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白
沙
学
の
性
格
と
そ
の
思
想
史
的
意
義

木
　
村

慶
　
二

　
陳
白
沙
を
思
想
史
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
避
け
て
は
通
れ
ぬ
の
が
、
黄
宗
義
の
次
の
見
解
で
あ
る
。

　
　
「
有
明
の
学
は
、
白
沙
に
至
り
て
始
め
て
精
微
に
入
り
、
　
（
中
略
）
陽
明
に
至
り
て
後
に
大
な
り
。
両
先
生
の
学
、
最
も
相
ひ
近
し

　
　
と
為
す
。
」
　
（
明
儒
学
案
、
自
沙
学
案
序
）

　
白
沙
を
明
代
心
学
路
線
の
開
端
者
だ
と
評
価
す
る
の
は
、
今
日
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
意
見
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
宗
義
の
こ
の
見
解
を
意
識
し
、
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宗
義
の
こ
の
見
解
は
、
無
論
、
彼

の
独
創
で
は
な
い
。
王
学
左
派
の
品
等
漢
は
、
「
我
が
朝
の
理
学
、
開
端
は
還
っ
て
殺
れ
臼
沙
。
先
師
（
陽
明
）
に
至
り
て
大
い
に
明
ら

か
な
り
。
」
（
王
龍
漢
集
・
巻
十
・
復
顔
沖
宇
）
と
い
い
、
王
学
右
派
の
最
藍
鼠
も
、
「
周
程
以
後
、
白
沙
そ
の
精
を
得
、
陽
明
そ
の
大
を
得
た

り
。
」
（
双
江
集
・
巻
石
・
留
別
殿
学
少
湖
徐
公
序
）
と
述
べ
、
同
派
の
羅
念
庵
は
、
「
白
沙
の
致
虚
、
陽
明
の
致
知
は
、
蓋
し
因
襲
す
る
所
な
く

し
て
、
以
，
て
自
得
を
求
む
。
」
（
念
庵
集
・
三
三
・
与
徐
大
巡
）
　
と
い
い
、
白
沙
と
陽
明
を
、
同
列
に
並
べ
て
評
価
し
よ
う
と
さ
え
す
る
。
宗
義

は
、
こ
れ
ら
の
諸
論
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
さ
き
の
見
解
を
提
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
、
明
代
の
系
統
的
な
学
術
史
と
し
て
評
価
の

高
い
明
儒
学
案
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
説
に
賛
同
し
な
い
も
の
も
、
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
者
は
、
左
派
の
王
二
幅
で
あ
ろ
う
。
龍
渓
は
、
上
述
し

た
よ
う
に
、
白
沙
を
、
明
代
理
学
の
開
端
者
と
し
て
、
一
応
評
価
す
る
。
だ
が
、
「
白
沙
の
学
は
、
自
然
層
以
て
宗
と
為
し
、
静
中
よ
り

端
椀
を
養
ひ
出
す
。
猶
ほ
隠
れ
康
節
の
派
頭
に
し
て
、
先
師
の
悟
入
す
る
所
の
処
に
お
い
て
、
尚
ほ
毫
趨
を
隔
つ
。
」
　
（
王
龍
漢
集
・
巻
樽
・
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同
〉
と
い
い
、
功
夫
の
場
を
静
申
に
求
め
る
白
沙
思
想
に
、
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
中
中
」
と
は
、
心
が
い
「
き
い
き
と

活
動
す
る
意
の
己
発
の
場
で
は
な
く
、
心
が
静
か
に
収
敏
す
る
意
の
未
発
の
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
龍
湊
の
見
解
に
は
、
黄
宗
義

の
師
劉
念
台
も
賛
意
を
示
す
。
念
台
は
、
「
道
は
動
静
に
分
つ
な
く
、
心
は
動
静
に
分
つ
な
け
れ
ば
、
則
ち
学
も
亦
た
動
静
に
分
つ
な
し
。
」

（
劉
子
全
書
．
巻
十
九
・
示
鞄
二
生
）
と
述
べ
、
「
蔵
し
て
後
に
発
す
」
（
臼
沙
全
集
・
巻
三
・
復
八
東
白
内
翰
）
と
い
い
、
心
の
収
敏
乏
発
散
の
間
に
段

階
性
を
設
け
よ
う
と
す
る
白
沙
の
思
想
を
、
激
し
く
攻
撃
し
て
い
る
。
三
子
全
書
・
巻
十
三
・
会
録
、
巻
十
九
・
示
金
碧
こ
生
）
龍
漢
と
念
台
は
、

そ
の
思
想
的
立
場
を
全
く
異
に
す
る
が
、
臼
沙
に
関
し
て
は
、
そ
の
動
静
を
分
か
ち
が
ち
な
傾
向
に
、
等
し
く
不
満
で
あ
っ
た
。

　
白
沙
思
想
を
と
ら
え
る
上
で
の
、
こ
の
見
解
の
相
違
は
、
現
在
の
白
沙
思
想
の
研
究
に
お
い
．
て
も
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
白
沙
学

の
性
格
規
定
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
一
致
し
た
見
解
が
と
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
白
沙
研
究
の
現
状
な
の
で
あ
る
（
↓
。

　
本
稿
で
は
、
ま
だ
評
価
の
揺
れ
動
い
て
9
い
る
白
沙
思
想
を
、
王
門
内
部
で
の
一
重
要
課
題
で
あ
っ
た
陽
明
学
と
の
連
関
性
と
い
う
視
点

か
ら
、
思
想
史
的
に
、
再
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
の
ち
に
、
白
沙
思
想
を
、
明
初
の
思
想
的
雰
囲
気
の
中
で
と
ら
え
、
明
代

思
想
界
に
お
け
る
白
沙
学
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
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二

　
以
下
、
白
沙
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
段
階
と
し
て
、
陽
明
学
の
性
格
を
、
朱
子
学
と
の
対
比
の
中
で
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
朱
子
学
は
、
天
理
の
存
在
を
、
客
観
界
の
一
草
一
木
に
至
る
ま
で
の
万
事
万
物
に
認
め
、
そ
の
天
理
を
窮
め
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、

学
問
功
夫
と
す
る
。
そ
し
て
、
宋
磁
の
儒
学
思
想
の
よ
う
に
、
学
問
が
倫
理
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
人
格
の
陶
冶
を
め
ざ
す
も
の
だ
と
規
定

さ
れ
る
と
き
、
万
事
万
物
に
散
在
し
て
い
る
天
理
の
中
で
も
、
行
為
の
規
範
と
し
て
の
理
が
特
別
重
要
な
も
の
に
な
る
。
朱
子
学
と
は
、

こ
の
行
為
の
規
範
と
し
て
の
理
に
先
権
的
権
威
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
心
を
制
御
す
る
こ
と
を
、
そ
の
本
質
と
す
る
。
朱
子
学
は
、

善
悪
の
間
を
揺
れ
動
く
人
心
（
朱
子
は
人
心
を
こ
う
と
ら
え
る
）
を
、
理
に
よ
っ
て
導
き
ゆ
こ
う
と
す
る
学
問
な
の
で
一
あ
る
。
朱
子
は
言

う
、　

　
「
天
下
理
よ
り
尊
き
は
な
し
。
」
（
朱
子
語
類
．
巻
四
．
肺
．
和
版
以
下
同
）



　
と
。
そ
し
て
、
こ
の
理
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
、
実
践
主
体
に
と
っ
て
の
死
活
問
題
と
な
る
。
心
を
理
の
上
に
安
定
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
朱
子
学
に
お
け
る
最
大
関
心
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
験
的
権
威
を
有
す
る
理
が
、
無
条
件
に
心

に
支
配
さ
れ
ぬ
よ
う
に
、
心
に
お
け
る
理
の
具
有
形
態
に
も
慎
重
な
配
慮
が
は
ら
わ
れ
、
心
の
内
奥
に
、
不
変
の
安
定
帯
と
し
て
理
が
措

定
さ
れ
、
可
変
の
浮
動
帯
と
区
別
さ
れ
る
。
前
者
が
性
で
あ
り
、
後
者
が
情
で
あ
っ
て
、
心
は
性
と
情
を
統
ぶ
る
も
の
と
な
る
⑤
）
。
こ
う

し
て
う
ま
れ
た
の
が
、
性
即
理
と
い
う
命
題
で
あ
っ
た
。
現
実
界
に
お
い
て
活
動
す
る
心
で
は
な
く
、
・
そ
れ
に
内
在
す
る
性
を
理
と
し
て

と
ら
え
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
北
宋
の
程
伊
川
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
朱
子
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
性
は
即
ち
理
な
り
。
所
謂
理
と
は
、
性
是
れ
な
り
。
」
（
二
程
全
書
・
巻
二
十
西
・
舳
・
和
版
V

　
以
上
の
よ
う
に
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
「
心
は
性
情
を
統
ぶ
」
お
よ
び
「
性
は
即
ち
理
な
り
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
が
、
そ
の
中
核

を
な
す
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
命
題
に
は
、
朱
子
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
最
大
級
の
賛
辞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
ぼ
く

　
　
「
伊
川
の
『
性
即
理
な
り
』
、
横
渠
の
『
心
は
性
情
を
統
ぶ
』
の
二
面
は
、
顯
得
す
る
も
破
れ
ず
。
」
（
朱
子
語
類
・
巻
五
・
伽
）

　
朱
子
学
の
本
質
は
、
行
為
の
規
範
と
し
で
の
理
に
先
験
的
権
威
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
を
制
御
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え

る
。　

そ
れ
に
対
し
て
、
陽
明
学
は
、
客
観
界
に
お
け
る
天
理
を
窮
め
明
ら
か
に
す
る
功
夫
を
否
定
し
、
理
に
よ
る
心
の
制
御
を
拒
否
す
る
。

そ
れ
は
、
心
を
理
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
問
題
を
、
そ
れ
自
身
の
責
任
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
ら
を

そ
，
れ
自
身
の
手
に
よ
っ
て
処
理
し
て
ゆ
く
・
べ
き
存
在
だ
と
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
心
は
そ
の
ま
ま
天
と
な

る
。　

　
「
人
と
は
、
天
地
万
物
の
心
な
り
。
心
と
は
、
天
地
万
物
の
主
な
り
。
心
は
即
ち
天
な
り
。
」
（
王
文
成
公
全
書
・
巻
六
・
答
季
明
徳
）

　
　
「
良
知
は
即
ち
天
道
な
り
。
之
を
亦
と
謂
は
ば
、
則
ち
猶
ほ
之
を
二
と
す
る
が
ご
と
し
。
」
（
同
．
心
血
．
惜
陰
説
）

　
と
く
に
、
後
者
の
資
料
に
お
い
て
か
「
良
知
亦
天
道
」
と
呼
ば
せ
な
い
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
心
の
本
来
態
た
る
良
知
こ
そ
が
、
陽

明
学
に
お
け
る
（
唯
一
に
し
て
絶
対
の
拠
り
ど
ご
ろ
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
と
の
天
に
等
し
く
、
一
切
の
権
限
を
そ
れ
自
身
に
の
み
有
す
る
と
こ
ろ
の
心
（
良
知
）
に
よ
っ
て
、
理
な
る
も
の
は
、
念
念

不
断
に
創
造
さ
れ
て
ゆ
く
。
（
こ
こ
に
い
う
理
と
は
、
主
客
の
合
一
せ
る
物
事
の
あ
る
べ
き
状
態
。
す
な
わ
ち
、
朱
子
学
に
お
い
て
窮
め
明

一3
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ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
、
人
間
の
行
為
の
規
範
に
他
な
ら
な
い
。
）

　
　
「
吾
が
心
の
良
知
は
、
即
ち
所
謂
天
理
な
り
。
吾
が
心
の
良
知
の
天
理
を
事
事
物
物
に
致
せ
ば
、
則
ち
事
事
物
物
皆
な
其
の
理
を
得
。
」

　
　
（
伝
習
録
・
巻
中
・
答
顧
東
橋
）

　
　
「
回
れ
良
知
の
節
目
事
変
に
於
る
は
、
猶
ほ
規
矩
尺
度
の
方
円
長
短
に
於
る
が
ご
と
き
な
り
。
」
（
同
）

　
ま
た
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
、
不
断
に
創
造
さ
れ
る
理
は
、
創
造
す
る
主
体
た
る
良
知
に
対
し
て
の
、
創
造
さ
れ
る
客
体
と
い
う
性
質

の
も
の
で
は
な
く
へ
根
源
的
統
体
た
る
良
知
の
、
随
時
随
処
に
お
け
る
自
己
限
定
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
注
意
を
必
要
と

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ら

　
　
「
良
知
は
只
だ
晦
れ
一
箇
。
他
の
発
見
流
行
の
処
に
随
ひ
て
、
沈
下
に
具
足
す
。
更
に
去
来
な
く
仮
借
を
須
み
ず
。
然
も
、
其
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
つ
か

　
　
見
流
行
の
処
、
御
っ
て
自
ら
軽
重
厚
薄
の
毫
髪
も
増
減
す
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
有
り
。
所
謂
天
然
薦
骨
の
中
な
り
。
則
ち
軽
重
厚
薄
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
れ
ど
　
も

　
　
毫
髪
も
増
減
す
べ
か
ち
ず
と
錐
も
、
而
も
原
と
又
た
只
だ
是
れ
一
箇
な
り
。
則
ち
只
だ
是
れ
一
箇
な
り
と
錐
も
、
而
も
其
の
開
の
軽

　
．
重
厚
薄
、
又
た
毫
髪
も
増
減
す
べ
か
ら
ず
。
」
　
（
伝
習
録
・
混
同
・
答
回
文
蔚
二
宮
）

　
根
源
的
統
体
た
る
良
知
は
h
現
象
の
多
様
性
に
対
応
し
て
み
ず
か
ら
を
分
化
し
つ
つ
、
部
分
即
全
体
の
構
造
を
緊
密
に
保
っ
て
い
る
。

現
実
界
に
お
い
て
、
時
処
の
制
約
を
受
け
つ
つ
活
動
す
る
心
は
、
そ
れ
が
良
知
の
自
己
限
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
毫
髪
も
増
減
す
べ
か

ら
ぎ
る
」
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
場
に
お
い
て
作
用
す
る
心
は
、
そ
れ
が
、
根
源
的
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ

こ
に
何
の
手
続
き
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
も
な
く
、
絶
対
の
権
威
を
も
つ
理
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
朱
子
学
と
ち
が
い
、
現
実
界
に
お
い

て
活
動
す
る
心
の
全
分
を
理
と
し
、
そ
れ
以
外
の
ど
こ
に
も
、
理
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。

　
　
「
・
2
0
は
即
ち
理
な
り
。
天
下
、
湿
た
、
心
外
の
事
、
心
外
の
理
有
ら
ん
や
。
」
　
（
同
．
巻
上
．
3
）

　
朱
子
学
の
中
核
を
な
す
命
題
の
一
つ
で
あ
る
「
性
即
諾
」
に
対
し
て
、
こ
こ
に
、
「
心
血
理
」
と
い
う
新
し
い
命
題
が
提
出
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
朱
子
学
と
は
異
質
の
新
し
い
思
想
が
う
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
ζ
ろ
で
、
こ
こ
に
注
意
せ
ね
ば
・
な
ら
ぬ
の
が
、
良
知
の
無
的
性
格
で
あ
る
っ
朱
子
学
に
お
、
い
て
は
、
仁
・
礼
・
義
・
智
、
ま
た
は
、

そ
れ
ら
の
統
体
と
し
て
の
仁
を
心
の
本
体
（
万
人
共
通
の
至
善
な
る
人
間
の
本
性
）
だ
と
規
定
し
、
仁
よ
り
も
さ
ら
に
渾
然
た
る
一
者
に

帰
し
て
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
。
大
学
の
語
を
用
い
て
表
現
す
れ
ば
、
「
明
徳
」
な
る
も
の
を
心
の
本
体
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
と
ご
と

　
　
「
其
の
方
寸
の
間
、
虚
霊
洞
徹
に
し
て
嘱
万
理
成
く
備
は
る
。
（
中
略
）
　
其
の
揺
落
と
為
る
べ
く
し
て
、
能
く
天
地
に
参
じ
、
以
て

　
　
化
育
を
轟
く
る
所
以
の
者
も
、
亦
た
焉
に
愚
な
ら
ず
。
贈
れ
則
ち
所
謂
明
徳
な
る
者
な
り
。
」
（
大
学
或
問
舳
・
和
版
以
下
同
）

　
そ
れ
に
対
し
て
、
陽
明
学
は
、
明
徳
よ
り
も
さ
ら
に
渾
然
た
る
根
源
的
存
在
を
考
え
る
。
い
わ
ゆ
る
良
知
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

　
　
「
天
命
の
性
は
、
喧
々
た
る
至
善
に
し
て
、
そ
の
霊
昭
不
昧
な
る
も
の
は
、
皆
な
至
善
の
発
見
な
り
。
こ
れ
乃
ち
明
徳
の
本
体
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

　
　
て
、
い
わ
ゆ
る
良
知
な
る
も
の
な
り
。
至
善
の
発
見
す
る
や
、
平
な
れ
ば
而
ち
是
と
し
、
非
な
れ
ば
而
ち
非
と
す
。
ト
（
王
文
成
公
全

　
　
書
・
巻
七
・
親
民
堂
記
）

　
良
知
と
は
、
明
徳
の
本
体
で
あ
り
、
明
徳
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
も
の
。
明
徳
よ
り
も
一
段
深
い
と
こ
ろ
に
足
を
お
ろ
し
、
明
徳
を
う
み

だ
し
ゆ
く
存
在
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
上
述
し
た
よ
う
な
良
知
の
活
動
は
、
こ
の
よ
う
な
、
明
徳
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
、
よ
り
深
い

基
地
に
立
脚
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
、
す
な
わ
ち
、
是
非
善
悪
な
ど
の
相
対
的
差
別
性
は
、
対
立
レ
ベ
ル
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
位
置
す

る
良
知
の
手
に
よ
り
、
い
ρ
た
寒
ら
し
上
げ
ら
れ
た
上
で
、
瀬
窃
、
時
処
の
霜
融
い
つ
つ
、
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
吻
障
る
ゆ

　
　
「
無
三
無
悪
は
心
の
体
。
」
（
伝
習
録
・
巻
下
レ
ー
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
性
即
理
か
ら
心
即
理
へ
の
転
換
は
、
心
に
お
け
る
性
情
の
区
分
を
な
く
し
、
理
の
存
在
領
域
を
、
心

の
全
面
に
わ
た
っ
て
拡
大
し
た
だ
け
で
な
く
、
思
想
的
立
脚
点
が
、
相
対
レ
ベ
ル
を
越
え
た
根
源
的
基
地
へ
、
垂
直
的
に
深
ま
っ
て
い
っ

た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
朱
子
学
は
、
行
為
の
規
範
と
し
て
の
理
に
先
験
的
権
威
を
み
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
を
制
御
し
て
ゆ
く
こ
と
を
学
の
本
質
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
理
－
心
」
と
い
う
図
式
を
と
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
図
式
を
う
み
だ
し
た
根
本
要
因
は
、
一
体
何
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
朱
子
学
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
本
来
聖
人
で
あ
る
の
だ
が
、
現
実
存
在
は
、
先
天
的
に
備
わ
る
虚
霊
不
昧
な
る
性
質
を
、
十
分

に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
が
、
純
粋
至
善
な
る
本
性
と
と
も
κ
、
身
体
を
与
え
ら
れ
て
、
現
実
世
界
に
存
在
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、
本
性
は
身
体
的
な
も
の
に
負
け
て
し
ま
い
、
情
の
発
現
の
し
か
た
が
不
適
当
な
も
の
と
な

る
↑
）
。
朱
子
は
、
こ
う
考
え
る
。
そ
し
て
、
本
来
的
性
格
と
現
実
存
在
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
を
拒
み
、
実
践
主
体
の
立
場
を
、
本
来
的

性
格
を
下
る
こ
と
一
層
な
る
地
点
に
設
置
し
、
そ
こ
か
ら
、
着
実
な
功
夫
に
よ
る
、
漸
次
的
上
昇
を
企
画
す
る
9
こ
の
朱
子
の
思
想
大
系

の
根
底
に
あ
り
、
朱
子
学
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
現
実
態
と
し
て
の
人
心
を
、
善
悪
の
間
を
揺
れ
動
く
不
安
定
な
も
の
と
し
て
と
ら
え

一4
0

一



允
、
朱
子
の
人
間
観
で
あ
弓
う
。
「
理
、
1
心
．
」
の
図
式
を
う
み
だ
し
た
根
本
要
因
は
、
朱
子
が
、
人
間
存
在
を
、
聖
人
と
凡
人
の
間
に
位

置
す
る
申
間
者
（
4
）
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
一
方
、
‘
陽
明
学
は
、
心
を
導
き
ゆ
く
．
い
か
な
る
も
の
も
設
置
せ
ず
隅
心
の
本
体
え
る
良
知
に
よ
っ
て
、
念
念
不
断
に
理
を
う

み
だ
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
学
問
で
あ
っ
た
。
朱
子
学
の
と
っ
た
「
理
－
心
」
と
い
う
図
式
に
対
し
て
、
「
心
－
理
」
と
い
う
図
式
を
と
る

の
で
あ
る
。
陽
明
学
は
、
心
の
前
に
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
心
の
活
省
思
地
た
る
活
動
を
抑
制
し
が
ち
で
あ
っ
た
理
（
陽
明
学
的
見
地
よ

り
す
れ
ば
、
朱
子
学
に
い
う
理
は
此
の
如
き
も
の
と
な
る
）
を
取
り
除
き
、
さ
ら
に
、
朱
子
学
よ
り
も
、
一
層
深
い
根
源
的
基
地
に
立
脚

し
て
、
時
ど
き
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
恰
好
な
理
を
う
み
だ
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
学
問
で
あ
っ
た
。
陽
明
学
に
お
い
て
は
、
日
常
底
に
お
い

て
活
動
す
る
心
が
、
そ
の
ま
ま
理
と
な
る
の
で
あ
る
コ
こ
こ
に
お
い
て
、
朱
子
学
的
な
申
間
者
意
識
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
、
実
践
主
体
は
、

よ
り
急
所
に
位
置
す
る
根
源
的
基
地
、
す
な
わ
ち
、
本
来
的
性
格
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
。
幽
陽
明
学
は
、
相
対
的
差
別
性
が
う
ま
れ
て
く

る
以
前
の
、
人
間
の
生
地
の
部
分
に
目
を
む
け
、
用
中
間
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
人
言
存
在
を
、
本
来
は
聖
人
な
の
だ
と
い
う
観

点
か
ら
と
ら
え
な
お
し
た
。
「
理
1
心
」
か
ら
「
心
1
，
理
」
へ
の
転
換
（
5
）
は
、
人
間
存
在
を
と
ら
え
る
視
点
が
、
中
間
者
か
ら
本
来
聖
人
へ

と
移
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一4
1
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三
・

「
宋
明
の
両
時
代
を
代
表
す
る
二
大
儒
学
思
想
で
あ
る
朱
子
学
と
陽
明
学
と
の
相
違
を
、
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
た
上
で
、
白
沙
学
と
陽

明
学
の
連
関
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
層
そ
の
た
め
に
は
、
．
白
沙
思
想
の
検
討
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
臼
沙
思
想
に
衡
し
て
容
易
に
気
づ
か
れ
み
こ
と
は
礼
制
に
代
表
さ
れ
る
、
知
識
一
技
能
の
追
求
に
、
積
極
的
関
心
を
示
さ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
礼
文
は
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
錐
も
、
然
も
急
と
す
る
所
に
あ
ら
ず
。
」
内
（
白
沙
子
全
集
．
巻
三
．
復
趙
提
学
倉
憲
）
．

　
　
「
四
礼
（
冠
・
婚
・
喪
・
祭
）
の
若
き
は
、
則
ち
之
を
行
ふ
に
時
有
り
。
故
に
、
其
の
説
、
講
じ
て
之
を
知
る
べ
き
も
、
学
者
、
徳

　
　
に
進
み
、
業
を
修
め
、
以
て
聖
人
に
造
ら
ん
と
す
る
に
、
緊
要
は
、
却
っ
て
此
に
在
ら
ぎ
み
な
り
。
」
（
同
）



　
七
重
の
追
求
と
は
、
客
観
界
に
お
け
る
道
理
の
専
心
浅
す
な
わ
ち
、
朱
子
学
に
い
う
格
物
窮
理
の
こ
と
。
自
沙
は
、
な
ぜ
、
功
夫
と
し

て
の
窮
理
を
否
定
す
る
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
ど
を
考
え
る
上
で
、
自
沙
の
次
の
言
に
着
目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

　
　
「
斯
の
理
や
、
宋
儒
之
を
言
う
こ
と
備
れ
り
。
墨
壷
に
其
の
甚
だ
厳
な
る
を
悪
む
。
」
（
白
沙
子
全
集
・
巻
三
・
丁
張
東
白
内
灘
）

　
白
沙
は
、
理
に
先
験
的
権
威
を
み
と
め
、
心
を
理
に
よ
っ
て
制
御
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
朱
子
学
の
基
本
姿
勢
を
肯
じ
ょ
う
と
し
な
い
。

彼
に
と
っ
て
、
心
を
理
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
、
心
を
条
理
化
す
る
も
の
と
は
受
け
と
ら
れ
ず
、
心
を
束
縛
す
る
も
の
だ
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。
理
自
体
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
い
う
や
り
方
で
は
、
人
間
性
が
ゆ
が
め
ら
れ
か
ね
ぬ
こ
と
を
、
敏
感
に
感
じ

と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
白
沙
が
、
理
の
講
求
を
積
極
的
に
推
進
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
こ
の
認
識
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
白
沙
は
、
理
に
束
縛
さ
れ
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
心
こ
そ
、
心
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
だ
と
し
、
自
然
を
学
の
宗
旨
と
す
る
。

　
　
「
此
の
学
は
、
自
然
を
以
て
宗
と
為
す
も
の
な
り
。
（
中
略
）
自
然
の
楽
し
み
は
、
乃
ち
真
楽
な
り
。
宇
宙
の
間
、
復
た
何
事
か
有
ら

　
、
ら
ん
。
」
（
同
・
巻
三
・
与
湛
民
沢
）

　
自
然
と
は
、
理
の
拘
束
を
受
け
る
以
前
の
、
心
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
脚
は
、
こ
の
自
然
性
を
、
深
く
信
頼
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
つ
か

　
　
「
宇
宙
の
内
、
更
に
何
事
か
有
ら
ん
。
天
は
自
ら
天
に
信
せ
、
地
は
自
ら
地
に
信
せ
、
吾
は
自
ら
吾
に
画
せ
、
自
ら
動
き
自
ら
静
と

　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
な
り
、
自
ら
闘
じ
自
ら
開
き
、
自
ら
静
び
自
ら
巻
く
。
甲
は
乙
の
供
を
問
は
ず
、
乙
は
甲
の
賜
を
待
た
ず
。
牛
は
自
ら
牛
と
為
り
、

　
　
馬
は
自
ら
馬
と
な
る
。
」
（
同
・
巻
四
」
与
林
時
矩
）

　
こ
の
中
で
は
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
吾
に
信
ず
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
吾
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
吾
に
そ
な
わ
る
天
賦
の
本
性
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
白
沙
は
、
こ
の
自
己
の
本
性
を
、
真
っ
す
ぐ
に
見
す
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
白
沙
思
想
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
吾
に
召
せ
き
る
と
い
う
立
場
か
ら
う
ま
れ
た
功
夫
が
、
心
中
に
坐
し
て
端
侃
を
養
出
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ

　
　
「
学
を
為
む
る
は
、
忙
中
の
坐
よ
り
個
の
端
侃
を
養
ひ
出
レ
来
る
を
須
っ
て
、
留
め
て
商
量
の
処
有
り
。
」
（
同
．
巻
三
．
与
賀
湊
山
黄
門
）

　
白
沙
は
、
静
坐
に
よ
っ
て
、
道
の
お
の
ず
か
ら
発
動
す
る
と
こ
ろ
の
き
ざ
し
を
動
出
し
て
、
は
じ
め
て
、
功
夫
は
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
。
な
ぜ
、
静
坐
が
主
張
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
功
夫
が
き
わ
め
て
お
の
ず
か
ら
な
る
こ
と
を
貴
ぶ
か
ら
（
6
）
。
し
か
ら
ば
、
な
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ぜ
端
侃
な
る
も
の
を
考
え
る
の
か
。
端
侃
と
は
、
楠
本
正
継
氏
に
よ
れ
ば
、
「
天
機
」
あ
る
い
は
、
「
生
生
の
機
」
と
同
義
の
語
（
↓
。
楠

本
氏
は
、
こ
の
端
侃
を
、
「
虚
な
る
道
が
お
の
つ
か
ら
発
動
す
る
と
こ
ろ
，
の
端
、
静
で
な
く
、
動
で
な
く
、
二
三
の
い
ず
れ
に
も
亘
っ
た

隈
」
と
説
明
さ
れ
る
（
8
）
（
『
宋
陽
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』
四
〇
三
頁
〉
。
　
す
な
わ
ち
、
端
黒
と
は
、
動
い
て
お
り
な
が
ら
ま
だ
一
定
の
形
を

も
た
ず
、
有
無
の
間
に
位
置
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
（
↓
。
白
沙
は
、
こ
の
有
無
の
問
に
位
置
す
る
糞
便
を
養
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
商
量
す
る
処
が
あ
る
と
言
う
。
「
商
量
す
る
処
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
検
討
が
可
能
に
な
る
と
い
う
意
味
。
功
夫
の
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
静
坐
と
は
、
通
常
、
欲
望
を
断
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
本
性
を
酒
養
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
白
沙
に

い
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
を
功
夫
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
、
功
夫
が
、
人
間
の
意
識
的
努
力
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
手
が
か
り

が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
人
間
の
本
性
に
は
、
手
を
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
有
形
の
も
の
に
頼
ろ
う
と
し

て
も
だ
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
白
沙
が
学
の
宗
旨
と
し
て
掲
げ
た
自
然
性
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
白
沙
は
、
幻
惑
な
る
も
の
を
考
え

る
。
端
僥
な
ら
ば
、
道
の
お
め
ず
か
ら
な
る
発
動
の
端
緒
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
訂
然
性
は
、
い
さ
さ
か
も
損
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

全
く
形
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
有
無
の
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
心
を
以
て
感
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
端
侃
が
主
張

さ
れ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
白
沙
の
功
夫
と
は
、
静
坐
申
の
、
人
為
性
を
払
拭
し
尽
し
た
状
態
に
お

い
て
、
道
の
お
の
ず
か
ら
な
る
発
動
の
端
緒
た
る
端
侃
の
養
畜
を
手
が
か
り
と
し
た
本
性
の
酒
養
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
白
沙
は
、
こ
の
よ
う
な
功
夫
に
よ
っ
て
宇
宙
造
化
を
支
配
す
る
橘
柄
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。

　
　
「
此
の
理
の
干
渉
は
、
至
大
に
し
て
、
内
外
な
く
、
終
始
な
く
、
一
処
と
し
て
到
ら
ざ
る
な
く
、
一
息
と
し
て
運
ら
ぎ
る
な
し
。
此

　
　
を
会
す
れ
ば
則
ち
天
地
は
主
立
て
、
万
物
は
我
出
す
σ
而
し
て
宇
宙
は
我
に
由
り
。
此
の
覇
柄
を
手
に
入
る
る
を
得
ば
、
更
に
何
事

　
　
か
有
ら
ん
。
」
（
白
沙
子
全
集
・
巻
四
・
三
三
郡
博
）

　
「
此
の
理
の
干
渉
」
と
は
、
天
地
宇
宙
を
か
け
め
ぐ
り
、
一
時
と
し
て
停
滞
す
る
こ
と
の
な
い
生
生
の
機
、
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
み
た

端
黒
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
白
沙
は
、
端
椀
を
、
理
の
干
渉
と
言
い
換
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
白
沙
の
思
想
が
、
虚
無
に
根
ざ
す
老
荘

の
立
場
で
は
な
く
、
天
に
根
ぎ
す
儒
家
の
立
場
に
立
つ
こ
・
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
さ
き
に
み
た
格
物
窮
理
の
拒
否
も
、
．
理
そ
の
も

の
を
無
用
視
し
た
の
で
は
な
く
、
心
を
理
に
従
わ
せ
る
こ
と
の
拒
否
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
議
論
が
少
し
横
道
へ
そ
れ
た
が
、

白
沙
は
、
こ
の
「
理
の
干
渉
」
を
理
会
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
理
会
は
、
知
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
心
身
に
よ
る
直
覚
的
把
握
で
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あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
白
沙
は
、
こ
の
こ
と
を
、
自
得
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
。

　
　
」
士
、
学
に
従
事
す
る
に
、
功
深
く
、
力
到
れ
ば
、
華
落
ち
実
存
す
。
乃
ち
浩
然
と
し
て
自
得
す
れ
ば
、
天
地
の
大
為
る
、
死
生
の

　
　
変
為
る
を
知
ら
ず
。
締
る
を
況
ん
や
、
富
貴
貧
賎
、
功
利
得
喪
屈
信
予
奪
の
間
に
嘗
て
を
や
。
」
（
同
・
巻
一
・
李
文
漢
文
集
序
）

　
白
沙
は
、
理
に
よ
る
人
間
性
の
束
縛
を
に
く
み
、
理
の
束
縛
を
受
け
る
以
前
の
、
心
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
に
、
学
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
求

め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
の
本
来
性
に
深
い
信
頼
を
よ
せ
、
人
為
性
の
全
く
存
在
し
な
い
静
坐
申
か
ら
の
端
侃
の
養
出
を
図
り
、
そ
れ

を
手
が
か
り
と
し
て
、
天
地
宇
宙
さ
え
も
そ
の
支
配
下
に
お
く
と
こ
ろ
の
絶
対
主
体
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
静
坐
中

養
出
個
端
便
」
が
白
沙
学
に
お
け
る
功
夫
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
自
得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
、
注
意
す
べ
き
白
沙
学
の
一
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
功
夫
の
積
毒
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の

こ
と
に
関
し
て
、
少
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
「
夫
れ
学
に
千
畑
に
由
り
て
至
る
者
有
り
。
積
累
に
由
ら
ず
し
て
至
る
由
有
り
。
言
を
以
て
伝
ふ
べ
き
者
有
り
。
言
を
以
て
伝
ふ
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

　
　
か
ら
ぎ
る
者
有
り
。
眠
れ
道
は
至
無
に
し
て
動
き
、
至
近
に
し
て
神
な
り
。
故
に
蔵
し
て
後
に
発
し
、
起
れ
て
而
ち
存
す
。
大
抵
積

　
　
累
に
由
り
て
至
る
者
は
、
言
を
以
て
伝
ふ
べ
き
な
り
。
積
累
に
由
ら
ず
し
て
至
る
者
は
、
言
を
以
て
伝
ふ
べ
か
ら
ぎ
る
な
り
。
知
者

　
　
は
、
能
く
門
島
を
至
近
に
知
れ
ば
、
則
ち
動
く
と
し
て
神
に
あ
ら
ざ
る
な
し
。
蔵
し
て
後
に
発
す
れ
ば
、
其
の
幾
に
明
ら
か
な
り
。

　
　
形
れ
て
而
ち
存
す
れ
ば
、
道
は
我
に
在
り
。
」
（
同
・
巻
三
・
復
張
東
白
内
室
）

　
白
沙
は
、
積
累
に
よ
る
学
問
と
、
思
差
に
よ
ら
ぬ
学
問
と
を
き
っ
ぱ
り
と
区
別
し
、
管
長
に
よ
ら
ぬ
学
問
を
行
う
知
者
こ
そ
が
、
い
っ

た
ん
収
蔵
し
て
の
ち
に
心
を
発
動
す
る
か
ら
、
き
ざ
し
に
明
ら
か
と
な
り
、
詣
れ
て
し
っ
か
り
と
操
存
す
る
か
ら
、
道
を
操
り
守
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
。

　
こ
こ
に
言
う
、
積
累
に
由
る
学
問
と
は
、
明
ら
か
に
、
朱
子
学
を
さ
し
て
い
る
。
朱
子
学
は
、
「
凡
そ
「
物
有
れ
ば
必
づ
一
理
有
り
。
」

（
大
学
或
問
・
拓
）
と
規
定
し
て
、
客
観
界
に
お
け
る
万
事
万
物
に
、
天
理
の
内
在
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
を
一
つ
「
つ
窮
め
明
ら

　
　
　
　
　
一

か
に
す
る
こ
と
を
学
問
功
夫
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
に
具
わ
る
天
賦
の
本
性
（
知
）
を
尽
す
こ
と
を
、
そ
の
目
的
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
タ
リ

る
。
そ
し
て
、
「
但
だ
衆
人
類
ね
気
稟
物
欲
の
昏
ま
す
所
と
為
る
。
」
（
国
警
）
と
断
じ
、
実
践
主
体
と
し
て
の
心
を
、
申
間
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
朱
子
学
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
、
理
を
一
つ
「
つ
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
、
こ
の
気
稟
物
欲
の
蔽
い
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を
徐
々
に
取
り
除
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
中
間
者
か
ら
本
来
人
（
聖
人
）
へ
の
段
階
的
・
漸
次
的
な
到
達
を
企
画
す
る
の
で
あ
る
。
朱
子

は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
功
夫
の
積
累
性
を
強
調
し
た
。
孟
子
に
あ
る
「
深
造
自
得
」
の
「
深
」
を
、
功
夫
の
積
累
の
深
だ
と
す
る

朱
子
の
解
釈
（
朱
子
文
集
・
巻
4
3
戸
仙
・
和
版
）
に
も
、
彼
の
、
こ
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
（
－
o
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
、
白
沙
学
は
、
鼻
薬
の
学
を
学
問
と
し
て
認
め
な
い
。
白
沙
学
に
お
け
る
功
夫
は
、
相
対
レ
ベ
ル
を
こ
裏
た
、
虚
な
る
本
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ

発
動
し
て
、
未
だ
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
際
た
る
端
侃
の
塞
出
に
あ
っ
た
。
こ
の
功
夫
に
は
、
朱
子
学
の
説
く
格
物
窮
理
の
孟
春
は
、

全
く
不
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
白
沙
学
の
功
夫
が
、
朱
子
学
の
よ
う
に
、
格
物
窮
理
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
心
の
本
来
態
に
到
達
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
為
性
を
完
全
に
排
除
し
た
状
態
の
中
で
、
心
の
本
体
の
内
発
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
を
養
い
育
て
て
ゆ
き
、

心
の
本
体
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
を
め
ぎ
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
1
1
）
。

　
い
っ
た
い
、
こ
の
功
夫
論
の
相
違
は
、
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
朱
子
学
は
馬
人
間
を
純
粋
至
善
な
る
方
面
か
ら
と
ら
え
る
と

と
も
に
、
身
体
的
方
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
そ
し
て
、
本
性
が
身
体
に
拘
束
を
受
け
て
い
る
状
態
と
し
て
、
現
実
の
人
間

存
在
を
と
ら
、
え
、
そ
の
拘
束
を
克
服
す
る
と
こ
ろ
に
、
学
問
の
意
義
を
認
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
臼
沙
学
は
、
心
の
本
来
性
を
信
頼
す

る
と
こ
ろ
が
ら
出
発
し
、
心
の
自
主
性
・
自
由
性
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
、
心
の
本
来
を
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
來
雑
物
も
な
い
状
態
で
、
そ

の
内
発
力
に
ま
か
せ
て
養
い
育
て
て
ゆ
く
こ
と
を
学
問
功
夫
と
し
た
。
白
沙
は
、
人
問
存
在
を
、
他
の
何
物
に
も
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
自
身
の
力
に
よ
っ
て
、
の
び
の
び
と
活
動
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
彼
ら
の
人
間
存
在
の
と
ら
え
方
の
相
違
が
、
こ
の
よ

う
な
、
功
夫
論
の
差
違
を
う
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
か
ち
考
え
れ
ば
、
朱
子
学
者
た
る
崇
敬
斎
が
、
臼
沙
を
非
難
す
る
の
は
（
当
然
だ
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
ぎ
ょ

　
　
「
亙
れ
公
甫
（
白
沙
）
は
《
天
資
太
だ
高
く
、
清
虚
脱
漉
、
見
る
所
超
然
と
し
て
、
物
に
累
は
さ
れ
ず
し
て
、
下
学
を
為
す
を
回
し

　
　
と
せ
ず
。
」
（
敬
斎
集
・
三
二
＋
一
・
止
・
正
宜
堂
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
「
公
甫
の
説
の
如
き
は
、
挙
れ
這
の
天
地
万
象
を
把
り
て
胸
中
に
積
放
し
、
只
だ
耳
蝉
の
精
神
を
弄
し
得
る
の
み
。
量
に
再
び
事
物

　
　
の
理
を
思
量
し
去
る
に
暇
有
ら
ん
や
。
」
（
居
業
録
・
巻
七
・
論
・
正
宜
堂
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
－

　
敬
斎
は
、
下
学
の
功
夫
を
行
お
う
と
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
心
の
本
体
に
の
み
関
心
を
む
け
る
白
沙
の
態
度
を
、
は
げ
し
く
非
難
し
て
い
る
。

積
累
の
功
夫
を
否
定
す
る
白
沙
学
の
基
本
的
性
格
を
、
真
向
か
ら
攻
撃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
一
で
、
さ
き
ほ
ど
保
留
し
て
お
い
た
、
「
吾
に
信
ず
」
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
言
葉
は
、
人
間

の
不
安
定
さ
・
不
完
全
性
よ
り
も
、
人
間
に
本
来
具
わ
る
安
定
性
・
完
全
性
の
方
面
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
白
沙
が
、

人
間
を
、
完
全
円
満
な
る
方
面
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
み
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と

は
、
白
沙
学
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
の
功
夫
論
に
も
、
，
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
も
そ
も
、
朱
子
学
と
陽
明
学
と
の
根
本
的
椙
違
は
、
朱
子
学
が
、
人
間
存
在
を
、
本
性
の
十
全
な
活
動
が
阻
害
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

中
間
者
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
、
陽
明
学
は
、
天
に
等
し
く
、
最
終
的
決
断
権
を
そ
れ
自
身
に
の
み
有
す
る
と
ご
ろ
の
本
来
人

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
白
沙
学
は
、
本
質
的
に
、
陽
明
学
と
同
一
圏
内
の
思
想
で
あ
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

四

　
次
に
、
白
沙
の
生
き
た
時
代
の
思
想
界
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
白
沙
の
交
友
で
あ
る
羅
一
峰
は
言
う
。

　
　
「
人
の
生
（
天
性
）
や
静
な
り
。
感
じ
て
後
に
動
生
ず
。
性
は
静
な
り
、
天
下
の
大
本
な
り
。
情
は
動
な
り
、
天
下
の
達
道
な
り
。

　
　
（
中
略
）
其
の
動
を
制
し
て
以
て
其
の
静
を
養
，
ふ
な
り
。
能
く
其
の
動
を
制
す
れ
ば
、
動
も
干
た
静
、
静
も
亦
た
静
、
動
静
一
な
り
。
」

　
　
　
（
一
峰
文
集
・
巻
七
・
静
軒
説
）

と
。
ま
た
、
同
じ
く
、
白
沙
と
親
交
を
重
ね
た
荘
定
山
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
蓋
し
、
心
静
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
敏
む
る
所
な
し
。
静
に
主
た
る
者
は
、
此
の
心
を
敏
め
て
端
た
ぎ
る
な
り
。
」
（
定
山
集
・
巻

　
　
八
・
大
梁
書
院
記
）

　
避
暑
の
交
友
で
あ
っ
た
二
人
置
、
と
も
に
主
静
の
立
場
に
立
つ
静
の
思
想
家
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
強
烈
な
反
省
意
識

と
、
激
励
奮
発
の
功
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
、
白
沙
の
師
呉
羅
斎
の
思
想
に
も
、
静
的
傾
向
が
、
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
「
霊
台
（
心
）
は
須
く
静
養
す
べ
し
。
」
（
康
斎
集
・
巻
二
・
次
学
者
韻
）

　
　
「
務
め
て
此
の
心
を
し
て
湛
然
と
し
て
虚
明
な
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
事
に
応
じ
て
以
て
失
な
か
る
べ
し
。
」
（
日
録
・
2
6
）

｝4
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「
月
色
秋
三
白
　
　
月
色
秋
辺
に
白
く

　
　
　
人
心
夜
半
平
　
　
人
心
夜
半
平
ら
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
け
が

　
　
、
一
三
元
三
澤
　
　
層
一
塵
も
元
と
津
さ
ず

　
　
　
高
枕
玩
虚
明
　
　
枕
を
高
く
し
て
虚
明
を
玩
ぶ
」
（
康
斎
集
．
巻
二
．
月
夜
）

　
康
斎
の
こ
の
心
の
と
ら
え
方
、
す
な
わ
ち
、
虚
明
に
し
て
静
な
る
方
面
か
ら
心
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
楊
慈
湖
の
そ
れ
を
彷

彿
さ
せ
る
。

　
　
、
「
人
皆
な
是
の
心
有
り
。
是
，
の
心
は
皆
な
虚
明
に
し
て
体
な
し
。
」
（
慈
湖
遺
書
」
．
巻
二
．
永
高
誼
）

　
・
h
心
の
精
神
、
方
な
く
体
な
し
ゆ
至
静
に
し
て
虚
明
、
変
化
有
り
て
営
為
な
レ
。
禺
が
『
汝
の
止
に
安
ん
ず
』
と
日
う
は
、
其
の
本

　
　
静
止
な
る
を
明
ら
む
る
な
り
。
」
（
同
靴
巻
二
・
申
義
旧
記
）

　
康
斎
が
、
楊
慈
湖
の
思
想
、
す
な
わ
ち
静
虚
陸
学
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
は
、
疑
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た

通
り
、
こ
の
傾
向
は
白
沙
思
想
の
申
に
も
、
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ロ

　
　
「
学
を
為
む
る
は
、
当
に
諸
を
心
に
求
む
べ
し
。
・
必
づ
所
謂
虚
明
静
一
な
る
者
を
得
て
、
之
が
主
と
為
し
て
、
徐
に
古
人
緊
要
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

　
　
字
を
取
σ
て
之
を
読
ま
ぱ
、
能
く
契
合
す
る
所
有
る
に
憎
し
。
」
（
白
沙
子
全
集
．
黒
豆
．
書
大
腿
書
屋
詩
後
）

　
　
「
此
の
理
洞
如
た
る
も
、
然
も
酒
養
し
て
胸
次
の
澄
徹
に
至
り
極
ま
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
必
づ
一
動
一
事
の
間
に
天
理
を
見
る

　
　
こ
と
有
る
能
は
ず
。
」
（
同
）

　
白
沙
の
思
想
に
、
静
虚
弓
弦
が
混
入
し
て
い
る
の
も
、
明
白
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
臼
沙
思
想
の
中
に
、
’
静
虚

陸
学
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
両
者
は
、
功
夫
論
に
お
い
て
、
や
や
馬
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
．
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
少
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

　
南
宋
の
楊
慈
湖
も
、
白
沙
と
同
様
、
自
己
め
本
来
性
を
深
く
信
頼
し
、
功
夫
を
悟
り
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
と
は
規
定
せ
ず
、
自
己

の
本
来
有
す
る
、
お
の
ず
か
ら
な
る
内
発
力
に
よ
っ
て
、
心
の
本
体
を
露
呈
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
と
す
る
倉
）
。
こ
の
点
で
は
、
臼
沙
と

そ
の
軌
を
　
に
す
る
。
だ
が
、
慈
湖
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
意
な
る
も
の
を
考
え
る
。
意
と
は
、
自
然
性
に
対
す
る
不
自
然
性
、
静
に
対

す
る
妄
動
隅
霊
明
な
る
心
の
は
た
ら
き
が
阻
害
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
不
充
足
態
で
あ
る

［4
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「
人
心
は
本
と
正
し
。
起
こ
り
て
意
と
為
り
て
後
碧
し
。
起
こ
ら
ざ
れ
ば
昏
か
ら
ず
。
」
（
慈
湖
遺
書
．
巻
一
・
詩
解
序
）

　
　
「
人
性
は
皆
な
善
、
，
皆
な
以
て
尭
舜
と
為
る
べ
し
。
特
だ
意
に
動
け
ば
則
ち
悪
。
」
（
同
・
巻
一
・
郷
爆
発
）

　
慈
湖
は
沸
心
の
本
来
に
目
を
む
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
不
充
足
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
意
の
妄
動
に
も
十
分
注
意
を
は
ら
い
、
こ
の
意

念
を
止
絶
す
る
功
夫
（
不
起
意
）
を
提
唱
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
つ
か

　
　
「
夫
れ
、
人
、
皆
な
至
霊
至
明
に
し
て
、
広
大
聖
心
の
性
有
り
。
外
書
を
仮
ら
ず
、
外
得
に
由
ら
ず
、
自
ら
本
づ
き
自
ら
根
づ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す

　
　
自
ら
神
に
し
て
自
ら
明
な
り
。
微
か
に
意
を
生
ず
。
故
に
之
を
蔽
う
に
必
有
り
。
故
に
之
を
蔽
う
に
固
有
り
。
故
に
之
を
蔽
・
う
に
我

　
　
有
．
り
。
」
故
に
之
を
蔽
い
て
昏
し
。
蔽
の
端
は
、
「
尽
く
此
に
由
る
。
故
に
毎
毎
其
の
病
の
形
は
る
る
所
に
随
ひ
’
て
之
を
止
絶
せ
よ
、
曰

　
　
く
、
此
め
如
く
な
る
な
か
れ
、
此
の
如
く
な
る
な
か
れ
と
。
」
（
同
・
巻
二
・
絶
四
記
）

　
こ
の
不
起
意
説
が
、
慈
湖
思
想
の
申
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
詳
論
を
さ
け
る
が
、
慈
湖
が
、

悪
（
す
な
わ
ち
心
の
非
本
来
態
）
の
方
面
か
ら
も
心
を
な
が
め
、
そ
こ
に
功
夫
の
手
が
か
り
を
求
め
た
と
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
白
沙
は
ど
う
で
あ
る
か
。
こ
こ
で
、
上
述
し
た
、
白
沙
の
功
夫
論
を
、
想
起
し
て
ほ
し
い
。
白
沙
の
功
夫
と
は
、
心

の
本
体
の
発
動
の
端
緒
（
幾
”
端
僥
）
を
養
い
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
慈
湖
が
、
心
の
非
本
来
態
に
功
夫
の
手
が
か
り
を
求
め
た
の
に
対

し
て
、
白
沙
は
、
心
の
本
来
態
の
発
動
の
き
ざ
し
に
手
が
か
り
を
求
め
る
。
志
念
の
止
絶
よ
り
も
、
積
極
的
に
、
叢
説
の
這
出
を
考
え
、
、

そ
こ
に
功
夫
の
手
が
か
り
を
見
出
し
、
自
己
の
本
性
を
養
い
育
て
て
ゆ
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
白
沙
学
は
、
慈
湖
の
思
想
か
ら
、
本
来

の
自
己
を
、
よ
り
積
極
的
に
展
開
さ
せ
る
と
い
う
方
向
へ
、
思
想
を
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
邑
。

　
以
上
の
考
案
に
よ
っ
て
、
白
沙
学
は
、
朱
子
学
の
み
な
ら
ず
、
陸
幕
（
静
虚
留
学
）
と
も
違
う
趣
を
も
っ
た
学
問
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
白
沙
学
は
、
人
間
存
在
を
完
全
円
満
な
る
方
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
朱
子
学
と
決
別
し
、
心
の
非
本
来
態
に
功

夫
の
手
が
か
り
を
求
め
よ
う
と
せ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
陸
学
と
も
一
線
を
画
す
る
。
、
臼
沙
は
、
当
時
の
思
想
界
の
二
大
潮
流
で
あ
っ
た
朱
、

子
学
・
陸
学
の
い
ず
れ
か
ら
も
脱
皮
し
て
、
新
し
い
学
問
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
白
沙
が

注
視
し
つ
づ
け
た
の
が
、
自
己
に
具
わ
る
本
来
性
で
あ
り
、
彼
は
、
そ
の
本
来
性
を
、
朱
子
学
よ
り
も
強
く
思
想
の
前
面
に
押
し
出
し
、

陸
学
よ
り
も
積
極
的
に
学
問
の
中
で
展
開
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
本
来
的
基
地
に
し
っ
か
り
と
足
を
お
ろ

し
、
自
己
の
本
来
性
（
良
知
）
を
現
実
の
た
だ
中
で
、
大
胆
に
、
力
強
く
展
開
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
陽
明
学
へ
の
通
路
が
、
は
っ
き
り
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と
認
め
ら
れ
る
。
明
代
前
期
思
想
界
に
お
い
て
、
白
沙
学
の
果
た
し
た
役
割
は
、
旧
来
の
儒
教
の
革
新
と
、
陽
明
学
へ
ど
通
じ
て
ゆ
く
本

来
性
の
哲
学
（
自
然
学
）
、
の
提
唱
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
こ
こ
に
、
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
－
そ
れ
は
、
、
冒
頭
に
も
ふ
れ
た
、
臼
沙
学
と
陽
明
学
の
静
・
動
の
相
違
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
学
問
に
質
的
差
違
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
単
な
る
傾
向
性
の
相
違
と
し
て

片
づ
け
て
よ
い
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
次
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
　
〔
注
〕

（
↓@
荒
木
見
悟
氏
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
　
　
「
一
般
的
に
白
沙
が
明
代
思
想
史
の
先
駆
者
と
さ
れ
、
陽
明
が
そ
の
大
成
者
と
さ
れ
る
の
，
は
、
朱
子
学
的
定
理
意
識
か
ら
の
解
放
と
、
心
に

　
　
・
よ
る
人
間
定
立
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
そ
こ
に
一
脈
の
連
続
性
を
認
め
る
に
吝
か
で
あ
っ
て
は

　
　
　
な
る
ま
い
。
」
・
（
「
陳
白
沙
と
太
虚
法
師
」
『
明
代
思
想
研
究
』
所
収
）

　
　
又
、
、
岡
田
武
彦
氏
は
、
「
白
沙
を
も
つ
て
陽
明
の
先
容
と
す
る
こ
と
に
は
、
賛
成
し
が
た
い
。
」
　
（
『
王
陽
明
と
出
端
の
儒
学
』
四
七
頁
）

　
と
い
わ
れ
る
。

　
　 ｮ
、
白
沙
に
つ
い
て
の
、
そ
の
他
の
主
な
研
究
は
、
福
田
殖
氏
長
．
て
、
「
陳
白
沙
思
想
の
籍
」
（
『
灘
灘
申
得
哲
学
史
研
究
論
集
』

　
所
収
）
，
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）@
「
心
は
性
情
を
統
ぶ
」
と
い
う
言
葉
の
中
の
、
　
「
統
ぶ
」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。
こ
こ
に
お
け
る
説
明
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
こ

　
と
を
十
分
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
未
発
・
己
発
の
概
念
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
佐
藤
仁
氏
の
見
解
が
わ
か

　
り
や
す
い
。
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
・
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
㌦
．
∴
～
　
、
．

　
　
　
「
未
発
を
性
と
す
る
の
は
、
そ
の
未
発
の
と
き
に
は
性
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
性
の
作
用
は
心

　
　
・
で
は
な
く
て
、
じ
つ
は
情
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
O
性
と
情
を
、
そ
の
な
か
に
包
み
こ
ん
で
統
括
し
て
い
る
の
が
心
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
動
い
て
い
漏
と
き
、
す
な
わ
ち
己
発
の
と
き
だ
け
が
心
な
の
で
は
な
く
、
静
か
な
ど
き
、
．
す
な
わ
ち
未
発
の
と
き
も
心
な
の
で

｝⑲一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
し
ま
り

　
　
　
あ
る
。
心
は
一
身
の
主
宰
と
し
て
、
動
静
五
爵
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
『
朱
子
』
・
集
英
社
・
一
八
○
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

（
邑@
朱
子
は
言
う
、
「
気
強
ぐ
理
弱
し
」
　
（
朱
子
語
類
・
二
四
・
7
・
和
版
）
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
↓
@
「
中
間
者
」
に
つ
い
て
は
、
荒
木
見
悟
氏
『
仏
教
と
儒
教
』
「
王
陽
明
の
哲
学
」
参
照
。

↑
〉

S
と
理
の
対
立
お
よ
び
そ
の
葛
藤
に
関
す
る
思
想
史
的
考
察
は
、
荒
木
見
悟
氏
の
「
心
学
と
理
学
」
　
（
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
』
所
収
）
に
詳

　
し
い
。
．

（
6
）

嵂
{
正
継
氏
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』
四
〇
五
頁
参
照
。

（
7
）

@
「
断
除
嗜
欲
想
．
　
嗜
欲
の
想
を
断
除
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
三
三
天
機
障
　
　
永
く
天
機
の
障
を
撤
す
れ
ば

　
　
　
身
居
万
物
中
　
　
身
は
万
物
の
中
に
居
れ
ど
も

　
　
　
心
在
万
物
上
　
　
心
は
万
物
の
上
に
在
り
」
　
（
白
沙
子
全
集
・
巻
斗
・
随
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
「
黙
し
て
之
を
観
れ
ば
、
一
生
生
の
機
、
之
を
運
ら
す
こ
と
窮
ま
り
な
し
。
我
な
く
、
人
な
く
、
古
今
な
く
、
天
地
の
間
に
塞
が
る
。
夷
独
・

　
禽
獣
・
草
木
・
昆
虫
は
一
体
な
り
。
惟
だ
吾
之
に
命
づ
、
浦
乎
と
し
て
盛
な
る
か
な
と
。
」
（
同
・
思
想
・
古
塁
州
学
説
）

（
8
） @
こ
の
説
明
は
、
も
と
も
と
は
、
天
機
の
説
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
楠
本
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
「
天
機
」
”
「
驚
愕
」
で
あ
る
た
め
、

　
こ
こ
で
は
「
端
幌
」
の
説
明
と
し
て
引
用
し
た
。

（
↓
@
「
道
が
お
の
ず
か
ら
発
動
す
る
と
こ
ろ
の
端
」
と
は
、
「
蔵
し
て
後
に
発
す
れ
ば
、
そ
の
幾
に
明
ら
か
な
り
」
（
臼
沙
子
全
集
・
三
三
・
復
張
東

　
白
内
患
）
と
い
う
と
き
の
「
幾
」
に
他
な
ら
な
い
。
　
（
福
田
殖
氏
前
掲
論
文
参
照
）
そ
し
て
、
こ
の
「
幾
」
に
つ
い
て
、
北
宋
の
周
灘
漢
は
、
次
の

　
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
動
い
て
未
だ
形
は
れ
ず
し
て
、
有
無
の
間
な
る
者
は
幾
な
り
。
」
　
（
通
書
・
聖
四
）

（
－
o
）

u
む
ろ
ん
、
朱
子
と
し
て
も
、
人
間
が
、
本
来
的
に
聖
人
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
本
来
的
性
格
を
十
分
に
発

　
揮
す
る
た
め
に
は
、
，
格
物
窮
理
の
功
夫
の
積
み
あ
げ
が
、
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
蓋
し
、
人
心
の
霊
、
知
有
ら
ざ
る
な
く
し
て
、
天
下
の
物
、
理
有
ら
ざ
る
な
し
。
惟
だ
理
に
著
て
、
未
だ
窮
め
ざ
る
有
る
が
故
に
、
其
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　

　
　
尽
さ
ざ
る
有
り
。
是
を
以
て
、
大
学
の
始
教
、
必
づ
学
ぶ
者
を
し
て
凡
そ
天
下
の
物
に
即
き
て
、
其
の
己
に
知
る
の
理
に
因
り
て
、
益
ま
す
之

一5
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を
窮
め
、
以
て
其
の
極
に
至
る
を
求
め
ざ
る
こ
と
な
か
ら
し
む
。
力
を
用
う
る
の
久
し
く
し
て
、
一
旦
諮
然
と
し
て
貫
通
す
る
に
至
り
て
は
、

　
　
則
ち
衆
前
の
表
裏
精
粗
、
到
ら
ざ
る
な
く
し
て
、
吾
が
心
の
全
体
大
酒
も
、
明
ら
か
な
ら
ざ
る
な
し
コ
」
　
（
大
学
章
句
・
格
物
補
伝
）

（
↓
　
こ
の
積
累
の
功
夫
を
否
定
す
る
臼
沙
の
強
い
態
度
は
、
急
雨
斎
に
師
事
し
て
、
朱
子
学
を
懸
命
に
実
践
し
よ
う
と
し
た
が
、
つ
い
に
学
問
の
手

　
が
か
り
が
っ
か
め
な
か
っ
た
、
彼
の
切
実
な
る
体
験
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
僕
、
才
人
に
逮
ば
ず
。
毒
血
＋
七
に
し
て
、
始
あ
て
発
憤
し
て
呉
昏
鐘
に
従
ひ
て
学
ぶ
。
そ
の
古
聖
賢
垂
訓
の
書
に
於
て
、
蓋
し
講
ぜ
ざ
る
所

　
　
な
し
つ
然
も
未
だ
入
処
を
知
ら
ず
。
」
　
（
白
沙
子
全
集
・
巻
三
・
復
趙
藩
学
余
意
）

曾
）

ｱ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
牛
尾
弘
孝
氏
「
楊
慈
湖
の
思
想
1
そ
の
心
学
の
性
格
に
つ
い
て
一
」
　
（
『
九
州
大
学
中
鷺
論
集
1
』
）
参
照
。

曾
）

ﾂ
栄
捷
氏
は
、
「
白
沙
の
動
的
哲
学
と
創
作
」
　
（
『
陳
栄
捷
哲
学
論
文
集
』
所
収
）
め
中
で
、
　
「
静
中
点
出
山
三
極
」
中
の
「
特
出
」
と
い
う

　
言
葉
に
、
従
来
の
思
想
家
に
は
み
ら
れ
ぬ
創
造
性
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
、
白
沙
を
、
明
代
的
特
色
を
備
え
る
動
的
思
想
家
と
し
て
、
、
評
価
し
よ
う

　
と
し
て
い
る
。
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