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門
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朱
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と
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門
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伝

二
　
『
程
氏
遺
書
』
の
構
成
と
二
程
語
録
原
資
料
の
記
録
者

三
　
『
程
氏
遺
書
』
に
お
け
る
程
学
思
想
要
素
の
発
言
分
布

a
　
「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
、
「
生
生
」
　
の
論

b
　
「
性
」
　
論

C
　
「
敬
」
　
説
、
「
格
物
窮
理
」
説

四
　
程
門
初
伝
に
お
け
る
程
学
受
容
と
二
程
語
録
資
料

五
　
小
結

(
以
上
本
集
)

(
以
上
次
集
)

一
朱
薫
と
程
門
初
伝

い
わ
ゆ
る
「
朱
子
学
」
　
の
も
と
に
な
っ
た
朱
蕪
の
思
想
は
、
土
程
の
思
想
を

柱
と
し
つ
つ
、
北
宋
以
来
の
儒
学
関
連
の
士
大
夫
思
想
の
集
成
と
し
て
形
成
さ

れ
た
。
朱
薫
は
こ
の
こ
と
に
た
い
へ
ん
自
覚
的
で
あ
り
、
道
統
論
を
立
て
て
自

市
来
　
津
由
彦

ら
の
位
置
を
語
り
、
北
宋
以
来
の
関
連
す
る
資
料
を
編
集
し
て
思
想
家
の
営
み

と
し
て
綿
密
に
思
想
史
を
再
構
成
す
る
。
そ
の
学
説
の
理
解
に
は
、
も
と
よ
り

こ
の
道
統
論
か
ら
の
思
想
史
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
「
朱
子
学
」

を
そ
の
形
成
史
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
き
に
、
そ
の
主
観
に
そ
っ
て
彼
の
言

説
を
た
ど
る
の
み
で
あ
れ
ば
、
こ
の
道
統
史
観
に
取
り
込
ま
れ
か
ね
な
い
。
朱

某
の
主
観
か
ら
一
度
身
を
引
き
離
し
、
二
程
か
ら
朱
某
に
至
る
展
開
の
事
実
的

経
過
を
発
生
論
に
た
ど
る
必
要
が
あ
る
。

そ
う
考
え
た
と
き
に
、
従
来
さ
ほ
ど
大
き
く
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
程

門
初
伝
の
、
中
で
も
高
弟
と
目
さ
れ
た
人
々
が
二
程
か
ら
朱
某
に
至
る
過
程
で

果
た
し
て
い
る
役
割
に
は
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
こ
と
に
照

明
を
あ
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
程
門
初
伝
の
高
弟
と
い
う
取
は
、
後
世
、
「
程
門
の
四
先
生
」
(
憲

史
』
巻
三
四
〇
、
呂
大
防
伝
附
大
臨
伝
)
と
い
わ
れ
た
呂
大
臨
(
与
叔
。
一
〇
四
六

～
一
〇
九
二
頃
)
、
謝
良
佐
(
上
察
。
一
〇
五
〇
～
一
一
二
〇
?
)
、
楊
時
(
亀
山
。
一

〇
五
三
～
二
三
五
)
、
薛
酢
(
鷹
山
。
一
〇
五
三
～
二
二
三
)
の
四
名
、
及
び
芦

岸
(
和
靖
。
一
〇
七
一
～
一
一
四
二
)
ら
を
ひ
と
ま
ず
指
す
。
こ
の
う
ち
呂
大
臨
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は
も
と
張
載
門
人
で
張
載
の
死
後
に
二
程
に
師
事
し
た
人
だ
が
、
程
霧
の
死
後

ま
も
な
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
師
承
関
係
を
通
し
て
の
後
世
へ
の

直
接
の
影
響
は
少
な
い
。
思
想
内
容
と
人
脈
の
両
面
に
お
い
て
南
采
に
程
学
を

伝
え
た
こ
と
で
功
績
が
大
き
い
と
さ
れ
る
の
は
、
楊
時
と
努
好
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
朱
某
は
こ
の
楊
時
の
系
列
か
ら
出
て
い
る
。
努
岸
は
他
の
高
弟
よ
り

も
世
代
が
一
つ
若
く
、
程
顔
の
没
後
・
に
程
煤
に
師
事
し
た
門
人
で
、
程
顛
の
直

接
の
影
響
は
受
け
て
い
な
い
。
薛
酢
は
楊
時
と
同
年
生
ま
れ
で
、
楊
時
と
同
じ

福
建
北
部
出
身
の
た
め
楊
時
と
親
し
か
っ
た
。
謝
良
佐
は
程
頴
の
学
風
を
よ
く

継
い
だ
と
さ
れ
る
人
で
、
南
宋
初
の
程
学
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

こ
れ
ら
の
人
々
を
こ
こ
で
は
主
た
る
論
及
の
対
象
と
す
る
〔
①
〕
。
高
弟
と
い
わ

れ
る
人
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
程
陳
の
右
翼
と
い
わ
れ
た
朱
光
庭
ら
、
北
宋

の
新
旧
法
党
争
の
中
で
活
躍
し
た
人
士
も
い
る
が
、
お
お
む
ね
程
蹟
在
世
中
に

亡
く
な
り
、
南
乗
へ
の
程
学
の
展
開
と
い
う
点
で
は
、
思
想
史
的
影
響
は
少
な
い
。

こ
の
程
門
初
伝
の
高
弟
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
彼
ら
の
思
想
を
二
程
の

直
接
の
継
承
と
み
た
場
合
、
現
存
資
料
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
屈
折
と

も
い
う
べ
き
も
の
が
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
程
頴
の
死
後

二
十
年
以
上
も
長
生
き
し
た
軽
暖
は
、
特
に
元
祐
の
旧
法
党
政
権
時
代
に
は
大

き
な
社
会
的
影
響
力
を
持
っ
た
。
そ
の
た
め
、
程
学
を
後
世
に
伝
え
る
の
に
功

が
あ
っ
た
と
後
世
か
ら
は
み
ら
れ
る
右
の
程
門
初
伝
の
高
弟
た
ち
に
は
、
二
程

が
共
有
す
る
「
理
」
　
の
思
想
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
理
の
探
究
の
論
と
し
て

の
　
「
格
物
窮
理
」
を
強
調
す
る
程
煩
の
影
響
が
大
き
い
と
一
見
み
ら
れ
が
ち
だ

が
、
し
か
し
そ
れ
は
さ
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
旧
稿
に
お
い
て
か
つ
て
論
じ

た
が
、
謝
良
佐
、
楊
時
、
薛
酢
に
つ
い
て
そ
の
思
想
傾
向
を
あ
ら
わ
す
典
型
的

発
言
を
う
か
が
う
と
、
彼
ら
は
、
行
為
の
対
象
を
媒
介
と
し
て
窮
め
ら
れ
る

「
理
」
よ
り
は
、
窮
め
て
い
く
側
の
主
体
の
あ
り
方
の
変
容
を
、
ま
た
「
積
習
」

の
過
程
よ
り
は
貫
通
の
(
境
地
)
と
い
っ
た
も
の
を
問
題
視
す
る
よ
う
で
あ
る
。

二
程
に
お
い
て
は
宇
宙
論
的
ス
ケ
ー
ル
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
　
「
理
」
　
の
表

現
が
、
相
対
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
お
い
て
は
後
退
し
、
「
心
」

.

の
あ
り
方
、
境
涯
に
深
く
関
心
を
抱
く
傾
向
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
〔
②
〕
。

そ
の
二
程
か
ら
一
世
紀
後
の
朱
蕪
は
、
敬
説
や
右
の
格
物
窮
理
説
と
そ
の
前

提
の
理
説
な
ど
、
二
程
の
中
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
程
顛
の
死
後
に
前
面
に

浮
か
び
あ
が
る
程
蹄
の
要
素
を
基
礎
と
し
て
道
学
を
再
構
成
し
、
心
性
論
に
関

す
る
自
己
の
思
想
的
立
場
を
確
立
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
定
論
」
が
こ
れ
で
あ
る
〔
③
)
。

そ
し
て
そ
の
地
平
か
ら
、
二
程
の
価
値
を
真
に
理
解
し
た
の
は
自
身
で
あ
り
、

程
門
初
伝
は
師
説
に
そ
む
き
仏
教
に
流
れ
る
も
の
だ
と
批
判
す
る
(
特
に
『
中

庸
或
間
』
)
。
こ
の
程
門
初
伝
批
判
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
程
門
初
伝
が

「
心
」
　
の
境
地
の
尊
重
に
傾
く
右
の
よ
う
な
傾
向
を
も
つ
こ
と
と
は
、
ち
ょ
う

ど
対
応
す
る
。
そ
の
た
め
そ
の
批
判
は
事
実
的
に
も
当
た
っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
み
え
る
。

し
か
し
、
朱
某
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
定
論
」
　
以
前
に
は
、
一
、
仏
教
傾
倒

か
ら
、
二
、
李
個
の
影
響
の
も
と
で
の
儒
学
へ
の
覚
醒
、
そ
し
て
三
、
湖
南
の

胡
氏
の
学
へ
の
傾
倒
と
変
化
し
て
お
り
、
「
定
論
」
は
そ
の
第
四
の
段
階
で
あ

る
。
そ
の
第
一
段
階
の
仏
教
へ
の
接
近
期
の
み
な
ら
ず
、
第
二
段
階
の
李
伺
師

事
期
の
朱
某
の
思
想
傾
向
に
は
、
後
に
批
判
し
た
こ
の
程
門
初
伝
の
傾
向
と
相

似
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
程
転
を
独
自
に
発

見
す
る
こ
と
で
　
「
定
論
」
　
の
立
場
が
築
か
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
程
門
初
伝
へ
の

批
判
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
自
己
の
過
去
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
。
そ

し
て
後
に
　
「
朱
子
学
」
　
が
有
力
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
こ
の
程
門
初
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伝
の
思
想
傾
向
が
末
葉
初
期
思
想
の
中
で
占
め
て
い
た
意
義
は
顧
み
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
右
の
よ
う
に
朱
某
は
二
程
の
語
録
資
料
を
編
集
し
、
そ
の

過
程
で
二
程
を
再
認
識
し
て
自
ら
の
　
「
定
論
」
　
の
立
場
を
確
立
し
た
の
だ
が
、

そ
の
二
程
の
語
録
資
料
の
記
録
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
程
門
初
伝
の
諸
士
で

あ
る
。
見
過
ご
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
初
伝
の
時
点
で
は
初
伝
各
人

の
個
別
的
な
二
程
像
が
各
々
に
あ
り
、
二
程
の
発
言
の
全
体
が
初
伝
各
人
に
み

え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
条
件
の
下
、
初
伝
各
自
は
、
北
宋
末
へ
向
か
う
社

会
状
況
の
中
で
自
ら
の
程
学
像
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
朱
薫
は
、
別
々
に
存
す

る
こ
れ
ら
の
程
学
像
の
も
と
の
資
料
全
体
を
み
る
。
そ
の
こ
と
で
程
門
の
像
と

は
異
な
る
も
の
と
し
て
程
陳
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
語
録
資

料
の
記
述
者
は
あ
く
ま
で
初
伝
の
人
々
で
あ
り
、
初
伝
以
下
、
南
宋
初
ま
で
の

程
学
像
は
、
こ
の
別
々
に
抱
か
れ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
二
程
像
が
基
本
で
あ
っ

た
ろ
う
。
細
か
い
こ
と
を
い
え
ば
、
右
の
如
く
程
門
初
伝
の
高
弟
の
傾
向
を
抽

出
す
る
と
き
に
わ
れ
わ
れ
が
前
提
と
し
て
予
測
し
た
　
「
程
蹄
ら
し
さ
」
と
い
う

徴
表
も
、
こ
の
朱
薫
の
像
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
初
伝
の
各
自
が
わ
れ

わ
れ
と
同
じ
よ
う
な
「
程
蹟
ら
し
さ
」
を
み
て
い
る
か
は
疑
わ
し
い
。
彼
ら
は

自
己
の
程
学
受
容
が
二
程
か
ら
す
れ
ば
　
「
屈
折
」
　
し
た
も
の
な
ど
と
は
思
っ
て

も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
朱
某
説
か
ら
一
度
身
を
引
き
離
す
必

要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
程
の
語
録
資
料
と
右
に
ふ
れ
た
初
伝
高
弟
の
傾
向
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
、
彼
ら
の
主
観
面
の
み
な
ら
ず
客
観
的
に
ど
う
い
う
も
の

に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
再
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
朱
薫
思
想

を
北
宋
の
程
学
の
展
開
と
し
て
発
生
論
的
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
朱
薫
の
像

を
前
提
と
し
た
二
程
と
朱
某
と
の
関
係
の
吟
味
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
り
、
程
門
初
伝
の
高
弟
の
思
想
の
検
討
を
は
さ
み
、
彼
ら
が
二
程
を
ど
う

受
け
と
め
た
か
、
な
ぜ
そ
う
受
け
と
め
た
か
を
顧
み
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
〔
④
〕
。

二
　
『
河
南
程
氏
遺
書
』
　
の
構
成
と
二
程
語
録
原
資
料
の
記
録
者

程
門
初
伝
の
位
置
を
考
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
二
程
思
想
を
再
考
す
る
と
い

ぅ
と
き
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
定
論
」
　
以
後
の
朱
薫
の
評
価
が
、
二
程
両
者

を
尊
重
し
つ
つ
も
程
陳
に
傾
き
、
さ
ら
に
朱
薫
の
発
想
か
ら
み
て
批
判
さ
れ
る

べ
き
同
時
代
の
人
士
の
思
想
に
程
顔
の
言
葉
が
類
似
す
る
点
が
あ
る
と
み
て
そ

の
部
分
を
警
戒
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
〔
⑤
〕
。
両
者
を
は
っ
き
り
区
別

す
る
こ
う
し
た
評
価
が
あ
り
、
の
ち
に
「
朱
子
学
」
が
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
た
め
、
後
世
、
二
程
を
論
ず
る
の
も
、
両
者
の
同
異
で
い
え
ば
、
多
く
は

そ
の
異
の
側
面
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
二
程
か
ら
朱
薫
に
至
る
展
開
を

考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
両
者
の
同
異
の
　
「
異
」
　
の
側
面
を
重
視
す
る
と
い
う

こ
の
朱
某
以
降
の
評
価
枠
を
前
提
と
す
る
の
は
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
同

異
を
ど
う
整
理
す
る
か
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、

朱
蕪
が
二
程
の
資
料
の
根
本
に
も
ど
っ
た
よ
う
に
、
や
は
り
現
存
資
料
の
根
本

を
振
り
返
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
検
討
の
対
象
と
し
て
は
、
現
存
す
る
第
一
の
語
録
資
料
で
あ
る
『
河

南
程
氏
遺
書
』
『
河
南
程
氏
外
書
』
(
以
下
、
程
氏
遺
書
も
し
く
は
遺
書
、
ま
た
程
氏

外
書
も
し
く
は
外
書
と
略
記
す
る
。
)
を
主
要
資
料
と
し
て
狙
上
に
の
ぽ
す
の
が
や

は
り
ふ
さ
わ
し
い
。
「
詩
学
」
と
い
う
、
前
代
に
比
べ
て
新
し
い
形
態
に
よ
っ

て
思
想
的
活
動
を
し
た
彼
ら
の
思
想
内
容
と
そ
の
思
想
表
現
形
態
を
く
み
と
る
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必
要
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
記
録
者
が
明
ら
か
に
初
伝
門
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

両
書
の
編
集
に
は
編
者
の
朱
某
の
手
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
は

な
る
。
し
か
し
以
前
に
論
じ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
両
書
の
資
料
の
中
心
部
分

は
、
朱
某
が
ゼ
ロ
か
ら
集
め
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
父
朱
松
に
お
い
て
ほ

ぼ
集
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
朱
薫
に
伝
わ
っ
た
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
両

書
の
中
で
相
対
的
に
重
要
な
『
遺
書
』
は
、
南
宋
半
ば
当
時
に
出
回
っ
て
い
た

語
録
系
の
他
の
二
程
資
料
に
比
べ
て
、
朱
蕪
に
伝
わ
っ
た
朱
薫
以
前
の
資
料
の

様
態
を
比
較
的
保
存
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
〔
⑥
〕
。
そ
こ
で
幾
分
の
警
戒
を
し

つ
つ
も
、
こ
れ
ら
を
主
要
な
資
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
以
下
、
両
書

の
う
ち
主
と
し
て
『
遺
書
』
　
の
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
、
初
伝
門
人
と
の
関
わ

り
と
い
う
、
従
来
の
論
と
は
若
干
異
な
る
視
点
か
ら
考
え
た
い
。

そ
の
『
河
南
程
氏
遺
書
』
二
十
五
巻
は
、
全
体
が
二
程
両
者
の
発
言
の
　
「
二

先
生
語
」
一
～
一
〇
、
程
頴
の
　
「
明
道
先
生
語
」
一
～
四
、
程
暖
の
　
「
伊
川
先

生
語
」
一
～
一
一
の
三
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
目
録
に

は
編
集
メ
モ
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
『
遺
書
』
各
巻
語
録

記
録
者
等
の
情
報
の
一
部
を
、
以
下
の
論
の
前
提
と
し
て
略
表
に
す
る
と
、
別

表
の
よ
う
で
あ
る
。

〔『程氏遺書』目録編集メモ一覧　略表〕

周

承

慈テキストは、F二程集』(王草魚点校、中華書局、一九八一年)による。粂数もこれによる。
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こ
の
略
表
か
ら
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
本
書
は
各
巻
ご
と
に
記
録
者
が
異
な

り
、
資
料
の
伝
承
者
は
と
も
か
く
も
、
そ
の
記
録
者
は
も
と
よ
り
初
伝
門
人
で

あ
る
。
そ
し
て
程
顛
の
没
年
が
元
豊
八
年
(
一
〇
八
五
)
で
あ
る
こ
と
と
、
記

録
者
の
師
事
期
と
か
ら
各
条
の
発
言
時
期
を
考
え
る
と
、
「
二
先
生
語
」
　
の
多

く
の
部
分
と
　
「
明
道
先
生
語
」
　
部
分
が
時
期
的
に
先
行
し
、
「
伊
州
先
生
語
」

部
分
の
ほ
と
ん
ど
が
程
顛
没
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
目
録
メ
モ
か
ら

わ
か
る
。
こ
の
こ
と
を
図
式
化
す
る
と
、
[
図
I
]
　
の
よ
う
に
な
る
。

・
[
図
I
]
　
一
〇
八
五
年

(
程
顛
没
)

一
一
〇
七
年

(
程
蹄
没
)

生先

●

T
伊
川
語

●●

a
…
程
対
語

b
…
二
一
先
生
語
」
中
の

程
顛
語
と
推
測
さ
れ
る
語

C
…
「
二
先
生
語
」
　
中
の

程
顛
・
程
臨
確
定
不
可
の
語

含
・
程
顛
死
後
の
程
瞭
語

d
…
「
二
先
生
語
」
中
の

程
醸
語
と
推
測
さ
れ
る
語

含
・
程
顛
死
後
の
程
蹄
語

e
…
複
願
在
世
中
の
程
蹟
語

I
・
∵
程
願
死
後
の
程
輯
語

程
門
初
伝
の
高
弟
と
し
て
先
に
あ
げ
た
玉
名
の
う
ち
、
芦
岸
以
外
の
四
名
は
、

無
寧
・
元
豊
年
間
に
程
顛
、
程
陳
の
両
者
に
師
事
し
、
芦
熔
だ
け
が
程
顔
の
死

後
に
程
煩
に
だ
け
師
事
し
た
と
い
う
関
係
に
な
る
。
『
遺
書
』
資
料
と
こ
の
彼

ら
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
い
う
と
、
謝
良
佐
は
『
遺
書
』
巻
三
　
「
二
先
生
語
・

謝
顕
道
記
憶
平
日
語
」
　
の
、
薛
酢
は
『
遺
書
』
巻
四
「
二
先
生
語
・
薛
定
夫
所

録
」
　
の
、
呂
大
臨
は
『
遺
書
』
巻
二
上
「
二
先
生
語
・
元
豊
己
未
呂
与
叔
東
見

二
先
生
語
」
、
巻
二
下
「
附
東
見
録
後
」
の
記
録
者
で
あ
る
。
楊
時
は
『
遺
書
』

の
記
録
者
に
は
入
ら
な
い
が
、
後
に
二
程
語
録
資
料
の
収
集
に
尽
力
す
る
〔
⑦
)
。

努
岸
も
記
録
者
に
は
入
ら
な
い
が
、
南
宋
に
出
回
っ
て
は
い
た
が
現
存
は
し
な

い
『
河
南
師
説
』
と
い
う
書
の
中
に
、
彼
が
記
録
し
た
程
転
の
語
録
が
入
る
と

い
う
〔
⑧
〕
。

謝
良
佐
録
は
、
二
程
の
発
言
を
程
轟
、
程
醸
ご
と
に
ま
と
め
る
。
程
顛
語
は

も
と
よ
り
初
見
時
か
ら
元
豊
八
年
(
一
〇
八
五
)
ま
で
の
間
に
限
定
さ
れ
る
が
、

程
蹄
語
の
下
限
は
確
定
不
可
。
呂
大
臨
、
薛
酢
録
は
、
お
お
む
ね
二
程
の
区
別

は
し
な
い
。
呂
大
臨
録
は
各
条
未
に
と
き
に
　
「
明
(
明
道
)
」
　
「
正
(
正
叔
=
程
蹄
の

字
)
」
　
の
メ
モ
が
入
る
。
こ
れ
が
朱
薫
メ
モ
だ
と
軽
暖
を
「
伊
(
川
)
」
と
書
く

と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
朱
某
が
付
け
た
も
の
で
は
な
く
、
「
伊
州
」
　
の

称
呼
が
ま
だ
で
き
て
お
ら
ず
「
明
道
」
　
の
称
呼
が
す
で
に
あ
る
、
程
願
死
後
の

程
陳
在
世
期
に
原
資
料
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
呂

大
臨
自
身
か
そ
れ
に
近
い
人
の
メ
モ
か
。
た
だ
し
初
伝
の
メ
モ
だ
と
す
る
と
、

な
ぜ
全
部
に
つ
い
て
い
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま

ず
こ
の
立
場
を
と
る
。
こ
の
呂
大
臨
録
中
の
程
臨
語
の
下
限
は
、
呂
氏
死
去
の

元
祐
七
年
二
〇
九
二
)
頃
だ
が
、
お
お
む
ね
程
願
在
世
中
の
も
の
と
思
わ
れ

る
。
薛
酢
録
に
お
け
る
程
臨
語
の
下
限
は
、
程
画
の
死
の
大
観
元
年
(
二
〇
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七
)
　
以
前
と
い
う
以
上
よ
り
に
は
定
め
ら
れ
な
い
。

こ
う
み
る
と
、
『
遺
書
』
に
お
け
る
二
程
初
伝
の
高
弟
た
ち
の
記
録
は
「
二

先
生
語
」
部
分
に
偏
り
、
そ
の
中
の
程
頴
の
発
言
の
下
限
は
そ
の
死
去
の
元
豊

八
年
だ
が
、
彼
ら
の
記
録
に
よ
る
「
二
先
生
語
」
中
の
程
暖
の
発
言
も
、
二
程

の
区
別
困
難
な
そ
の
論
調
、
ま
た
程
蹟
独
自
の
表
現
が
み
ら
れ
る
-
部
分
と
の

比
較
か
ら
し
て
、
同
時
期
の
も
の
、
降
っ
て
も
晩
年
で
は
な
く
元
祐
期
の
も
の

が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
わ
れ
る
。
出
会
い
に
お
け
る
師
説
の
授
受
形
態
と
そ
の
内

容
、
師
の
死
後
に
お
け
る
師
の
顕
彰
と
受
容
し
た
説
の
変
容
と
い
っ
た
こ
と
が
、

師
弟
関
係
と
い
う
問
題
の
吟
味
す
べ
き
要
点
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

こ
と
か
ら
す
る
と
、
努
岸
以
外
の
四
名
に
と
っ
て
の
程
学
と
の
出
会
い
と
は
、

『
遺
書
』
で
い
え
ば
、
「
二
先
生
語
」
部
分
に
あ
ら
わ
れ
た
程
顛
在
世
中
の
二

程
の
思
想
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
〔
⑨
〕
。

三
　
『
程
氏
遺
書
』
に
お
け
る
程
学
思
想
要
素
の
発
言
分
布

こ
の
確
認
の
上
で
、
語
録
に
み
え
る
二
程
思
想
の
重
要
要
素
の
分
布
様
態
を

振
り
返
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、
本
節
結
論
の
先

取
り
に
な
る
が
、
『
遺
書
』
巻
二
の
呂
大
晦
録
の
語
録
が
占
め
る
重
い
位
置
で

あ
り
、
ま
た
彼
の
も
と
の
師
で
あ
る
張
我
の
関
係
者
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
関
学

の
儒
学
思
想
と
の
交
流
が
、
二
程
の
思
想
表
現
の
中
で
重
大
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

程
門
初
伝
か
ら
朱
蕪
、
ま
た
そ
れ
以
降
へ
思
想
史
的
に
大
き
く
影
響
を
与
え

た
点
か
ら
い
う
と
、
朱
薫
が
そ
の
「
定
論
」
形
成
時
に
注
目
し
た
二
程
の
思
想

は
、
お
お
む
ね
「
伊
川
先
生
語
」
部
分
に
み
え
る
、
「
敬
」
説
と
「
格
物
窮
理
」

説
の
い
わ
ば
「
修
己
」
論
で
あ
っ
た
l
(
『
朱
文
公
文
集
』
「
巳
発
未
発
説
」
及
び
『
大

学
或
間
』
参
照
)
。
そ
の
両
説
の
前
提
に
は
、
修
己
す
る
主
体
の
あ
り
方
を
説
く

人
間
論
、
す
な
わ
ち
「
性
」
論
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
人
間
と
人
間
以
外
の
も
の

を
貫
い
て
も
の
の
あ
り
方
を
い
う
、
「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
が
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
　
「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
の
由
来
を
説
明
す
る
所
に
位
置
す
る
論
と
し
て
、

「
生
生
」
　
の
思
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
他
、
北
宋
の

新
法
・
旧
法
党
の
政
治
路
線
争
い
に
関
わ
る
議
論
や
、
出
処
進
退
の
論
な
ど
も

あ
り
、
二
程
を
北
宋
に
生
き
た
人
と
し
て
み
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
も
重
要
で
は

あ
る
。
し
か
し
政
治
過
程
の
現
場
に
関
わ
る
論
は
い
わ
ば
現
象
論
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
り
、
程
学
初
伝
の
人
々
は
確
か
に
そ
の
現
場
に
い
た
が
、
時
を
隔
て

た
朱
蕪
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
対
応
の
現
象
論
的
部
分
が
淘
汰
さ
れ
、
時
勢
へ
の

対
応
を
生
み
出
す
原
理
的
部
分
が
注
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
み
た

場
合
、
右
の
五
着
に
関
わ
る
発
言
を
こ
こ
で
は
原
理
的
な
論
と
み
て
い
き
た
い
。

さ
て
朱
薫
と
の
関
係
で
は
、
右
の
よ
う
に
敬
説
と
格
物
窮
理
説
の
修
己
論
、

こ
と
に
程
醸
説
、
つ
ま
り
「
伊
川
先
生
語
」
部
分
の
影
響
が
大
き
い
。
そ
の
敬

説
と
格
物
窮
理
説
は
、
性
論
、
「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
、
「
生
生
」
　
の
論
を
基
礎

と
し
、
そ
れ
ら
の
発
言
は
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
と
も
に
み
ら
れ
る
。
以
下
、
こ

れ
ら
の
発
言
の
分
布
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
た
だ
し
性
論
に
関
す
る
二
程
の

語
り
に
は
周
知
の
よ
う
に
傾
向
の
相
違
が
み
ら
れ
、
そ
の
相
違
の
意
味
は
、

「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
、
「
生
生
」
　
の
論
の
性
格
の
理
解
を
踏
ま
え
て
こ
そ
了

解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
先
に
　
「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
、
「
生
生
」
　
の

論
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
な
お
こ
こ
で
は
『
遺
書
』
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

説
の
分
布
様
態
と
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
各
説
の
内
容
説

明
は
こ
の
目
的
に
必
要
な
範
囲
に
限
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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a
、
「
理
」
「
天
理
」
　
の
論
、
「
生
生
」
　
の
論

「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
思
想
史
上
で
二
程
の
名
を
不

朽
に
す
る
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
論
は
、
表
現
に
含
み
が
多
く
て
必
ず
し

も
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
　
「
朱
子
学
」
　
以
降
は
理
気
論
と
し
て

整
備
さ
れ
た
姿
で
流
布
し
て
い
く
た
め
、
か
え
っ
て
そ
の
原
初
的
表
現
に
含
ま

れ
て
い
た
広
が
り
が
忘
れ
ら
れ
て
い
く
感
が
あ
る
。
「
天
理
」
　
に
つ
い
て
は
、

程
顔
に
「
天
理
の
二
字
は
自
分
が
体
得
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
だ
」
と
い
う
語
が
、

『
上
察
語
録
』
巻
上
か
ら
収
録
し
た
も
の
と
し
て
『
外
書
』
に
み
え
る
。
し
か

し
こ
の
発
言
だ
け
か
ら
程
顛
に
お
け
る
　
「
天
理
」
説
の
独
創
性
を
読
み
込
む
の

は
危
険
で
あ
る
。
こ
の
　
「
天
理
」
　
に
つ
い
て
は
二
程
の
用
法
を
き
ち
ん
と
追
わ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
近
年
、
溝
口
雄
三
氏
は
、
北
宋
の
二
程
以
前
及
び
後
世
の

朱
蕪
の
用
法
と
の
ち
が
い
を
検
討
し
、
二
程
の
そ
れ
が
宇
宙
論
的
感
覚
を
ひ
き

ず
る
こ
と
を
説
き
、
古
代
か
ら
宋
以
降
に
至
る
「
天
」
観
念
の
展
開
を
射
程
に

入
れ
た
大
き
な
視
野
か
ら
こ
の
表
現
の
思
想
史
上
の
意
味
を
検
討
し
た
〔
⑳
〕
。

本
稿
で
は
、
次
の
　
「
生
生
」
　
の
論
も
含
め
て
、
『
遺
書
』
に
お
け
る
二
程
の
発

言
の
分
布
、
そ
の
記
録
者
と
い
う
視
点
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
程
に
あ
っ

て
そ
う
い
う
宇
宙
論
的
感
覚
が
あ
ら
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
天
理
」
　
に
関
す
る
『
遺
書
』
中
の
発
言
は
、
よ
り
詳
し
く
み
る
と
、
「
明

道
先
生
語
」
部
分
に
四
条
、
「
伊
川
先
生
語
」
部
分
に
十
九
条
、
「
二
先
生
語
」

部
分
に
二
十
条
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
語
は
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
「
天
理
・
人
欲
」

と
し
て
み
え
る
対
の
表
現
が
あ
り
、
『
遺
書
』
　
の
発
言
に
は
こ
の
楽
記
篇
の
表

現
を
説
明
の
対
象
と
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
の
で
、
「
天
理
」
　
の
語
が
な
に
か

を
説
明
す
る
た
め
の
新
し
い
術
語
、
ま
た
そ
の
新
し
い
術
語
で
あ
る
こ
と
を
さ

ら
に
説
明
す
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
発
言
は
絞
ら
れ
る
。
そ
の
絞
ら
れ

た
も
の
に
つ
い
て
そ
の
用
法
を
み
る
と
、
「
二
先
生
語
」
　
部
分
の
呂
大
臨
録
で

説
か
れ
る
も
の
に
十
五
条
あ
り
、
そ
の
中
に
特
徴
的
で
興
味
深
い
も
の
が
多
く

み
ら
れ
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
に
い
う
。
た
だ
し
二
程
の
い
ず
れ
か
は
特
定
で
き
な
い
。

天
理
と
い
う
の
は
、
こ
の
ひ
と
つ
の
道
理
で
あ
っ
て
、
窮
ま
り
つ
き
る
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。
「
秦
の
為
め
に
存
せ
ず
、
楽
の
為
め
に
亡
び
ず
」
　
な
の

だ
。
人
は
こ
れ
を
得
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
う
ん
と
う
ま
く
い

っ
て
い
て
も
加
わ
る
こ
と
は
な
い
し
、
困
窮
し
て
ひ
っ
こ
ん
で
い
て
も
へ

る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
存
亡
と
か
加
減
す
る
こ

と
と
か
を
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
も
と
も
と
少
し
も

欠
け
る
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
理
が
具
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
(
天
理

云
者
、
這
一
箇
道
理
、
更
有
甚
窮
巳
。
不
為
尭
存
、
不
為
突
亡
。
人
得
之
者
、
故

大
行
不
加
、
窮
居
不
損
。
道
上
頭
来
、
更
忠
生
説
得
存
亡
加
減
。
是
佗
元
無
少
欠
、

百
理
具
備
。
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
二
上
第
一
一
七
条
)

二
程
は
、
世
の
中
の
具
体
的
な
個
々
の
道
理
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
人
為
の
側

か
ら
は
左
右
で
き
な
い
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
は
神
秘
的
な
人
格
神
的
な
も
の
の

意
志
な
ど
で
は
な
く
て
　
「
道
理
」
　
と
し
て
あ
る
こ
と
を
、
「
天
理
」
　
と
い
う
語

で
語
る
。
ま
た
、
や
は
り
二
程
の
い
ず
れ
か
は
特
定
で
き
な
い
が
、
次
の
よ
う

に
も
い
う
。

万
物
は
す
べ
て
ひ
と
つ
の
天
理
に
は
か
な
ら
ず
、
己
れ
は
ど
う
し
て
関
与

で
き
よ
う
か
。
「
天
有
罪
を
討
つ
、
五
刑
五
用
せ
よ
。
天
有
徳
に
命
ず
、

五
脱
五
幸
せ
よ
。
」
　
(
書
・
皐
陶
讃
)
　
と
い
う
の
な
ど
は
、
こ
れ
は
ま
っ
た

く
天
理
と
し
て
自
然
に
こ
う
あ
る
べ
き
こ
と
な
の
だ
。
人
が
い
つ
関
与
し
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よ
う
か
。
関
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
私
意
で
あ
る
。
善
が
あ
り
悪
が

あ
る
。
善
は
道
理
と
し
て
喜
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
五
服
に
順
序
が
あ
っ
て
そ

の
模
様
で
ラ
ン
ク
づ
け
し
て
顕
彰
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
悪
は
道
理
と
し

て
憎
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
人
自
身
が
道
理
を
滅
ぼ
し
た
た
め
に
、
五
つ

の
刑
が
五
つ
に
執
行
さ
れ
る
。
そ
こ
に
喜
怒
の
情
が
入
ろ
う
か
。
(
以
下
、

略
)
　
(
万
物
皆
只
是
一
箇
天
理
、
己
何
与
鳶
。
至
如
言
天
討
有
罪
、
五
刑
五
用
故
。

天
命
有
徳
、
五
服
玉
章
故
。
比
都
只
是
天
理
自
然
当
如
比
。
人
幾
時
与
。
与
別
便

是
私
意
。
有
善
有
悪
。
善
則
理
当
喜
、
如
五
服
自
有
一
箇
次
第
以
章
頭
之
。
悪
則

理
当
惑
二
二
作
怒
〕
、
彼
自
絶
於
理
、
故
五
刑
五
用
、
昂
嘗
容
心
喜
怒
於
共
闘
故
。

…
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
二
上
第
一
一
一
条
)

こ
の
　
「
天
理
」
　
は
、
「
人
の
意
志
や
行
為
と
因
果
関
係
を
と
り
結
ぶ
こ
と
の
な

い
自
然
法
則
が
天
人
の
領
域
を
貫
い
て
宇
宙
万
物
に
貫
流
し
て
い
る
、
そ
の
法

則
ま
た
法
則
性
」
　
の
こ
と
と
溝
口
氏
が
い
う
も
の
で
あ
り
〔
⑱
〕
、
右
の
条
と
同

じ
思
考
下
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
そ
う
し
た
　
「
天
理
」
観
念
に
よ
っ
て
、
経

書
中
の
人
格
神
的
な
天
観
念
が
示
さ
れ
た
記
述
が
、
そ
の
人
格
神
的
天
に
随
順

す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
天
理
」
を
見
通
す
人
の
主
体
性
が
発
揮
さ
れ

る
し
く
み
を
い
う
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
の
　
「
天
理
」
を
い
う
所
に
は
、
万
物
が
相
関
し
つ
つ
、
人

の
悪
意
以
前
に
有
る
よ
う
に
世
界
は
あ
り
、
人
は
そ
の
現
実
を
出
発
点
と
す
る

の
だ
と
み
て
い
く
強
い
姿
勢
が
う
か
が
え
る
〔
⑬
〕
。
し
か
も
そ
の
世
界
は
「
善
」

な
る
も
の
の
み
で
な
り
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
悪
」
　
な
る
も
の
も
あ

る
。
そ
の
現
実
に
密
着
す
る
と
し
た
場
合
に
は
、
「
天
理
」
に
お
い
て
こ
の
「
悪
」

な
る
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
も
無
理
が
あ
る
。
程
詔
は
こ
の
点
か
ら
、
「
天
理
」

と
し
て
の
こ
の
世
界
が
　
「
悪
」
　
な
る
も
の
も
含
め
て
有
る
よ
う
に
あ
る
と
い
う

こ
と
を
こ
う
い
う
。

事
に
善
が
有
り
悪
が
有
る
の
は
、
す
べ
て
天
理
で
あ
る
。
天
理
の
中
の
物

に
は
、
か
な
ら
ず
美
悪
が
あ
る
。
「
物
の
斉
し
か
ら
ざ
る
は
、
物
の
情
な

り
」
(
孟
子
)
な
の
だ
。
た
だ
こ
れ
を
明
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
か

ら
悪
に
入
っ
て
、
欲
望
の
対
象
に
流
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
(
事
有
善
有
悪
、

皆
天
理
也
。
天
理
中
物
、
須
有
美
悪
。
蓋
物
之
不
斉
、
物
之
情
也
。
但
当
察
之
、

不
可
白
人
於
悪
、
流
於
一
物
。
)

(
巻
二
上
第
二
九
条
。
条
未
メ
モ
は
程
顛
語
と
す
る
)

こ
の
現
実
が
踏
ま
え
ら
れ
て
こ
そ
、
右
の
よ
う
に
「
善
は
道
理
と
し
て
喜
ぶ
べ

き
、
悪
は
道
理
と
し
て
憎
む
べ
き
」
と
か
、
「
自
分
か
ら
悪
に
入
っ
て
、
欲
望

の
対
象
に
流
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
か
と
い
う
、
倫
理
的
判
断
を
下
し
て
い

く
実
践
と
学
問
の
領
域
が
主
体
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
天
理
」
と
し

て
あ
る
価
値
的
に
多
様
な
「
物
」
と
の
関
わ
り
の
中
に
あ
る
と
い
う
自
覚
が
、

わ
が
身
も
「
物
」
　
で
あ
る
こ
と
か
ら
自
己
の
陶
冶
に
つ
な
が
り
、
自
己
に
向
か

う
こ
と
が
ま
た
わ
が
身
も
「
物
」
で
あ
る
か
ら
他
者
と
の
つ
な
が
り
に
向
か
う
。

そ
の
根
底
を
支
え
る
も
の
と
し
て
「
天
理
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

「
二
先
生
語
」
呂
大
臨
録
部
分
に
お
い
て
、
「
万
物
」
と
い
う
、
物
の
あ
り

方
の
全
体
に
関
わ
る
地
平
を
問
題
と
し
て
「
天
理
」
の
語
が
語
ら
れ
、
ま
た
「
理
」

は
そ
の
中
の
個
別
の
物
・
事
の
あ
り
方
を
い
う
も
の
と
し
て
表
出
さ
れ
る
。
か

つ
そ
れ
は
、
人
の
主
体
性
の
方
向
を
規
定
す
る
場
と
な
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ

る
。
「
二
先
生
語
」
　
の
特
に
こ
の
呂
大
臨
の
記
録
に
は
、
程
露
語
を
基
詞
と
し

つ
つ
、
「
万
物
」
の
あ
り
方
全
体
に
関
わ
る
こ
の
よ
う
な
「
天
理
」
の
表
現
が
、

特
徴
的
な
も
の
と
し
て
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
万
物
」
　
の
あ
り
方
全
体
を
問
う
安
刃
石
宜
に
は
、
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そ
の
前
提
と
し
て
、
万
物
の
そ
も
そ
も
の
形
成
を
問
う
意
識
が
あ
る
こ
と
が
予

汎
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
思
考
が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
発
言
と
し
て
み

ら
れ
る
「
生
生
」
　
の
論
で
あ
る
。

「
生
生
を
之
れ
易
と
謂
う
」
　
(
易
)
と
は
、
こ
れ
が
天
が
道
で
あ
る
わ
け

だ
。
天
は
ま
さ
に
生
を
道
と
す
る
。
生
と
い
う
こ
の
道
理
を
受
け
継
ぐ
者

が
、
つ
ま
り
は
善
な
の
だ
。
善
に
は
つ
ま
り
元
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
「
元

と
は
善
の
長
な
り
」
　
(
易
)
と
い
う
の
だ
。
万
物
に
す
べ
て
春
意
が
あ
る

の
は
、
つ
ま
り
　
「
之
を
継
ぐ
者
は
善
」
　
(
易
)
と
い
う
こ
と
だ
。
「
之
を
成

す
者
は
性
な
り
」
(
易
)
と
は
、
(
性
が
成
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
)
「
成
」

は
、
そ
の
万
物
が
自
か
ら
を
つ
く
り
あ
げ
て
こ
そ
、
そ
の
性
が
そ
な
わ
る

こ
と
な
の
だ
。
(
生
生
之
謂
易
、
是
天
之
所
以
為
道
也
。
天
只
是
以
生
為
遺
、
継

比
生
理
者
、
即
是
善
也
。
善
便
有
一
箇
元
底
意
思
。
元
者
善
之
長
、
万
物
皆
有
春

意
、
便
是
継
之
者
善
也
。
成
之
者
性
也
、
成
却
持
　
物
日
成
、
其
性
須
得
。
)

(
巻
二
上
第
一
〇
八
条
)

こ
の
世
界
の
実
在
を
基
礎
づ
け
る
「
道
」
　
の
　
「
生
生
」
と
い
う
働
き
に
よ
り
万

物
は
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
　
「
生
生
」
　
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
そ
う
で
あ

る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。

こ
の
　
「
生
生
」
　
の
論
は
、
二
程
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
で
も
、
「
明
道
先
生
語
」

部
分
に
お
い
て
は
、

「
天
地
の
大
徳
を
ば
生
と
日
う
」
　
「
天
地
細
線
し
、
万
物
化
醇
す
」
(
易
)
、

「
生
を
之
れ
性
と
謂
う
」
　
(
孟
子
)
〔
原
注
-
告
子
の
こ
の
言
葉
は
よ
い
が
、
犬

の
性
は
ち
ょ
う
ど
牛
の
性
、
牛
の
性
は
ち
ょ
う
ど
人
の
性
の
よ
う
だ
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
あ
や
ま
り
だ
。
〕
と
い
う
が
、
万
物
に
そ
な
わ
る
生
き
ん
と
す
る

こ
こ
ろ
こ
そ
最
も
み
て
と
る
べ
き
こ
と
だ
。
こ
れ
が
　
「
元
と
は
善
の
長
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
所
謂
る
仁
だ
。
人
は
天
地
と
ひ
と
つ
の
も
の
だ
。

な
の
に
人
が
わ
ざ
わ
ざ
自
か
ら
を
小
さ
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
ど
う

し
た
こ
と
か
。
(
天
地
之
大
徳
日
生
。
天
地
姻
組
、
万
物
化
醇
。
生
之
謂
性
。
〔
告

子
比
言
是
、
而
謂
犬
之
性
猶
牛
之
性
、
牛
之
性
猶
人
之
性
、
則
非
也
。
〕
万
物
之
生

意
最
可
観
。
比
元
者
善
之
長
也
。
斯
所
謂
仁
也
。
人
与
天
地
一
物
也
。
両
人
特
自

小
之
、
何
耶
。
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
一
一
第
四
一
条
、
程
顛
語
)

と
語
ら
れ
、
「
伊
川
先
生
語
」
　
部
分
に
お
い
て
も
、

道
は
自
然
に
万
物
を
生
み
出
し
て
い
る
。
今
、
か
の
よ
う
に
春
に
は
生
ま

れ
夏
に
は
成
長
す
る
と
い
う
の
な
ど
は
、
す
べ
て
生
む
と
い
う
道
の
働
き

な
の
だ
。
あ
と
の
生
長
は
、
も
う
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
気
に
よ
る
と
い
っ

て
は
な
ら
な
い
。
あ
と
に
生
長
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
い
う
の
は
、
道
は

自
然
に
生
生
し
て
や
す
ま
な
い
た
め
だ
。
(
道
則
自
然
生
万
物
。
今
夫
春
生
夏

長
了
一
番
、
皆
是
道
之
生
。
後
来
生
長
、
不
可
道
却
将
既
生
之
気
。
後
来
却
要
生

長
、
道
則
自
然
生
生
不
息
。
)
　
　
　
　
　
　
(
巻
一
五
第
四
七
条
、
程
醗
語
)

と
、
同
じ
内
容
に
近
い
も
の
と
し
て
み
え
て
お
り
、
両
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た

思
考
で
あ
っ
た
。

「
道
」
　
の
こ
の
　
「
生
生
」
　
の
働
き
に
よ
っ
て
　
「
物
」
　
は
生
ま
れ
る
が
、
そ
の

「
物
」
　
は
程
顛
に
よ
れ
ば
、

天
地
万
物
の
あ
り
方
は
、
単
独
で
は
な
く
必
ず
対
が
あ
り
、
す
べ
て
自
ず

と
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
作
為
が
入
っ
て
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。
毎
晩

こ
れ
を
思
い
、
う
れ
し
く
て
思
わ
ず
手
が
舞
い
、
足
が
躍
り
だ
す
。
(
天

地
万
物
之
理
、
無
独
必
有
対
、
皆
自
然
而
然
、
非
有
按
排
也
。
毎
中
夜
以
恩
、
不

知
手
之
舞
之
、
足
之
踏
之
也
。
)
　
　
　
　
　
(
巻
一
一
第
四
五
条
、
程
顛
語
)

と
、
す
べ
て
相
互
に
連
関
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
認
識
も
、
「
天
地
の
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間
に
は
、
働
き
か
け
と
応
答
の
連
鎖
が
あ
る
だ
け
だ
。
ほ
か
に
何
が
あ
ろ
う
か
。

(
天
地
之
間
、
只
有
一
箇
感
与
応
而
巳
、
更
有
甚
事
)
」
　
(
巻
一
五
第
六
九
条
、
程
蹄
語
)

と
み
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
程
疎
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

程
顛
が
天
地
万
物
の
　
「
理
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
相
関
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

が
そ
う
あ
る
所
に
「
理
」
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
　
「
物
」
　
の
そ
う
し
た
あ
り
方
総

体
に
「
天
理
」
を
み
て
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
の
あ
り
方
を
い
う

文
脈
で
あ
る
が
、
程
顛
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

い
っ
た
い
天
が
物
を
生
ず
る
と
き
に
は
、
長
が
あ
り
短
が
あ
り
、
大
が
あ

り
小
が
あ
る
。
君
子
は
そ
の
大
を
得
て
い
る
の
だ
。
ど
う
し
て
小
な
る
も

の
を
大
き
く
し
え
よ
う
か
。
天
理
と
し
て
こ
う
な
の
だ
。
ど
う
し
て
逆
ら

え
よ
う
か
。
(
夫
天
之
生
物
也
、
有
長
有
短
、
有
大
有
小
。
君
子
得
其
大
兵
、
安

可
使
小
者
亦
大
平
。
天
理
如
比
、
堂
可
逆
哉
。
)

(
巻
一
一
第
九
〇
条
、
程
顛
語
)

し
か
し
こ
の
　
「
生
生
」
　
の
論
を
直
接
に
語
る
発
言
は
、
実
は
さ
ほ
ど
多
く
は

な
い
〔
⑬
〕
。
本
稿
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
「
明
道
先
生
語
」
以
外

の
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
、
巻
二
の
呂
大
臨
の
記
録
、
ま
た
　
「
伊
川
先
生
語
」
部
分
で

あ
り
な
が
ら
程
願
在
世
中
の
も
の
と
み
ら
れ
る
巻
一
五
の
　
「
入
関
語
録
」
と
い

っ
た
、
張
我
の
関
学
に
関
わ
る
士
人
と
の
対
話
、
な
い
し
は
そ
の
人
々
が
記
録

し
た
語
録
に
か
た
よ
っ
て
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
生
生
」
と
い
う

こ
と
と
　
「
万
物
一
体
」
と
　
「
理
」
と
の
三
者
を
セ
ッ
ト
で
い
う
、
次
の
発
言
が

呂
大
臨
録
に
あ
る
の
は
、
以
上
の
　
「
理
」
　
「
天
理
」
　
の
論
の
特
徴
的
な
部
分
と

「
生
生
」
　
の
論
の
表
出
が
、
こ
の
関
学
に
関
わ
る
士
人
と
の
対
話
の
中
で
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

万
物
が
一
体
だ
と
い
う
わ
け
は
、
す
べ
て
こ
の
理
が
そ
な
わ
っ
て
、
た
だ

そ
こ
か
ら
来
る
た
め
で
あ
る
。
「
生
生
を
之
れ
易
と
謂
う
」
　
の
は
、
生
ず

る
の
は
一
時
に
生
じ
、
す
べ
て
こ
の
理
を
き
っ
ぱ
り
そ
な
え
る
の
だ
。
人

は
推
明
で
き
る
が
、
物
は
気
が
昏
く
て
推
明
で
き
な
い
。
だ
が
そ
う
し
た

物
が
あ
ず
か
り
そ
な
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
は
自
己
中
心

的
と
な
り
、
自
分
の
身
体
か
ら
心
を
起
こ
す
た
め
に
、
道
理
を
み
て
こ
れ

を
小
さ
く
み
な
し
て
し
ま
う
。
こ
の
身
を
の
び
ひ
ろ
げ
、
万
物
の
中
で
ま

っ
た
く
同
じ
く
み
て
い
け
ば
、
お
お
い
に
気
持
ち
が
よ
か
ろ
う
。
(
以
下
、

略
)
　
　
(
所
以
万
物
一
体
者
、
皆
有
比
理
、
只
為
従
那
裏
来
。
生
生
之
謂
易
、
生

別
一
時
生
、
皆
完
比
理
。
人
則
能
推
、
物
則
気
昏
、
推
不
得
。
不
可
道
他
物
不
与

有
也
。
人
只
為
自
私
、
将
自
家
躯
殻
上
頭
起
意
、
故
看
得
道
理
小
了
佗
底
。
放
這

身
来
、
都
在
万
物
中
一
例
看
、
大
小
大
快
活
。
…
)

(
巻
二
上
第
一
三
五
条
)

「
只
為
従
那
裏
来
」
と
い
う
箇
所
は
難
解
で
あ
り
、
存
在
と
し
て
は
連
続
す
る

「
気
」
を
基
体
と
し
て
道
の
　
「
生
生
」
　
の
働
き
に
よ
っ
て
　
「
も
の
」
が
形
成
さ

れ
る
に
あ
た
り
、
他
の
も
の
と
連
関
し
つ
つ
そ
の
も
の
を
そ
の
も
の
た
る
も
の

と
な
す
理
が
そ
こ
に
そ
な
わ
っ
て
、
理
気
一
体
と
し
て
そ
の
も
の
が
　
「
も
の
」

と
な
り
、
他
で
も
な
い
わ
が
身
も
他
の
も
の
と
同
じ
く
そ
の
万
物
形
成
の
本
質

を
内
包
し
て
　
「
生
生
」
　
し
た
　
「
も
の
」
　
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
う
と
思
わ

れ
、
先
学
の
仔
細
な
議
論
が
あ
る
が
【
3
)
、
こ
の
条
に
は
、
「
生
生
」
、
「
物
」

を
構
成
す
る
　
「
気
」
、
そ
の
あ
り
方
を
い
う
　
「
理
」
、
そ
の
　
「
功
」
　
の
一
つ
と

し
て
の
人
が
、
自
身
が
そ
う
で
あ
る
そ
の
　
「
功
」
　
の
あ
り
方
に
沿
う
.
へ
き
と
い

っ
た
、
以
上
ま
で
に
ふ
れ
た
諸
要
素
が
す
.
へ
て
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
人

の
心
の
あ
り
方
と
い
う
方
向
で
編
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
で
諸
要

素
が
き
れ
い
に
そ
ろ
っ
た
発
言
は
、
『
遺
書
』
　
の
呂
大
臨
録
の
巻
以
外
の
箇
所
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に
は
み
ら
れ
な
い
〔
⑬
〕
。

い
っ
た
い
語
録
の
あ
る
条
が
記
録
さ
れ
る
事
情
は
多
様
に
考
え
ら
れ
る
が
、

一
般
的
に
は
、
あ
る
発
言
の
前
提
に
は
、
単
数
か
複
数
か
は
と
も
あ
れ
対
話
者

が
お
り
、
そ
の
対
話
者
の
質
問
な
い
し
は
質
問
に
準
ず
る
問
題
意
識
の
場
が
あ

り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
当
該
発
言
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
二
程
の

発
言
の
前
提
と
な
る
質
問
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
『
遺
書
』
に
は
多
く
は

な
い
が
、
質
問
な
い
し
は
対
話
者
の
問
題
ぬ
き
に
各
発
言
は
な
い
。
逆
に
い
え

ば
、
発
言
を
応
答
の
結
果
と
し
て
み
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
応
え
る
の
か
と
問

ぅ
こ
と
に
よ
り
、
質
問
な
い
し
は
対
話
者
が
求
め
る
課
題
を
あ
る
程
度
予
測
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
う
み
た
と
き
に
「
理
」
「
天
理
」
の
表
現
と
「
生
生
」

の
論
が
呂
大
臨
録
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
の
か
。

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
呂
大
臨
は
、
無
寧
一
〇
年
二
〇
七
七
)
に

死
去
し
た
張
載
の
も
と
門
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

関
中
の
奥
地
、
鳳
翔
府
に
棲
ん
で
い
た
張
載
は
、
二
程
の
母
方
の
姻
戚
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
二
程
と
親
し
く
交
流
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
万
物
の
構

成
基
体
と
し
て
伝
統
的
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
気
」
に
着
目
し
、
そ
の

「
気
」
が
無
限
に
拡
散
し
た
様
態
の
気
を
「
太
虚
」
と
名
づ
け
つ
つ
、
そ
の
「
太

虚
」
は
「
無
」
　
で
は
な
く
「
太
虚
即
気
」
で
あ
り
「
気
」
　
の
　
「
本
体
」
　
で
あ
る

と
し
て
、
「
気
」
　
へ
の
思
索
を
深
め
て
も
の
の
あ
り
方
、
人
、
こ
こ
ろ
の
あ
り

方
を
基
礎
づ
け
、
さ
ら
に
気
質
の
変
化
と
い
う
修
己
の
実
践
を
説
く
　
(
『
正

妻
』
)
。
そ
れ
は
仏
教
の
唯
心
論
に
対
抗
し
て
こ
こ
ろ
の
社
会
性
を
基
礎
づ
け

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
〔
⑳
)
。
一
方
、
二
程
堕
l
　
こ
の
「
太
虚
」
の
論
に
つ

い
て
、

清
と
か
虚
の
き
わ
ま
り
を
特
別
に
み
な
し
て
万
物
の
本
源
と
す
る
の
は
、

(
気
の
濁
や
実
の
由
来
を
詰
め
ら
れ
な
く
す
る
た
め
に
)
あ
や
う
か
ろ
う
。
清

濁
虚
実
に
渡
っ
て
こ
そ
(
本
源
す
な
わ
ち
道
の
働
き
の
、
『
易
』
に
い
う
)
神

妙
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
だ
。
道
は
す
べ
て
の
物
に
そ
の
も
の
の
本
源

と
な
っ
て
そ
な
わ
っ
て
い
て
、
限
定
的
に
特
定
の
物
に
働
く
と
い
う
は
ず

が
な
い
。
(
立
滑
虚
一
大
為
万
物
之
源
、
恐
未
安
。
須
兼
清
濁
虚
実
乃
可
言
神
。

道
体
物
不
遺
、
不
応
有
方
所
。
)
　
　
　
　
　
　
(
『
遺
書
』
巻
二
上
第
六
一
条
)

と
い
い
、
ま
た
張
載
が
心
の
働
き
を
「
見
聞
の
知
」
と
「
徳
性
の
知
」
に
区
分

け
し
て
説
明
す
る
そ
の
説
き
方
が
主
知
に
傾
く
点
を
批
判
し
(
同
第
六
九
条
、

程
蹄
語
)
、
張
我
の
こ
の
論
が
世
界
の
形
成
の
単
な
る
筋
の
通
っ
た
主
知
的
説

明
に
傾
き
、
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
な
が
る
心
の
陶
冶
を
わ
が
身
の
も
の
と
し

て
と
り
組
む
と
い
う
回
路
が
弱
い
と
み
て
い
た
と
思
わ
れ
る
【
⑰
〕
。

張
載
説
へ
の
こ
の
批
判
を
も
含
む
『
遺
書
』
呂
大
臨
録
の
中
心
部
分
は
、
目

録
メ
モ
に
よ
る
と
先
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
元
豊
二
年
(
一
〇
七
九
)
の
記

録
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
呂
大
臨
が
二
程
の
語
を
記
録
し
て
い
る
理

由
を
問
い
直
す
こ
と
に
想
到
す
る
と
、
二
程
と
の
接
点
で
結
果
的
に
露
わ
に
な

る
こ
の
問
題
点
は
、
張
我
の
死
後
、
呂
大
臨
に
は
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
張
載
没
後
の
元
豊
三
年
二
〇
八
〇
)
に
程
臨
が
関
中
に

旅
行
し
た
と
き
に
(
『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
八
、
程
臨
「
薙
行
録
」
)
、
呂
大
塩
も
含

む
関
中
で
同
行
し
た
人
士
が
記
録
し
た
も
の
と
朱
薫
に
推
測
さ
れ
る
『
遺
書
』

巻
一
五
「
入
関
語
録
」
で
敬
説
が
「
思
慮
紛
擾
」
と
い
う
問
題
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
張
載
説
と
二
程
説
の
こ
の
す
り
あ
わ
せ
の
延

長
の
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
〔
⑳
〕
。
張
我
の
　
「
太
虚
」
と
二
程
の
　
「
天
理
」

と
は
、
万
物
の
形
成
と
も
の
の
あ
り
方
を
説
き
、
心
の
実
践
を
基
礎
づ
け
る
位
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屁
に
あ
る
概
念
と
い
う
意
味
で
、
修
己
論
部
分
の
思
考
が
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り
、

説
の
構
成
が
両
者
は
相
似
す
る
。
こ
の
中
で
関
学
の
士
が
、
二
程
説
へ
の
相
違

や
、
師
の
張
載
説
に
対
し
そ
れ
ま
で
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
難
点
を
覚
え
て
質

問
し
、
こ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
応
答
が
呂
大
臨
録
、
ま
た
　
「
入
関
語
録
」
　
に

お
け
る
二
程
の
語
で
あ
る
と
す
る
と
、
以
上
に
述
べ
た
　
「
理
」
　
「
天
理
」
の
論
、

「
生
生
」
　
の
論
が
こ
れ
ら
の
巻
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
的
現
象
に
一
貫

し
た
説
明
が
つ
く
。
張
載
門
人
の
問
い
か
け
に
刺
激
さ
れ
て
、
も
と
宇
宙
論
的

ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
　
「
太
虚
即
気
」
説
の
難
点
に
対
し
同
等
の
ス
ケ
ー
ル
を
も
っ

て
応
答
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
、
「
天
理
」
　
の
論
、
「
生
生
」
　
の
論
が
　
「
万
物
」

の
形
成
の
地
平
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
生
生
」
と
「
理
」
と
「
万
物
一
体
」

と
が
セ
ッ
ト
の
論
が
、
類
似
の
も
の
を
含
め
れ
ば
こ
の
呂
大
臨
録
に
複
数
あ
る

の
は
、
偶
然
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(
未
完
)

五
者
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
呂
大
臨
に
つ
い
て
は
、
陳
俊
民
輯
校
『
藍
田
呂
氏
遺
著

輯
校
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
)
　
中
の
伝
記
資
料
関
係
を
参
照
。
楊
時
に
つ
い
て

は
胡
安
国
「
墓
誌
銘
」
、
呂
本
中
　
「
行
状
略
」
　
(
康
無
本
『
楊
亀
山
集
』
)
　
が
あ
り
、
荒

木
見
悟
　
「
楊
亀
山
小
論
」
　
(
「
哲
学
年
報
」
　
第
四
〇
韓
、
一
九
八
一
年
。
の
ち
『
中
国

思
想
史
の
諸
相
』
、
中
国
書
店
、
一
九
八
九
年
)
　
が
思
想
展
開
の
視
角
か
ら
そ
の
足
跡

を
詳
し
く
追
う
。
謝
良
性
の
伝
記
資
料
に
つ
い
て
は
一
次
資
料
的
な
も
の
が
現
存
し

な
い
。
い
く
つ
か
の
逸
話
に
つ
い
て
、
佐
藤
仁
　
「
謝
良
佐
『
論
語
解
序
』
に
よ
せ
て
」

(
「
国
語
の
研
究
」
一
〇
、
大
分
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
七
七
年
)
が
考
察
す
る
。

没
年
は
こ
の
論
文
に
よ
っ
た
。
薛
酢
に
つ
い
て
は
、
輯
本
『
薛
膚
山
集
』
巻
四
　
「
年

譜
」
、
ま
た
牛
尾
弘
孝
「
帝
薦
山
に
つ
い
て
」
(
「
国
語
の
研
究
し
一
〇
、
一
九
七
七
年
)
、

努
岸
に
つ
い
て
は
、
『
和
靖
ダ
先
生
文
集
』
巻
一
「
年
譜
」
、
を
参
照
。

②
　
市
来
「
朱
某
の
『
雑
学
弁
』
と
そ
の
周
辺
」
　
(
末
代
史
研
究
全
編
『
宋
代
の
社
会
と

宗
教
　
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
二
集
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
)
、
七
～
一

〇
頁
。

③
　
友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
(
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
)
第
一
章
第
一
節
「
『
巳

発
未
発
説
』
」
参
照
。

④
　
本
稿
は
、
朱
某
思
想
を
北
末
の
程
学
の
展
開
と
し
て
発
生
論
的
に
考
察
す
る
と
い
う

範
囲
で
あ
く
ま
で
限
定
的
に
工
程
及
び
程
門
初
伝
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
を

北
采
の
士
と
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
発
生
論
的
に
論
じ
る
場
合
に
は
、
新
旧
両
法
党

政
争
状
況
と
の
関
わ
り
な
ど
の
別
の
視
点
か
ら
の
論
述
も
も
と
よ
り
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
ま
た
行
論
上
、
旧
稿
や
先
行
論
文
と
論
述
が
重
な
る
す
で
に
周
知
の
事
柄
に

及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
諒
と
さ
れ
た
い
。

⑤
　
朱
某
の
程
顛
像
に
つ
い
て
は
、
市
来
「
朱
某
の
程
顛
解
釈
に
つ
い
て
ー
定
論
確
立
の

前
後
を
中
心
と
し
て
ー
」
　
(
「
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
」
　
第
三
九
号
、
一
九
八
三
年
)

に
お
い
て
理
解
を
述
べ
た
。

⑥
　
市
来
「
関
北
に
お
け
る
朱
松
と
朱
薫
-
程
氏
語
録
資
料
の
収
集
を
め
ぐ
っ
て
-
」
(
「
集

刊
東
洋
学
」
　
第
六
二
号
、
一
九
八
九
年
)
参
照
。

⑦
　
楊
時
の
二
程
語
録
資
料
収
集
に
つ
い
て
は
、
『
亀
山
集
』
巻
一
九
「
与
洋
定
夫
」
一
ハ
、

巻
二
八
　
「
祭
薛
定
夫
」
、
巻
二
〇
　
「
答
胡
康
侯
」
　
九
、
一
一
、
一
二
、
一
四
な
ど
を
参

照
の
こ
と
。

⑧
　
「
尚
書
頴
川
韓
元
吉
無
谷
以
河
南
雅
言
伊
川
雑
説
及
諸
家
語
録
萱
為
十
替
、
以
夕
和

靖
所
将
為
巻
首
。
不
知
遺
書
之
詳
訂
也
」
　
(
『
直
青
書
録
郎
質
し
)
。
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⑨
　
「
伊
絡
淵
源
録
』
等
に
よ
り
そ
の
他
の
巻
の
記
録
者
に
つ
い
て
、
二
程
の
発
言
の
記

録
年
代
の
幅
を
探
る
と
い
う
視
点
で
略
表
を
補
足
す
る
と
、
巻
一
、
李
領
は
、
進
士

と
な
り
元
祐
年
間
に
官
に
つ
き
没
し
た
。
『
宋
元
学
案
』
巻
三
〇
に
付
録
と
し
て
　
「
呂

正
字
祭
先
生
文
」
　
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
正
字
は
元
祐
七
年
　
二
〇
九
二
)
　
頃
没
の

呂
大
臨
の
こ
と
な
の
で
、
語
録
の
下
限
は
こ
の
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
巻
一
〇
、

蘇
柄
は
、
は
じ
め
張
載
、
後
に
二
程
に
師
事
。
元
符
の
党
籍
に
入
り
倹
州
に
編
管
さ

れ
て
卒
す
と
い
う
か
ら
、
一
一
〇
〇
年
頃
の
没
。
『
遺
書
』
中
で
は
、
巻
一
八
の
い
わ

ゆ
る
季
明
問
答
で
敬
と
未
発
論
を
程
蹄
が
展
開
す
る
相
手
と
し
て
活
躍
。
巻
一
二
、

劉
絢
の
生
没
年
は
一
〇
四
五
～
一
〇
八
七
年
。
巻
一
八
、
劉
安
節
は
生
没
年
が
一
〇

六
八
～
一
一
一
六
年
。
一
一
〇
〇
年
の
進
士
。
巻
一
九
、
梯
迫
は
没
年
が
一
一
〇
三

年
。
巻
二
一
、
張
繹
は
程
臨
が
党
争
で
流
さ
れ
て
い
た
四
川
か
ら
洛
陽
に
帰
っ
て
か

ら
師
事
し
た
、
程
蹄
最
晩
年
の
門
人
。
芦
好
と
親
し
い
。
以
下
の
唐
様
、
飽
若
雨
、

暢
大
隠
に
つ
い
て
は
、
師
事
年
代
の
考
察
に
資
す
る
特
記
す
べ
き
事
項
は
な
い
。

⑬　⑪　⑩

溝
口
雄
三
　
「
天
理
観
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
「
東
方
学
」
第
八
六
韓
、
一
九
九
三
年
)
。

注
⑳
溝
口
氏
論
文
九
貢
。

程
厨
に
は
、
「
夫
天
之
生
物
也
、
有
長
有
短
、
有
大
有
小
。
君
子
得
其
大
兵
。
安
可

使
小
者
亦
大
乎
。
天
理
如
比
、
呈
可
逆
哉
」
　
(
『
遺
書
』
巻
一
一
第
九
一
条
。
部
分
)

と
い
う
発
音
も
あ
る
。
ま
た
土
田
健
次
郎
「
程
厨
の
思
想
の
基
本
構
造
」
　
(
『
中
村
璋

八
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
)
　
も
、
そ
の
第
一
、
四

節
で
程
願
の
こ
の
点
に
言
及
す
る
。

⑳
　
「
生
生
之
謂
易
」
　
(
『
易
』
)
が
説
明
す
る
側
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
含
め
て
　
「
生
生
」

の
用
例
に
つ
い
て
い
う
と
、
「
二
先
生
語
」
　
に
三
条
　
(
す
べ
て
巻
二
上
)
、
「
明
通
先
生

語
」
に
四
条
、
「
伊
川
先
生
語
」
に
四
条
(
三
条
が
巻
一
五
)
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
生
」

の
用
例
も
加
え
れ
ば
、
若
干
増
加
す
る
。

⑭
　
湯
川
敏
弘
「
二
程
子
の
体
貼
の
世
界
と
有
の
論
理
-
感
応
の
論
理
序
説
-
」
　
(
有
田

和
夫
・
大
島
晃
縮
『
朱
子
学
的
思
惟
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
)
は
、
本

条
及
び
巻
二
上
の
関
連
す
る
前
後
の
条
を
、
単
な
る
説
明
で
は
な
い
程
願
自
身
の
実

存
の
思
考
を
語
る
　
「
実
有
の
論
理
」
　
を
解
析
す
る
い
わ
ば
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
部
分
で
引

い
て
解
説
し
、
天
、
道
、
性
、
理
の
観
念
が
程
蹄
と
思
考
を
共
有
す
る
こ
と
を
論
ず

る
。

⑮
　
「
万
物
皆
備
於
我
。
不
独
人
爾
、
物
皆
然
。
都
自
選
蓑
田
去
、
只
是
物
不
能
推
、
人

則
能
推
之
。
雌
能
推
之
、
幾
時
添
得
一
分
。
不
能
推
之
、
幾
得
減
得
一
分
。
百
理
具

在
、
平
鋪
放
著
。
幾
時
道
東
尽
君
道
、
添
得
些
君
道
多
、
舜
尽
子
道
、
添
得
些
事
道

多
。
元
来
依
旧
」
　
(
巻
二
上
第
一
三
七
条
)
　
と
い
う
の
も
、
「
生
生
」
　
の
論
は
い
わ
な

い
が
、
同
旨
の
論
調
の
発
言
で
あ
る
。

⑯
　
大
島
晃
「
張
横
菜
の
『
太
虚
即
気
論
』
に
つ
い
て
」
　
(
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
二
七

集
、
一
九
七
五
年
)
　
は
、
存
在
論
の
み
な
ら
ず
心
性
論
の
視
角
に
お
い
て
も
張
戟
が

仏
教
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。

⑰
　
張
載
の
説
き
方
が
有
効
で
な
か
っ
た
と
み
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な

語
も
あ
る
。
「
横
渠
教
人
、
本
只
是
謂
世
学
膠
固
、
故
説
一
箇
清
虚
一
大
、
只
図
得
人

相
損
得
没
去
就
道
理
来
。
然
而
人
又
更
別
処
走
。
今
日
且
只
道
敬
」
　
(
巻
二
上
第
一
三

八
条
)
、
「
関
中
学
者
、
以
今
日
観
之
、
師
死
而
遂
倍
之
、
却
未
見
其
人
。
只
是
更
不

復
講
」
　
(
巻
二
下
第
七
粂
)
。

⑱
　
市
来
「
程
伊
川
実
践
論
の
論
理
形
成
-
『
遺
書
』
入
関
語
録
を
中
心
と
し
て
-
」
(
「
集

刊
東
洋
学
」
　
第
三
号
、
一
九
七
七
年
)
　
は
、
「
敬
」
説
が
関
学
と
の
交
流
の
中
で
表
現

が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。

172




