者
、
可

議
而
上
下
也
。
下
駕
者
、
悪
藷
荷
己
央
」
(
『
韓
関
間
接
集
』
「
原
性
」
〉
。

ハ
叩
〉
高
橋
進
(
吋
無
為
自
黙
か
ら
作
為
積
極
へ
』
文
理
審
院
、
一
九
六
五
)

第
二
第
、
第
一
一
一
章
、
一
二
一
例
悦
性
議
」
に
お
け
る
李
錫
の
思
想
」
に
全
文

勾
現
代
器
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
功
刀
正
(
四
半
期
の
研
究
!
資

料
鈎
i
ム
出
帝
社
、
一
九
人
七
)
に
は
怠
似
性
議
』
全
文
と
そ
の
訓
読
が

さ
れ
て
い
る
。

「
人
之
所
以
為
謹
入
者
、
性
也
。
人
之
所
以
惑
其
性
者
情
也
。
喜
怒
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京
催
愛
惑
欲
七
者
、
皆
情
之
所
為
官
。
情
既
昏
、
性
斯
麗
呉
、

(
刊
以
〉
「
問
問
、
凡
人
之
性
、
独
随
一
一
人
之
性
鍬
。
日
、
保
約
之
性
、
猶
発
舜

之
性
也
。
其
所
以
不
都
其
性
者
、
噌
欲
好
悪
之
所
昏
也
。
非
性
之
弊
也
。

問
、
為
不
替
者
、
非
性
邪
。
回
、
非
也
。
乃
情
所
為
也
。
矯
有
普
有
不

誠
問
。
両
性
無
不
善
鷲
」
。

(
誌
)
「
後
其
性
者
賢
人
」
。

(
M
〉
「
製
人
知
人
之
性
皆
諮
問
、
可
以
循
之
不
恵
、
市
宝
於
謹
也
、

ハ
日
)
「
或
問
問
、
人
之
昏
也
久
突
。
将
復
其
性
者
、
必
有
漸
也
。
敢
間
其

方
。
問
、
弗
慮
弗
忠
、
情
息
不
生
。
情
既
不
生
、
乃
為
正
忠
」
。

(
日
〉
「
其
心
絞
然
、
光
照
天
地
元

(
日
〉
「
寂
然
不
動
、
感
而
遂
通
天
下
之
故
」
口

ハ
日
)
「
李
一
期
復
性
別
走
。
一
広
滅
情
以
復
性
別
非
。
情
如
何
可
減
。
此
乃
釈

氏
之
説
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
五
十
九
、
一
市
子
九
、
告
子
上
〉
。

(
川
河
)
た
と
え
ば
『
明
儒
学
案
』
「
河
東
学
案
」
の
冒
頭
部
分
で
寅
宗
裁
は

「
河
東
之
学
、
情
一
間
無
事
、
倍
守
宋
人
矩
壊
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
加
)
「
天
道
流
行
命
也
、
物
所
受
為
性
、

(
幻
〉
「
天
所
賦
以
命
、
物
所
事
為
性
」
(
司
朱
子
語
類
』
巻
五
、
性
理
一
ニ
)
。

ハ
幻
〉
「
天
下
無
性
外
之
物
市
無
不
在
。
故
道
不
可
離
」
ハ
『
読
書
録
』
巻
一
〉

こ
れ
は
、
「
天
下
吏
無
性
外
之
物
」
〈
』
二
程
全
書
』
巻
十
九
〉
を
う
け
た

も
の
で
あ
る
。

(
お
)
「
程
子
言
、
性
郎
理
也
。
故
満
天
地
問
皆
理
、
期
満
天
地
開
皆
性
会
。

比
合
内
外
之
道
也
」
。

(
お
)
「
天
地
万
物
、
世
性
之
一
円
子
括
尽
」
。

(
お
)
「
性
者
万
物
之
一
一
線
」
。

ハ
お
〉
「
太
極
只
是
簡
性
宇
」
。

(
幻
〉
「
性
猶
太
極
也
。
心
猶
陰
陽
也
」
。

ハ
お
〉
「
性
是
太
極
海
然
之
体
。
本
不
可
以
名
字
ヰ
一
一
向
」
。

ハ
m〉
山
井
、
説
「
朱
子
の
哲
学
に
お
け
る
「
太
極
と

Q
明
清
思
想
史
の
研

究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

O
、
八
四
頁
)
に
「
「
性
は
太
極
だ
」

と
い
う
説
明
も
、
:
:
:
そ
の
例
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
例

外
的
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
少
な
い
」
。

ハ
加
〉
「
太
極
口
ハ
是
天
地
万
物
之
理
」
。

(
む
)
「
太
援
之
義
、
正
調
理
之
極
致
耳
」
。

(
詑
〉
「
無
極
而
太
極
、
非
有
二
也
。
以
無
声
無
呉
市
一
言
問
謂
之
無
極
、
以
極

歪
之
理
部
…
寸
一
口
謂
之
太
極
D

無
声
無
臭
一
間
至
理
存
鷲
。
故
田
無
極
而
太
極
。

以
性
観
之
、
無
兆
朕
之
可
閥
抗
而
至
理
威
具
。
即
無
極
荷
太
極
也
」
。

(
お
)
「
性
者
万
普
之
一
糠
、
即
無
極
市
太
極
也
、

(
弘
〉
「
無
極
荷
太
極
、
只
走
説
無
形
而
有
理
」
。

(
お
)
「
太
揮
者
性
理
尊
号
。
道
為
太
極
、
理
為
太
極
、
性
為
太
極
、
心
為

太
極
、
其
英
一
也
、

(
お
〉
「
天
地
之
問
、
有
理
有
気
、
理
也
者
形
市
上
之
道
也
。
生
物
之
本
也
。

気
也
者
、
形
市
下
之
器
也
。
生
物
之
具
也
。
是
以
人
物
之
生
、
必
粟
比
理

然
後
有
性
。
必
菓
此
気
然
後
有
形
。
其
性
其
形
、
雄
不
外
乎
一
身
、
然
其

道
器
之
関
、
分
際
甚
明
不
可
乱
也
、

ハ
釘
〉
大
漬
措
〈
古
双
子
の
哲
学
一
二
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
〉
四
章

「
性
」
で
は
、
朱
子
が
『
論
語
或
間
」
一
巻
十
七
に
お
い
て
、
程
伊
川
「
礼

期
是
理
也
」
の
解
釈
に
関
連
し
て
「
如
日
礼
者
理
也
、
亦
言
礼
之
属
乎
天

理
以
対
己
之
属
乎
人
欲
。
非
以
礼
部
理
一
同
真
可
以
此
易
彼
也
」
と
述
べ
て
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い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
朱
子
が
「
性
郎
理
」
は
理
の
部
分
的
問
一
位
の
相
即

で
あ
っ
て
、
性
を
理
に
、
理
を
性
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
て
い
た
と
述
べ
る
c

(
お
)
「
一
性
散
為
一
万
替
、
万
善
原
於
一
一
性
c

一
本
万
殊
、
万
殊
一
本
也
、

ハ
ω)
「
一
河
苧
利
点
天
之
命
也

D

仁
義
礼
智
人
之
性
也
。
泊
者
惟
人
与
天
合

市
得
其
全
。
就
人
中
細
分
之
、
又
有
究
質
清
濁
通
塞
之
不
斉
。
有
全
之
金

者
、
有
全
之
半
者
、
有
全
之
少
者
、
有
皆
不
能
全
者
。
其
品
蓋
不
能
勝
計

也
。
歪
於
物
、
則
的
於
気
質
、
愈
不
能
全
失
。
如
木
得
仁
之
性
、
火
得
礼

之
性
金
得
議
之
性
、
水
得
智
之
性
、
山
首
不
能
相
通
也
。
蜂
蟻
得
議
之
性
、

雌
鳩
得
智
之
性
虎
狼
得
仁
之
性
、
似
別
撤
得
礼
之
性
、
亦
不
能
尽
推
也
。
走

則
向
者
性
理
之
一
源
、
異
者
気
質
之
万
殊
」
。

〈
却
〉
「
一
γ
州立
J

利
貞
夫
道
之
常
道
、
仁
義
礼
智
人
性
之
綱
」
(
朱
子
『
小
学
』

題
辞
〉
。

(
必
)
「
仁
義
礼
智
使
走
元
乎
利
点
」

(2A
子
語
類
』
巻
六
、
仁
義
礼
智
等

名
議
〉
。

(
位
〉
「
本
然
之
性
理
一
也
、
気
質
之
性
分
殊
也
、

〈
必
)
「
理
気
雌
不
可
分
先
後
、
然
気
之
所
以
如
走
者
、
則
理
之
所
為
也
」
。

(
仏
〉
「
理
為
主
、
気
為
等
、
客
有
住
来
、
皆
主
之
一
助
為
市
主
別
不
与
供
往
」
0

(
M
W
)

「
消
息
者
気
而
一
所
以
消
患
者
理
」
。

〈
必
)
佐
野
公
治
「
現
代
思
想
前
半
期
の
思
想
動
向
」
(
『
日
本
中
国
学
会

報
』
二
六
、
一
九
七
四
〉
は
酔
珪
が
朱
子
の
矛
属
を
克
服
し
「
理
気
相

即
」
税
を
提
示
し
た
と
み
て
い
る
。
一
方
、
倹
外
盤
主
編
の
宗
一
公
開
理
学

史
b

ハ
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
〉
下
巻
、
第
一
一
縮
、
第
五
議
「
欝
積
、

呉
与
問
的
思
組
」
で
は
、
降
還
が
「
理
先
気
後
」
説
に
た
っ
て
い
た
と
指

擁
す
る
。

〈
訂
)
「
性
蓋
天
人
合
一
之
道
也
1

一。

ハ
必
)
つ
性
郎
理
也
、
理
郎
輩
記
舜
至
於
塗
人
一
也
。
故
復
性
則
可
以
入
桑
舜

之
道
」
。

ハ
川
叩
)
「
一
元
亨
利
貞
、
仁
義
礼
智
之
道
、
流
行
古
今
、
充
足
宇
宙
。
無
物
不

有
、
無
時
不
然
。
聖
人
性
之
部
無
不
尽
、
賢
者
復
之
市
求
其
至
。
凡
長
期

日
用
荷
不
知
也
、

ハ
印
〉
「
為
学
只
是
要
知
性
復
性
市
巴
。
朱
子
所
謁
知
其
性
之
所
有
預
金
之

也」。

ハ
日
〉
「
下
学
部
上
達
、
知
我
者
其
天
乎
。
下
学
学
人
事
、
上
達
達
天
理
也
。

人
事
如
父
子
君
医
夫
婦
長
幼
之
類
是
也
。
天
理
在
人
如
仁
義
礼
智
之
性
、

在
天
如
元
苧
利
貞
之
命
是
也
。
慧
下
学
父
子
君
毘
夫
婦
長
幼
之
人
事
、
使

是
上
達
仁
義
礼
智
一
克
苧
利
貞
之
天
理
也
。

:ea--
」。

(
位
〉
「
為
学
最
喪
務
実
。
知
一
理
別
行
一
理
、
知
一
事
、
別
行
一
事
、
自

然
理
与
事
相
安
、
無
虚
応
不
切
之
患
」
。
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(
筑
波
大
学
大
学
院
〉


