
藤
原
慢
窩
の
朱
子
学
受
容

理
気
論
を
中
心
と
し
て

嚴
　
　
　
錫

一
一f

は
じ
め
に

　
藤
原
慢
窩
（
一
奏
一
～
二
一
一
九
。
名
は
粛
、
字
は
敏
夫
、
慢
窩
は
そ
の
号
で

あ
る
一
の
全
文
集
を
み
て
も
、
恨
窩
が
理
・
気
に
言
及
し
て
い
る
例
は
あ

ま
り
な
く
、
特
に
気
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
、
慢
窩
の
朱

子
学
の
理
解
が
ま
だ
草
創
期
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
思
想
の
中
に
理
気
説

が
い
ま
だ
透
徹
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
面
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
主

な
理
由
は
、
彼
の
学
問
に
お
い
て
は
理
気
説
の
よ
う
な
哲
学
的
・
形
而
上

的
な
論
理
の
構
築
よ
り
も
む
し
ろ
実
践
的
な
面
に
主
眼
点
が
あ
っ
た
た
め

　
　
　
一
］
一

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
朱
子
学
と
い
う
体
系
は
理
気
説
を
無
く
し

て
は
成
立
し
難
く
、
慢
窩
の
学
問
の
主
な
拠
り
所
が
朱
子
学
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
慢
窩
に
あ
っ
て
も
理
気
説
は
ど
ん
な
形
態
で
も
受
容
さ
れ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
否
、
慢
窩
が
理
気
論
を
無
視
し
て
実
践
的
な
面
に
力
を

注
ぎ
、
理
気
説
の
中
で
も
気
よ
り
理
の
み
を
取
り
上
げ
た
と
す
れ
ば
、
む

し
ろ
そ
の
面
に
慢
窩
理
気
説
の
特
徴
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
慢
窩
の
理

気
説
を
、
①
表
面
的
に
は
朱
子
の
理
気
説
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
②
し

か
し
そ
の
展
開
の
内
面
で
朱
子
の
理
気
説
と
は
方
向
を
異
に
し
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
③
慢
窩
理
気
説
の
特
徴
を
検
討
す
る
。

朱
子
理
気
論
の
受
容

　
ま
ず
、
慢
窩
の
理
に
対
す
る
見
解
で
あ
る
。
慢
窩
の
理
が
朱
子
説
に
基

づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

　
第
一
に
、
慢
窩
に
お
け
る
理
は
朱
子
と
同
じ
よ
う
に
超
越
的
・
抽
象
的

性
格
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
天
道
と
い
ふ
も
の
は
理
な
り
。
此
の
理
が
天
に
在
り
て
、
未
だ
物
に

　
　
賦
せ
ざ
る
を
天
道
と
い
ひ
、
こ
の
理
が
人
心
に
具
は
り
て
、
未
だ
事

　
　
に
応
せ
ざ
る
を
性
と
い
ふ
。
性
は
亦
理
な
り
。
お
も
ふ
に
仁
義
礼
智

　
　
の
性
と
、
そ
の
元
亨
利
貞
の
天
道
は
、
名
を
異
に
し
て
そ
の
実
は
一
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巧
一

　
　
な
り

す
な
わ
ち
慢
窩
の
理
と
は
天
道
と
性
と
の
同
一
物
で
あ
り
、
そ
の
存
在
形

式
と
し
て
、
天
に
お
い
て
は
未
だ
物
質
と
、
人
心
に
お
い
て
は
具
体
的
状

況
と
接
し
な
い
と
い
う
、
形
而
上
的
な
性
格
を
示
す
。

　
第
二
に
、
主
理
説
へ
の
賛
成
で
あ
る
。
促
窩
が
主
理
説
に
共
鳴
し
た
の

は
、
李
退
渓
の
「
天
命
図
説
」
の
影
響
に
よ
る
。
そ
の
例
を
挙
げ
る
と
、

　
　
前
日
の
整
奄
の
記
中
に
、
余
が
議
す
る
所
の
数
条
、
天
命
図
説
に
暗

　
　
合
す
る
も
の
在
る
あ
り
、
如
何
写
、

　
　
促
斎
日
く
、
四
端
は
理
に
出
で
七
情
は
気
に
出
づ
。
こ
の
説
是
な
り
。

　
　
こ
れ
を
困
知
記
の
い
ふ
所
に
比
す
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
彼
よ
り
善
し
と

　
　
　
　
　
町
一

　
　
な
す
と

つ
ま
ヶ
慢
窩
は
、
朱
子
死
後
の
主
気
論
の
代
表
格
た
る
羅
整
奄
よ
り
、
李

退
渓
の
理
中
心
の
説
を
善
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
部
吉
雄
氏
に
よ

れ
ば
、
朱
子
は
、
世
界
が
理
と
気
と
の
二
元
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
理
気
二
元
論
者
で
あ
る
が
、
理
を
気
よ
り
い
っ
そ
う
根
源
的
で
、

優
位
に
考
え
る
主
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
朱
子
の
死

後
、
理
を
究
極
の
実
体
と
見
る
主
理
的
理
気
説
に
反
対
し
て
、
実
在
す
る

も
の
は
気
だ
け
で
、
理
は
た
だ
気
の
活
動
す
る
法
則
と
見
る
気
二
兀
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

主
張
し
た
最
初
の
人
物
が
、
羅
整
奄
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
李
退
渓
は
、
韓

国
儒
学
史
に
お
い
て
、
上
の
例
に
も
見
え
る
「
四
端
出
理
、
七
情
出
気
」

と
い
う
問
題
か
ら
主
理
・
主
気
説
の
論
争
を
呼
び
起
こ
し
、
主
理
説
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

場
を
と
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
無
論
、
退
渓
の
い
わ
は
「
四

七
論
」
の
重
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
慢
窩
が
ど
う
よ
う
な
意
味

で
整
奄
の
「
困
知
記
」
よ
り
退
渓
の
「
天
命
図
説
」
を
善
し
と
し
た
か
に

つ
い
て
は
議
論
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、
慢
窩
が
気
よ

り
理
を
よ
り
根
源
的
に
考
え
る
主
理
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ

う
。　

第
三
に
、
、
「
理
は
一
に
し
て
分
は
殊
な
り
」
と
い
う
理
一
分
殊
説
を
も

説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
理
一
分
殊
説
は
張
横
渠
の
「
西
銘
」
の
解
釈
を

め
ぐ
っ
て
、
程
伊
川
が
楊
亀
山
の
質
問
に
答
え
る
書
簡
か
ら
そ
の
源
を
発

す
る
言
葉
で
、
後
に
朱
子
が
こ
れ
に
再
解
釈
を
加
え
て
倫
理
及
び
宇
宙
論

の
基
本
命
題
の
一
つ
と
確
立
し
た
論
理
で
あ
る
。
慢
窩
も
こ
の
説
を
受
け

入
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
寿
老
人
の
画
像
に
題
す
」
と
い
う
文
章
で
、

「
上
に
形
す
る
も
の
は
、
日
月
星
辰
。
中
に
し
て
人
と
禽
と
獣
轟
と
な
り
。

下
に
し
て
山
時
ち
川
流
れ
、
草
茂
り
樹
立
つ
。
理
一
に
し
て
分
殊
、
分
殊

　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

に
し
て
理
一
な
り
。
」
と
い
い
、
さ
ら
に
弟
子
た
る
堀
杏
庵
に
教
え
て
、

　
　
慢
窩
云
ふ
、
学
問
の
道
、
義
理
を
分
別
し
、
理
一
分
殊
を
以
て
本
と

　
　
な
す
。
万
物
一
理
に
し
て
、
物
我
間
な
く
ん
ば
、
則
ち
必
ず
理
一
に

　
　
入
り
て
、
釈
氏
の
平
等
利
益
、
墨
子
の
兼
愛
に
流
る
の
み
。
専
ら
分

　
　
殊
を
以
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
則
ち
必
ず
楊
子
の
為
我
に
流
る
。
両
は

　
　
未
だ
そ
の
善
を
得
ず
。
故
に
聖
賢
の
書
を
読
み
、
聖
賢
の
心
を
暁
る

　
　
に
は
、
則
ち
専
ら
理
一
分
殊
を
以
て
宗
と
な
す
べ
し
。
則
ち
弊
無

　
　
し
？

と
述
べ
、
学
問
の
根
本
は
専
ら
理
一
分
殊
を
体
得
す
る
こ
と
の
み
と
し
て

い
る
。

　
次
に
気
に
対
す
る
見
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
慢
窩
に
お
い
て
は
気
の

論
議
が
非
常
に
稀
で
、
特
に
理
と
気
を
併
せ
て
説
明
し
た
所
は
一
箇
所
も

　
＾
g
一

な
い
。
ま
た
、
朱
千
も
し
く
は
他
の
学
者
の
如
く
、
気
の
本
来
の
性
格
で
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あ
る
と
も
言
え
る
形
而
下
者
或
い
は
万
物
を
構
成
す
る
物
質
的
要
素
と
し

て
、
気
を
直
援
言
及
す
る
例
も
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
間
接
的
に
う

か
が
う
こ
と
の
で
き
る
慢
窩
の
気
の
理
解
は
、
朱
子
の
「
気
質
の
性
」
に

似
て
い
る
。
朱
子
の
「
気
質
の
性
」
は
「
本
然
の
性
」
と
共
に
、
朱
子
の

人
間
観
を
形
成
す
る
基
本
概
念
と
し
て
、
人
間
の
差
別
は
気
が
も
っ
て
い

る
精
粗
清
濁
の
性
質
に
よ
っ
て
出
て
く
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
朱
子
は
、

　
　
天
の
、
こ
の
人
を
生
ず
る
に
、
こ
れ
に
与
へ
る
に
仁
義
礼
智
の
理
を

　
　
以
て
せ
ざ
る
な
し
。
亦
何
ぞ
嘗
て
不
善
有
ら
ん
や
。
た
だ
こ
の
物
を

　
　
生
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
須
ら
く
気
あ
る
べ
し
。
然
る
後
此
の
物

　
　
以
て
聚
ま
り
て
質
を
成
す
こ
と
有
り
。
そ
し
て
気
の
物
為
る
、
清
濁

　
　
昏
明
の
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
。
そ
の
清
明
の
気
を
稟
け
て
物
慾
の
累

　
　
な
け
れ
ば
、
則
ち
聖
と
為
る
。
其
の
清
明
を
稟
け
れ
ど
も
、
未
だ
純

　
　
全
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
微
か
に
物
慾
の
累
有
る
を
免
れ
ず
。
而
し
て

　
　
能
く
克
ち
て
以
て
こ
れ
を
去
れ
ば
、
則
ち
賢
と
為
る
。
其
の
昏
濁
の

　
　
気
を
稟
け
、
又
物
慾
の
蔽
ふ
所
と
な
り
て
去
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、

　
　
則
ち
愚
と
為
り
不
肖
と
為
る
。
こ
れ
皆
気
稟
物
慾
の
為
す
所
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
“
　
　
　
　
而
一

　
　
性
の
善
は
未
だ
嘗
て
同
じ
か
ら
さ
る
あ
ら
さ
る
な
り

と
、
天
が
人
間
に
付
与
し
た
理
に
よ
る
本
然
の
性
は
不
善
も
な
く
誰
で
も

同
一
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
気
質
の
性
の
た
め
、
聖
・
愚
・
賢
・
不
肖
な

ど
の
人
間
の
違
い
が
現
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
朱
子
の
「
気
質
の
性
」

論
を
慢
窩
も
受
け
継
い
で
い
る
。

　
　
舜
は
常
に
当
り
て
天
已
に
定
ま
り
、
且
つ
気
の
最
も
通
正
を
得
て
、

　
　
以
て
時
日
吉
星
の
運
に
乗
ず
、
故
に
聖
に
し
て
富
む
な
り
。
夫
の
邪

　
　
曲
な
る
者
の
如
き
も
、
亦
幸
に
時
日
吉
星
の
運
に
乗
じ
て
、
変
に
当

　
　
り
て
天
未
だ
定
ま
ら
ず
、
且
つ
気
の
偏
塞
を
得
て
、
故
に
邪
曲
に
し

　
　
　
　
　
　
甲
一

　
　
て
富
む
な
り

す
な
わ
ち
、
各
々
の
人
問
は
そ
の
得
た
所
の
気
、
つ
ま
り
気
の
通
正
を
得

る
と
聖
人
に
な
り
、
気
の
偏
塞
を
得
る
と
邪
曲
た
る
人
に
な
る
と
言
う
の

で
あ
る
。

　
以
上
に
即
し
て
み
る
と
、
慢
窩
の
理
気
説
は
ま
ず
朱
子
の
理
気
説
を
受

容
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
慢
窩
の
理
は
超
越
的
先
験
的
な
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
理
優
先
的
な
傾
向
を
理
一
分
殊
説
を
も
採
用
し
て
お
り
、

気
に
つ
い
て
も
気
質
の
性
論
に
お
い
て
朱
子
の
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
一
つ
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
慢
窩
の
理
気
説
に
は

朱
子
理
気
説
の
基
礎
と
も
言
え
る
世
界
の
根
源
を
探
求
す
る
宇
宙
論
的
論

議
に
つ
い
て
の
関
心
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
で
み
た
よ
う
に

慢
窩
は
気
に
つ
い
て
た
だ
人
性
論
の
み
に
お
い
て
展
開
し
て
お
り
、
理
に

つ
い
て
万
物
の
根
源
者
的
性
格
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
見
あ
た
ら
な

い
。
促
窩
が
気
よ
り
理
を
根
源
的
に
考
え
る
主
理
論
者
と
し
て
、
羅
整
奄

よ
り
李
退
渓
の
説
を
正
し
い
と
言
っ
て
も
、
こ
の
と
き
の
理
と
は
「
四
端

七
情
」
と
い
う
人
問
の
心
性
論
に
局
限
さ
れ
て
お
り
、
宇
宙
論
的
・
形
而

上
学
的
意
味
と
し
て
の
理
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
「
天
道
説
」
で
理
を
超

越
的
・
先
験
的
に
把
握
し
た
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
そ
の
後
半
部
に
お
い

て
は
、
「
凡
そ
人
、
理
に
順
は
ば
、
則
ち
天
道
は
そ
の
中
に
在
り
て
、
天

人
一
の
ご
と
き
も
の
な
り
。
欲
に
拘
は
ば
、
則
ち
人
欲
そ
の
徳
に
勝
ち
て
、

天
は
こ
れ
天
、
人
は
こ
れ
人
な
り
。
こ
の
故
に
君
子
は
力
を
用
い
て
、
以
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て
天
命
の
実
理
に
復
る
を
知
り
、
小
人
は
欲
を
騨
に
し
て
、
禽
獣
に
近
づ

　
　
　
　
一
㎜
一

く
を
知
ら
ず
L
と
い
う
よ
う
に
、
人
問
の
欲
心
を
な
く
し
て
理
に
従
う
と
、

そ
こ
で
天
と
人
間
が
同
一
に
な
る
ど
い
う
、
実
践
修
養
の
面
を
強
調
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
慢
窩
の
理
気
説
は
朱
子
説
を
受
容
し
つ
つ
も
、
そ
の
展
開

の
内
面
に
お
い
て
は
宇
宙
論
を
省
略
し
て
た
だ
ち
に
人
性
論
に
進
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
朱
子
説
と
は
方
向
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
こ
こ
で
焦
点
を
理
に
限
っ
て
、
慢
窩
と
朱
子
の
差
異
を
よ
り
具
体

的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
　
朱
子
的
理
と
慢
窩
的
理
の
相
違

　
理
に
つ
い
て
の
慢
窩
と
朱
子
と
の
理
解
の
分
岐
点
は
、
慢
窩
の
理
気
説

が
万
物
の
根
源
に
対
す
る
宇
宙
論
的
な
見
解
を
欠
い
て
た
だ
ち
に
人
性
論

に
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
人
間
の
心
以
外
の
事
物

に
存
在
す
る
理
を
認
め
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
慢
窩
の
「
大
学

要
略
」
と
朱
子
の
『
大
学
集
注
』
及
び
『
朱
子
語
類
』
の
大
学
篇
を
中
心

に
し
て
、
理
と
し
て
の
「
至
善
」
と
そ
の
理
解
の
方
法
と
し
て
の
「
格
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
一

致
知
」
の
概
念
に
着
目
し
て
論
議
を
進
め
た
い
。

　
ま
ず
、
「
至
善
」
に
対
す
る
促
窩
と
朱
子
の
理
解
を
比
較
す
る
。
慢
窩

は
「
大
学
要
略
」
で
「
至
善
」
を
、

　
　
在
止
至
善
ト
ハ
、
明
徳
親
民
ノ
根
源
ノ
出
ジ
ル
処
ノ
理
を
至
善
ト
云

　
　
ナ
リ
。
至
善
ト
ハ
、
コ
レ
ヨ
リ
ホ
カ
ノ
善
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
故
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吊
一

　
　
イ
タ
レ
ル
善
ト
云
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
一

　
　
内
外
合
一
ト
ハ
、
明
明
徳
親
民
ハ
外
ナ
リ
、
止
於
至
善
ハ
内
ナ
リ

　
　
至
善
ノ
体
ア
レ
バ
必
明
徳
親
民
ノ
用
ア
ル
也
而
、

と
述
べ
、
「
至
善
」
と
は
「
明
徳
」
と
「
親
民
」
が
発
す
る
根
源
と
し
て

の
理
で
あ
り
、
「
明
徳
」
・
・
「
親
民
」
が
「
外
」
で
あ
り
「
用
」
で
あ
る

の
に
比
べ
て
、
「
内
」
で
あ
り
「
体
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
明

徳
」
に
つ
い
て
は
、
「
明
徳
ハ
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
ノ
五

　
　
　
　
　
一
〃
一

倫
の
五
典
ナ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
、
外
に
現
れ
て
い
る
顕
道
と
し
て
の
人

倫
で
あ
り
、
「
親
民
」
は
士
農
工
商
の
四
民
を
親
愛
養
育
す
る
こ
と
岱
、
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
二
綱
領
は
究
極
処
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
慢
窩
は
「
明
徳
」
・
「
親
民
」
・
「
至
善
」
の
い
わ
ば
『
大
学
』
の

三
綱
領
の
中
で
、
特
に
「
至
善
」
を
強
調
し
て
「
明
徳
」
と
「
親
民
」
よ

り
上
位
の
概
念
と
把
握
し
、
さ
ら
に
「
至
善
」
を
朱
子
学
の
理
と
同
一
の

も
の
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
朱
子
は
、
「
至
善
」
よ
り
「
明
徳
」
に
そ
の
比
重
を
置
い
て

い
る
。
す
な
わ
ち
朱
子
は
『
大
学
集
注
』
に
お
い
て
、
「
明
徳
」
と
は
人

が
天
か
ら
得
た
も
の
で
、
虚
霊
不
味
な
る
属
性
を
持
ち
つ
つ
、
衆
理
を
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

え
て
万
事
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
『
朱
子
語
類
』
の
大
学
条
に
お

い
て
は
、

　
　
天
の
人
物
に
賦
す
る
も
の
、
こ
れ
を
命
と
い
ふ
。
人
と
物
と
こ
れ
を

　
　
受
く
る
も
の
、
こ
れ
を
性
と
い
ふ
。
一
身
に
主
た
る
も
の
、
こ
れ
を

　
　
心
と
い
ふ
。
天
よ
り
得
る
有
り
て
光
明
正
大
な
る
も
の
、
こ
れ
を
明

　
　
　
　
　
呪
一

　
　
徳
と
い
ふ

　
　
あ
る
ひ
と
問
ふ
、
明
徳
は
こ
れ
仁
義
礼
智
の
性
な
ら
ん
や
、
い
ふ
に

　
　
　
　
サ
一

　
　
是
な
り
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と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
「
明
徳
」
こ
そ
人
や
事
物
が
天
の
命

令
に
よ
っ
て
内
在
的
に
賦
与
さ
れ
た
仁
義
礼
智
の
性
と
し
て
の
理
で
あ
る

の
が
分
か
る
。
そ
し
て
「
明
徳
」
に
つ
い
て
、

　
　
人
は
本
来
皆
こ
の
明
徳
を
具
す
。
徳
の
内
に
便
ち
此
の
仁
義
礼
智
の

　
　
四
者
あ
り
。
只
だ
外
物
に
泪
没
せ
ら
れ
つ
い
に
明
ら
か
な
ら
ず
。
便

　
　
ち
都
て
壊
れ
た
り
。
大
学
の
道
の
所
以
は
、
必
ず
先
ず
こ
の
明
徳
を

　
　
　
　
、
　
　
協
一

　
　
明
ら
カ
に
す

と
述
べ
、
外
物
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
、
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
持
っ
て
い

た
仁
義
礼
智
と
し
て
の
性
一
H
理
一
を
回
復
す
る
最
優
先
の
方
法
が
、
「
明

徳
」
に
あ
る
こ
と
を
ぱ
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
至
善
」
に
つ
い
て

は
、　

　
至
善
は
則
ち
事
理
当
然
の
極
な
り
。
言
ふ
に
、
明
徳
を
明
ら
か
に
し

　
　
民
を
新
に
す
る
は
皆
当
に
至
善
の
地
に
至
り
て
遷
ら
ざ
る
べ
し
、
と

　
　
な
り
。
蓋
し
必
ず
そ
れ
以
て
夫
の
天
理
の
極
を
尽
く
す
こ
と
有
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鴉
一

　
　
一
毫
も
人
欲
の
私
な
き
な
り
。

　
　
明
徳
親
民
は
、
皆
当
に
至
善
に
至
る
べ
し
。
至
る
に
及
ば
ざ
れ
ば
、

　
　
則
ち
是
れ
未
だ
当
に
至
る
べ
き
に
し
て
至
ら
ず
。
当
に
至
る
べ
き
に

　
　
し
て
至
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
是
れ
そ
の
至
る
所
に
し
て
過
ぎ
る
。
能
く

　
　
止
り
て
久
ま
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
是
れ
其
の
至
る
所
を
失
ふ
田
、

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
朱
子

に
お
け
る
「
至
善
」
と
は
、
事
理
当
然
の
極
ま
り
で
あ
り
、
明
徳
と
親
民

の
二
徳
目
が
過
不
及
の
な
い
よ
う
に
発
揮
さ
れ
た
、
つ
ま
り
「
最
も
善
い

状
態
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
最
も
善
い
状
態
（
H
至
善
）
に
至
っ
て
移

ら
な
い
と
き
、
人
欲
の
私
心
が
な
く
な
っ
て
天
理
が
実
現
さ
れ
る
、
と
。

す
な
わ
ち
、
朱
子
は
「
至
善
」
を
慢
窩
の
よ
う
に
「
明
徳
」
と
「
親
民
」

が
発
す
る
と
こ
ろ
の
究
極
処
と
は
考
え
ず
、
ま
た
理
と
し
て
も
認
め
て
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
「
明
徳
」
と
「
至
善
」
の
関
係
を
説
い
た

次
の
文
章
か
ら
も
証
拠
さ
れ
る
。

　
　
問
ふ
、
至
善
は
明
徳
の
外
に
別
に
所
謂
善
あ
る
に
あ
ら
ず
、
た
だ
明

　
　
徳
の
中
に
就
き
て
極
処
に
到
る
は
便
ち
是
や
否
や
と
。
日
く
、
是
な

　
　
り
。
明
徳
の
中
に
至
善
あ
り
、
親
民
の
中
に
至
善
あ
り
、
皆
あ
の
極

　
　
処
に
到
る
を
も
と
む
。
至
善
は
皆
に
随
ひ
て
あ
り
、
修
身
の
中
に
至

　
　
善
あ
り
、
必
ず
あ
の
尽
処
に
到
る
を
も
と
む
。
斉
家
の
中
に
至
善
あ

　
　
り
、
亦
尽
処
に
到
る
を
も
と
む
。
至
善
は
只
だ
こ
れ
其
の
極
言
を
以

　
　
　
　
　
　
一
”
一

　
　
て
す
、
と
。

す
な
わ
ち
、
「
明
徳
」
の
ほ
か
に
別
に
「
至
善
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
明

徳
」
・
「
親
民
」
あ
る
い
は
修
身
や
斉
家
な
ど
の
全
て
の
行
為
に
「
至
善
」

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
朱
子
に
お
い
て
は
、
特
別
に
「
至
善
」
が
「
明

徳
」
よ
り
上
位
の
概
念
を
表
わ
す
の
で
は
な
い
。

　
以
上
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
朱
子
は
「
至
善
」
を
理
と
は
表
現
せ
ず
、
む

し
ろ
理
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
「
明
徳
」
で
あ
り
、
「
明
徳
」
こ
そ
三
綱

領
の
中
の
中
心
概
念
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
慢
窩
は
、

「
至
善
」
を
最
も
根
源
的
な
も
の
と
想
定
し
、
さ
ら
に
朱
子
学
の
「
理
」

の
地
位
ま
で
引
き
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
「
理
」
に
つ
い
て
慢

窩
が
朱
子
と
方
向
を
異
に
す
る
端
緒
は
、
朱
子
の
「
最
も
善
い
状
態
」
で

あ
る
「
至
善
」
を
、
慢
窩
が
理
と
捉
え
る
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

慢
窩
は
ま
た
「
至
善
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
至
善
ハ
極
処
ナ
リ
。
止
ト
ハ
我
心
ノ
極
ノ
処
ヲ
指
シ
テ
云
コ
ト
ゾ
。

7
3
・



　
　
我
心
ノ
極
処
ノ
至
善
二
止
テ
不
移
ト
キ
ハ
大
学
二
人
ト
己
と
内
ト
外

　
　
ト
ノ
差
別
ナ
キ
コ
ト
燦
然
タ
リ
。
此
三
句
ハ
用
ヨ
リ
体
ヲ
示
ス
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
一

　
　
学
ノ
次
序
ニ
ハ
ア
ラ
ズ

　
　
至
善
ハ
陰
陽
未
分
以
前
ヨ
リ
始
中
終
ヲ
貫
通
ス
ル
一
個
ノ
善
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
一

　
　
澤
然
在
中
、
粋
然
至
善
者
ナ
リ

「
至
善
」
は
極
処
で
あ
る
が
、
特
に
そ
れ
は
我
心
を
指
す
も
の
で
、
我
心

の
極
処
が
す
な
わ
ち
「
至
善
」
に
な
る
。
そ
し
て
自
己
と
他
人
、
内
と
外

を
分
別
し
な
い
『
大
学
』
の
本
来
の
目
的
も
こ
の
我
心
の
中
で
完
成
さ
れ

る
。
す
る
と
、
慢
窩
に
お
い
て
は
理
と
し
て
の
「
至
善
」
は
我
心
に
限
定

さ
れ
、
我
心
以
外
に
存
在
す
る
い
わ
ば
事
々
物
々
の
理
と
、
そ
れ
を
知
ろ

う
と
す
る
認
識
的
努
力
は
当
然
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
理
に
お
い
て
の
朱
子
と
慢
窩
の
相
違
は
、
両
者
の
「
格
物
致

知
」
の
解
釈
か
ら
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
る
。
朱
子
は
『
大
学
』
の
格
物
補

伝
章
で
、

　
　
い
わ
ゆ
る
知
を
致
す
は
物
に
格
る
に
在
り
と
は
、
吾
れ
の
知
を
致
さ

　
　
ん
と
欲
す
れ
ば
、
物
に
即
き
て
そ
の
理
を
窮
む
る
に
在
る
を
い
ふ
。

　
　
蓋
し
人
心
の
霊
な
る
、
知
有
ら
ざ
る
は
莫
く
、
而
し
て
天
下
の
物
、

　
　
理
有
ら
ざ
る
は
莫
し
。
惟
だ
理
に
於
い
て
未
だ
窮
め
ざ
る
有
る
が
故

　
　
に
、
其
の
知
を
尽
さ
ざ
る
有
り
。
是
を
以
て
大
学
の
始
め
の
教
へ
は
、

　
　
必
ず
学
者
を
し
て
凡
そ
天
下
の
物
に
即
き
て
、
そ
の
已
に
知
れ
る
の

　
　
理
に
因
り
て
益
ま
す
之
を
窮
め
、
以
て
そ
の
極
に
至
る
を
求
め
ざ
る

　
　
こ
と
莫
か
ら
し
む
。
力
を
用
ふ
る
の
久
し
き
、
一
旦
鉛
然
と
し
て
貫

　
　
通
す
る
に
至
り
て
は
、
則
ち
衆
物
の
表
裏
精
粗
、
到
ら
ざ
る
な
く
し

　
　
て
、
吾
が
心
の
全
体
大
用
も
明
か
な
ら
ざ
る
無
し
。
此
を
物
格
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
一

　
　
ひ
、
此
を
知
の
至
り
と
謂
ふ
な
り

と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
下
の
事
物
に
は
既
に
理
が
具
備
さ
れ
て
お
り
、

人
の
心
に
は
虚
霊
な
る
認
識
作
用
が
あ
る
。
従
っ
て
、
『
大
学
』
の
教
え

は
必
ず
ま
ず
そ
の
天
下
の
事
物
に
至
っ
て
、
そ
れ
に
備
わ
っ
て
い
る
理
を

究
め
尽
く
す
こ
と
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
窮
理

の
努
力
を
久
し
く
し
て
、
一
旦
諮
然
貫
通
の
段
階
に
至
る
と
、
そ
の
時
始

め
て
我
心
の
全
体
の
作
用
も
明
ら
か
に
な
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
「
吾
心
の
全
体
大
用
」
を
朱
子
哲
学
が
志
向
す
る
二
つ
の
目
的
、
す

な
わ
ち
修
己
と
治
人
の
中
の
修
己
の
完
成
態
と
す
れ
ば
、
修
己
の
始
め
は

「
格
物
致
知
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
事
物
に
備
わ
っ
て
い
る
理
を
知

る
こ
と
に
始
ま
る
と
言
え
る
。

　
し
か
し
慢
窩
は
、
朱
子
が
「
格
物
」
の
「
格
」
を
「
至
る
」
の
意
味
、

「
物
」
を
「
外
的
な
事
物
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
格
」
を
「
去
る
」
、

「
物
」
を
「
塵
の
如
き
心
上
の
物
欲
」
と
解
し
て
、

　
　
我
知
ニ
イ
ラ
ン
ヨ
リ
ハ
、
心
上
ノ
物
欲
ヲ
去
ル
ニ
ア
リ
ト
也
。
物
欲

　
　
ノ
ニ
字
、
弁
ズ
ル
シ
サ
イ
有
ベ
シ
。
心
上
ノ
物
ヲ
去
レ
バ
、
自
然
に

　
　
明
知
生
発
ス
ル
ゾ
。
知
ト
ハ
至
善
ヲ
知
ノ
知
也
嘱
、

　
　
物
ト
ハ
塵
也
。
鏡
中
清
明
ナ
レ
バ
、
一
点
ノ
塵
ヲ
サ
レ
バ
、
明
ヲ
不

　
　
待
シ
テ
明
見
ス
ル
ゾ
。
其
鏡
中
ノ
清
明
ナ
ル
ト
コ
ロ
ヲ
虚
ト
云
フ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
面
一

　
　
ソ
ノ
中
二
霊
ア
リ
　
或
ハ
至
善
ト
モ
云

と
い
っ
て
、
心
の
物
欲
を
取
り
去
れ
ば
自
然
に
明
知
が
生
じ
、
そ
う
し
た

心
の
塵
を
な
く
し
た
清
明
な
る
状
態
が
虚
・
霊
或
い
は
理
と
し
て
の
至
善

で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
促
窩
に
お
い
て
は
朱
子
の
よ
う
に
修
養
の

前
提
条
件
と
も
言
え
る
事
物
に
対
す
る
理
の
探
求
が
欠
落
し
て
お
り
、
理
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と
想
定
さ
れ
た
「
至
善
」
は
認
識
対
象
と
し
て
の
実
体
で
は
な
く
、
実
践

的
・
作
用
的
状
態
と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
慢
窩
の
理
に
対
す
る
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
心

の
実
践
修
養
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
の
文
章
に
そ
れ
が
露
呈
し

て
い
る
。

　
　
工
夫
ヲ
ツ
マ
ズ
バ
、
カ
キ
ノ
ベ
テ
モ
云
ヒ
ツ
ク
シ
テ
モ
、
コ
コ
ロ
ユ

　
　
ク
ベ
カ
ラ
ズ
。
止
ト
ハ
ウ
ツ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
ウ
ツ
ラ
ザ
ル
ト
云

　
　
コ
ト
モ
、
カ
キ
ノ
ベ
タ
ル
バ
カ
リ
ニ
テ
モ
、
云
ノ
ベ
タ
ル
斗
ニ
テ
モ
、

　
　
コ
ト
バ
ニ
テ
ツ
ク
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
我
心
ノ
落
処
ナ
ク
バ
、
ス
ム
ベ
カ

　
　
ラ
ズ
。
名
斗
知
ヲ
知
ト
ハ
不
可
云
面
、

す
な
わ
ち
、
「
こ
と
ば
に
っ
く
す
べ
か
ら
ざ
る
」
、
我
心
の
実
践
的
工
夫
が

大
切
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一
一
慢
窩
理
気
論
の
特
性

　
で
は
、
慢
窩
の
理
気
論
が
宇
宙
論
を
省
略
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、

慢
窩
の
理
が
た
だ
主
観
的
実
践
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
は
ど
こ

に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
慢
窩
が
仏
教
を
切
り
捨
て
朱
子
学
へ
転
向
し
た
主
な
理
由
は
、
朱
子
学

の
日
用
人
倫
の
重
視
に
あ
る
。
慢
窩
は
、
「
先
生
以
て
為
へ
ら
く
、
我
久

し
く
釈
氏
に
従
事
す
。
然
れ
ど
も
心
に
疑
ひ
あ
り
。
聖
賢
の
書
を
読
め
ば
、

信
じ
て
疑
は
ず
。
道
は
果
し
て
荻
に
あ
り
、
山
豆
に
人
倫
の
外
な
ら
ん
や
。

釈
氏
は
既
に
仁
種
を
絶
ち
、
又
義
理
を
滅
ぼ
す
。
こ
れ
異
端
た
る
所
以
な

　
一
珊
一

り
。
」
と
述
べ
、
仏
教
が
異
端
で
あ
る
所
以
は
聖
賢
の
道
で
あ
る
人
倫
を

滅
絶
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
仏
教
を
排
斥
し
、
ま
た
朱
子
に
つ
い
て

は
、　

　
以
て
紫
陽
朱
夫
子
に
及
び
て
、
又
群
賢
の
大
成
を
集
め
り
て
之
を
一

　
　
に
す
。
上
の
五
経
よ
り
下
の
語
孟
庸
学
に
至
り
て
、
発
揮
し
て
章
顕

　
　
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
学
者
を
し
て
此
の
道
の
日
用
人
倫
に
外
な
ら
ず

　
　
し
て
、
聖
人
の
質
、
学
び
て
至
る
べ
き
を
知
ら
し
む
。
則
ち
宋
賢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
一

　
　
功
、
又
量
に
尭
舜
よ
り
下
な
ら
ん
や

と
い
っ
て
、
朱
子
の
長
所
は
、
聖
賢
の
道
を
章
顕
し
学
者
を
し
て
人
倫
を

知
る
よ
う
に
し
た
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
慢
窩
が
人
倫
の

確
立
を
強
調
す
る
の
は
、
彼
の

　
　
数
十
年
間
、
千
怪
百
変
、
世
道
刻
薄
、
乱
逆
紀
な
し
。
そ
の
父
を
拭

　
　
す
る
も
の
比
々
と
し
て
、
施
き
て
達
官
貴
介
に
及
ぶ
も
、
人
以
て
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
一

　
　
と
為
し
て
言
は
ず

　
　
生
財
ノ
理
ヲ
乱
ラ
バ
風
俗
貧
逆
ニ
シ
テ
、
上
下
ト
モ
ニ
利
二
溺
レ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
洲
一

　
　
五
倫
惇
乱
シ
テ
、
近
世
ノ
天
下
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ラ
ン
コ
ト
疑
ナ
シ

と
い
う
現
実
批
判
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
慢
窩
は
あ

る
時
に
は
、
「
五
教
ト
ハ
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
長
幼
、
朋
友
、
五
ツ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
的
一

理
ニ
タ
ガ
ハ
ザ
ル
ヤ
ウ
ニ
教
ナ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
、
五
倫
を
直
接
に
理

で
あ
る
と
ま
で
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
促
窩
に
お
い
て
朱
子
学
の
受
容

の
目
的
と
は
、
人
倫
の
確
立
と
い
う
現
実
的
な
面
に
置
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
慢
窩
に
お
い
て
朱
子
学
自
体
が
人
倫
の
教
え
、
す
な
わ
ち

現
実
的
論
理
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
慢
窩
の
理
気
論
と
い

う
も
の
も
結
局
は
人
倫
の
確
立
の
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
、
慢
窩
の
理
気
論
に
お
い
て
は

朱
子
理
気
論
の
本
領
た
る
宇
宙
論
的
、
形
而
上
的
性
格
の
思
弁
的
な
論
議

が
展
開
さ
れ
る
何
等
の
理
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
、
慢
窩

の
理
気
論
に
そ
の
よ
う
の
超
越
的
・
形
而
上
的
性
格
の
言
葉
が
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
朱
子
学
の
受
容
過
程
に
お
け
る
一
般
教
養
的
な
理
解
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慢
窩
の
理
気
論
が
宇
宙
論

を
省
略
し
人
性
論
に
向
い
て
い
る
こ
と
は
当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
慢
窩
の

学
問
的
傾
向
が
修
養
実
践
的
な
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
終
わ
り
に
一
つ
付
言
し
た
い
こ
と
は
、
慢
窩
の
学
問
は
以
上
の
よ
う
な

現
実
中
心
の
視
角
か
ら
心
と
い
う
実
践
の
場
に
お
い
て
「
統
一
」
を
指
向

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
論
理
の
「
単
純
化
」
を
あ
ら
わ
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
慢
窩
は
、

　
　
紫
陽
一
朱
子
）
は
質
篤
実
に
し
て
遼
密
を
好
み
、
後
学
は
支
離
の
弊

　
　
あ
る
を
免
れ
ず
。
金
難
一
象
山
）
は
質
高
明
に
し
て
簡
易
を
好
み
、

　
　
後
学
は
怪
誕
の
弊
あ
る
を
免
れ
ず
。
是
を
異
る
と
な
す
者
な
り
。
人

　
　
そ
の
異
を
見
て
、
そ
の
同
を
見
ず
。
同
と
は
何
ぞ
や
。
同
じ
く
尭
舜

　
　
を
是
な
り
と
し
、
同
じ
く
桀
紺
を
非
な
り
と
し
、
同
じ
く
孔
孟
を
尊

　
　
び
、
同
じ
く
釈
老
を
排
し
、
同
じ
く
天
理
を
公
と
な
し
、
同
じ
く
人

　
　
欲
を
私
と
な
す
。
然
ら
ば
則
ち
如
何
。
学
者
お
の
お
の
心
を
以
て
之

　
　
を
正
し
、
身
を
以
て
之
を
体
し
、
優
柔
厭
妖
、
円
機
流
転
、
一
旦
舘

　
　
然
と
し
て
貫
通
す
れ
ば
、
則
ち
同
じ
き
か
異
な
る
か
面
、

と
述
べ
、
心
を
も
っ
て
正
し
く
し
て
諮
然
貫
通
と
い
う
悟
り
の
境
地
に
至

る
と
、
朱
子
・
陸
象
山
が
同
様
に
な
る
と
い
っ
て
心
の
実
践
的
な
努
力
を

強
調
し
て
い
る
。
特
に
朱
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
理
が
篤
実
と
し
て
い

る
が
系
統
な
く
ば
ら
ば
ら
に
な
る
支
離
の
弊
が
あ
り
、
象
山
は
、
簡
明
で

あ
る
が
怪
誕
の
弊
が
あ
る
と
す
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
促
窩
が

朱
子
・
象
山
の
両
者
に
批
判
を
加
え
る
の
は
、
彼
の
朱
子
学
の
受
容
原
則

が
盲
目
的
・
無
批
判
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
る
。

結
び
に
か
え
て

　
い
ま
ま
で
論
者
は
、
藤
原
慢
窩
の
理
気
論
を
中
心
と
し
て
、
江
戸
初
期

に
お
け
る
朱
子
学
の
受
容
の
一
面
を
論
じ
て
き
た
が
、
実
は
こ
れ
は
、
論

者
が
日
本
朱
子
学
に
接
し
て
感
じ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
日
本
朱
子
学
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
醜
一

の
展
開
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
日
本
独
特
の
特
性
を
表
し
て
お
り
、
中

国
・
韓
国
に
比
べ
て
日
本
に
お
い
て
は
初
伝
か
ら
極
め
て
短
期
問
に
朱
子

　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
9
一

批
判
理
論
を
立
て
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
試
論
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
論
者
は
促
窩
の
理
気
論
を
検
討
し
て
、
促
窩
の
朱
子
学
受
容
は

盲
目
的
・
無
批
判
的
で
は
な
く
、
そ
の
受
容
の
内
容
に
お
い
て
抽
象
的
で

あ
る
よ
り
は
実
践
を
重
視
す
る
現
実
中
心
主
義
の
特
性
を
表
し
て
い
る
と

論
じ
た
。
無
論
、
こ
こ
で
の
慢
窩
的
特
性
が
彼
以
降
の
日
本
朱
子
学
に
共

通
し
た
特
性
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
今
後
の
研
究
が
必
要

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
日
本
に
お
い
て
は
朱
子
学
受
容
の

初
期
か
ら
既
に
日
本
的
理
気
論
な
い
し
日
本
的
朱
子
学
の
芽
萌
が
見
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

＊
本
章
の
慢
窩
の
引
用
は
『
藤
原
促
窩
集
』

上
下
巻
一
国
民
精
神
文
化
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研
究
所
、
一
九
三
七
年
）
を
合
本
し
て
復
刊
し
た
『
藤
原
慢
窩
』
一
日
本

教
育
思
想
体
系
・
9
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
）
と
、
日
本
思

想
大
系
2
8
『
藤
原
慢
窩
・
林
羅
山
』
一
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
一
を
用

い
た
。
特
に
「
大
学
要
略
」
と
「
寸
鉄
録
」
の
引
用
は
後
者
に
よ
る
。
以

下
、
『
藤
原
慢
窩
集
』
上
下
巻
は
『
慢
窩
文
集
』
と
、
日
本
思
想
大
系
2
8
『
藤

原
握
窩
・
林
羅
山
』
は
「
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
」
と
略
称
す
る
。

（
注

一
－
一
太
田
兵
三
郎
氏
は
慢
窩
の
学
風
を
「
近
世
儒
学
史
上
に
お
け
る
慢
窩

　
　
の
意
義
は
、
中
世
的
伝
統
を
打
破
し
て
、
文
芸
復
興
期
の
源
流
を
な

　
　
し
た
点
に
あ
る
が
、
彼
は
学
理
の
確
立
者
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
学

　
　
的
態
度
の
決
定
者
と
し
て
、
こ
の
栄
誉
に
与
っ
て
い
る
も
の
と
言
え

　
　
よ
う
」
一
「
藤
原
促
窩
の
学
的
態
度
」
、
徳
川
公
継
宗
七
十
年
祝
賀
記

　
　
念
『
近
世
日
本
の
儒
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
、
二
七
七
ぺ
ー

　
　
ジ
）
と
し
て
お
り
、
金
谷
治
氏
は
「
慢
窩
の
問
題
関
心
は
現
実
の

　
　
実
践
的
な
倫
理
課
題
に
あ
っ
て
、
宇
宙
論
的
な
問
題
を
ふ
く
む
哲
学

　
　
的
な
思
索
の
問
題
に
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
儒
学
思
想
の
根

　
　
底
に
あ
る
も
の
は
、
理
気
の
哲
学
の
体
系
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
と

　
　
ら
わ
れ
の
な
い
自
然
本
来
の
自
由
な
心
境
と
し
て
の
、
主
観
的
な
悟

　
　
達
の
世
界
で
あ
っ
た
」
一
「
藤
原
慢
窩
の
儒
学
思
想
」
、
日
本
思
想
大

　
　
系
2
8
『
藤
原
慢
窩
・
林
羅
山
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
四
六

　
　
八
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
。
こ
の
外
に
も
中
国
の
王
家
騨
氏
の
語
を
借

　
　
り
る
な
ら
ば
、
「
朱
子
学
に
対
す
る
慢
窩
の
着
眼
点
は
、
そ
の
倫
理

　
　
学
で
あ
っ
て
、
そ
の
哲
学
で
は
な
い
。
だ
か
ら
促
窩
の
文
章
に
は
、

　
　
理
気
関
係
を
問
題
に
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
慢
窩
が
理
を
説

　
　
い
た
時
は
、
そ
の
理
は
形
而
上
学
的
な
哲
学
概
念
で
あ
る
よ
り
は
、

　
　
む
し
ろ
道
徳
的
性
格
の
道
理
・
義
理
と
し
て
の
意
味
が
強
い
L
一
『
日

　
　
中
儒
学
の
比
較
』
、
六
興
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
一
四
七
ぺ
ー
ジ
一

　
　
　
、
　
　
　
　
o

　
　
と
レ
・
つ

一
2
一
『
慢
窩
文
集
』
一
上
）
巻
九
、
五
事
之
難
、
二
二
一
ぺ
ー
ジ
。

一
3
）
同
上
、
一
上
）
巻
十
、
与
林
道
春
乙
巳
正
月
十
四
日
条
、
一
四
六
ぺ
i

　
　
ジ
。

一
4
一
『
林
羅
山
文
集
』
巻
五
三
、
天
命
図
説
蹴
、
六
二
〇
ぺ
ー
ジ
。

一
5
一
阿
部
吉
雄
『
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
』
、
東
京
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、

　
　
四
九
七
～
五
〇
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。

一
6
一
韓
国
の
儒
学
史
に
お
け
る
「
主
理
」
、
「
主
気
」
と
い
う
語
の
由
来
は
、

　
　
退
渓
と
奇
大
升
一
高
峰
、
一
五
二
七
～
一
五
七
二
一
の
問
に
八
年
に

　
　
亙
っ
て
行
わ
れ
た
四
端
一
測
隠
・
差
悪
・
辞
譲
・
是
非
の
四
つ
の
心
）

　
　
と
七
情
一
喜
怒
哀
催
愛
悪
欲
）
の
理
気
論
的
解
釈
を
め
ぐ
る
論
争
に

　
　
よ
る
。
そ
の
論
争
の
発
端
は
、
退
渓
が
彼
の
知
人
で
あ
る
鄭
之
雲
一
秋

　
　
轡
、
一
五
〇
九
～
一
五
六
一
）
の
「
天
命
図
」
の
「
四
端
発
於
理
、

　
　
七
情
発
於
気
」
と
い
う
文
句
を
改
作
し
て
、
「
四
端
理
之
発
、
七
情

　
　
気
之
発
」
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
奇
大
升
が
「
四
端
は
七
情
か
ら

　
　
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
要
旨
で
反
論
を
提
起
し

　
　
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
退
渓
は
八
年
に
亙
る
論
争
の
最
後
に

　
　
自
分
の
見
解
を
修
正
し
て
「
理
発
而
気
随
之
、
気
発
而
理
乗
之
」
と

　
　
い
う
。
し
か
し
、
退
渓
は
最
終
の
結
論
に
お
い
て
も
「
理
が
発
す
る
」
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と
い
う
主
理
的
な
見
解
は
撤
回
し
て
い
な
い
。

一
7
一
『
慢
窩
文
集
』
一
上
一
巻
八
、
題
寿
老
人
画
像
、
＝
＝
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
8
一
『
杏
陰
文
庫
』
巻
四
、
阿
部
吉
雄
『
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
』
、
一
〇

　
　
五
ぺ
ー
ジ
再
引
用
。

一
9
一
こ
れ
は
慢
窩
の
思
想
を
論
じ
た
従
来
の
殆
ど
全
て
の
論
文
が
気
を
な

　
　
く
し
て
理
だ
け
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
例
え
ば
、

　
　
金
谷
治
氏
は
「
藤
原
慢
窩
の
儒
学
思
想
」
一
岩
波
思
想
大
系
2
8
、
四

　
　
六
〇
ぺ
ー
ジ
以
下
）
　
に
お
い
て
、
促
窩
の
理
気
論
を
「
慢
窩
に
お

　
　
け
る
理
」
、
源
了
円
氏
一
『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
』
、
創
文
社
、

　
　
一
九
八
四
、
一
七
一
ぺ
ー
ジ
一
は
「
理
の
観
念
」
と
い
う
項
目
と
し

　
　
て
説
明
し
て
い
る
。

（
！
0
一
『
朱
子
大
全
』
一
中
一
巻
七
四
、
玉
山
講
義
、
七
六
〇
ぺ
ー
ジ
。

一
1
1
一
『
慢
窩
文
集
』
一
上
一
巻
九
、
五
事
之
難
、
二
二
三
ぺ
ー
ジ
。

（
1
2
一
『
慢
窩
文
集
』
一
上
）
巻
九
、
五
事
之
難
、
二
二
一
ぺ
ー
ジ
。

（
1
3
一
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
金
谷
治
氏
一
「
藤
原
慢
窩
の
儒
学
思
想
」
、
前
掲

　
　
書
、
四
六
一
～
四
六
五
ぺ
ー
ジ
一
が
慢
窩
の
「
大
学
要
略
」
の
中
の

　
　
「
至
善
」
の
解
釈
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
遠
山
敦
氏

　
　
一
「
藤
原
促
窩
に
お
け
る
「
倫
理
」
像
L
、
『
倫
理
学
年
報
』
三
十
五
、

　
　
一
九
八
六
年
一
が
、
や
は
り
「
大
学
要
略
」
を
引
い
て
直
接
に
朱
子

　
　
と
慢
窩
の
理
の
相
違
を
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。

一
1
4
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
、
四
三
ぺ
ー
ジ
。

（
1
5
）
同
上
、
五
一
ぺ
ー
ジ
。

（
1
6
）
同
上
、
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
1
7
）
同
上
、
四
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
1
8
一
同
上
、
「
在
親
民
ト
ハ
、
民
ハ
士
農
工
商
ノ
四
民
ノ
四
業
也
。
親
ト

　
　
云
字
二
、
親
愛
養
育
ノ
心
ア
リ
。
五
典
ノ
外
二
教
道
ヲ
モ
ト
ム
ル
ヲ

　
　
モ
モ
ト
メ
ザ
ル
ヲ
モ
、
異
端
ト
テ
、
人
ノ
主
ノ
禁
ズ
ル
コ
ト
也
」

（
1
9
一
『
大
学
集
注
』
、
第
一
節
三
綱
領
。
「
明
徳
者
、
人
之
所
得
乎
天
、
而

　
　
虚
霊
不
昧
、
以
具
衆
理
、
而
応
万
事
者
也
」

一
2
0
一
『
朱
子
語
類
』
巻
十
四
、
大
学
一
、
経
上
、
台
湾
文
津
出
版
社
、
二

　
　
六
〇
ぺ
ー
ジ
。

一
2
1
一
同
上
。

（
2
2
一
同
上
。
二
六
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
2
3
一
月
大
学
集
注
」
、
第
一
節
三
綱
領
。
朱
子
は
「
止
」
を
「
止
者
、
必

　
　
至
於
是
、
而
不
遷
之
意
」
と
述
べ
、
「
至
る
」
と
解
し
て
い
る
℃
論

　
　
者
の
解
釈
は
こ
れ
に
よ
る
。

一
2
4
）
『
朱
子
語
類
』
巻
十
四
、
大
学
一
、
経
上
、
前
掲
書
、
二
七
一
ぺ
ー

　
　
ジ
。

一
2
5
一
『
朱
子
語
類
』
、
同
上
、
二
七
〇
ぺ
ー
ジ
。

一
2
6
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
、
五
一
ぺ
ー
ジ
。

一
2
7
一
同
上
、
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
2
8
一
『
大
学
集
注
』
、
伝
第
五
章
。

一
2
9
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
、
五
四
ぺ
ー
ジ
。

一
3
0
）
同
上
、
五
五
ぺ
ー
ジ
。

一
3
ユ
）
同
上
、
四
三
ぺ
ー
ジ
。

一
3
2
一
『
慢
窩
文
集
』
一
上
一
、
慢
窩
先
生
行
状
、
八
ぺ
ー
ジ
。

一
3
3
一
『
慢
窩
文
集
』
一
上
一
続
巻
三
、
五
経
蹴
、
二
九
九
ぺ
ー
ジ
。

一
3
4
）
同
上
、
巻
四
、
次
菅
玄
同
傷
慈
母
詩
韻
、
五
七
ぺ
ー
ジ
。
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一
3
5
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
、
七
七
ぺ
ー
ジ
。

一
3
6
）
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
、
「
寸
鉄
録
」
、
一
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
3
7
一
『
促
窩
文
集
』
一
上
）
巻
十
、
答
林
秀
才
、
二
二
七
ぺ
ー
ジ
。

（
3
8
）
羅
山
と
闇
斎
が
朱
子
理
気
論
を
神
道
の
論
理
と
し
て
再
構
成
し
た
こ

　
　
と
や
、
羅
山
の
朱
子
学
が
幕
藩
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
作
用
し
た
こ
と
、

　
　
そ
し
て
朱
子
学
に
対
す
る
尊
崇
が
信
仰
と
い
う
ほ
ど
絶
対
的
で
あ
っ

　
　
た
闇
斎
さ
え
、
「
孔
子
・
孟
子
が
兵
を
率
い
て
我
国
を
犯
す
こ
と
が

　
　
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
一
戦
し
孔
孟
を
虜
に
し
て
国
恩
に
報
ず

　
　
る
こ
と
が
日
本
人
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
町
人
の

　
　
意
識
を
支
え
た
石
田
梅
岩
の
心
学
運
動
な
ど
が
、
日
本
的
朱
子
学
の

　
　
特
性
を
示
す
裏
付
け
で
あ
ろ
う
。

一
3
9
一
朱
子
学
が
日
本
に
初
め
て
伝
わ
っ
た
の
は
鎌
倉
初
期
の
入
宋
僧
円
爾

　
　
が
二
一
四
一
年
一
仁
冶
二
）
帰
国
の
時
に
朱
子
の
書
物
を
持
ち
帰
っ

　
　
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
か
ら
慢
窩
が
儒
服
を
つ
け
て
徳
川
家
康

　
　
の
前
に
現
れ
た
の
が
一
六
〇
〇
年
一
慶
長
五
一
、
そ
し
て
羅
山
が
慢

　
　
窩
の
弟
子
に
な
っ
た
の
が
一
六
〇
四
一
慶
長
九
）
年
と
す
れ
ば
、
そ

　
　
の
問
は
お
よ
そ
三
五
〇
余
年
を
隔
て
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
に
お
い

　
　
て
朱
子
学
批
判
論
理
を
完
成
し
た
仁
斎
と
但
棟
が
活
躍
し
た
年
代
を

　
　
早
く
と
も
一
七
〇
〇
年
以
降
と
す
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
は
わ
ず
か

　
　
一
〇
〇
余
年
の
間
に
朱
子
学
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
中
国
に

　
　
お
い
て
日
本
の
仁
斎
や
但
株
の
よ
う
な
古
学
類
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は

　
　
朱
子
の
死
後
四
〇
〇
余
年
の
経
て
か
ら
で
あ
り
、
朝
鮮
に
お
い
て
の

　
　
朱
子
批
判
は
高
麗
末
の
朱
子
学
の
輸
入
か
ら
三
〇
〇
余
年
後
の
い
わ

　
　
ば
実
学
の
出
現
に
よ
る
。
す
る
と
、
日
本
に
お
い
て
の
朱
子
批
判
理

論
の
成
立
は
、
中
国
と
韓
国
に
比
べ
て
極
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
℃

　
　
一
オ
ム
・
ソ
ギ
ン

　
　
　
　
　
　
筑
波
大
学
大
学
院
　
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
一
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