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五
井
蘭
洲
と
朱
子
学
と

藤　

居　

岳　

人

は
じ
め
に

　

三
宅
石
庵
を
初
代
学
主
と
し
て
大
坂
に
設
立
さ
れ
た
学
問
所
懐

徳
堂
は
、
石
庵
の
学
問
が
「
鵺
学
問
」
と
評
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

初
期
の
頃
は
朱
子
学
に
も
陽
明
学
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
雰
囲
気

だ
っ
た
。
五
井
蘭
洲
が
助
教
に
就
任
し
て
以
降
は
朱
子
学
一
尊
の

方
向
に
な
り
、
蘭
洲
の
弟
子
で
後
に
第
四
代
学
主
に
な
っ
た
中
井

竹
山
と
そ
の
弟
履
軒
の
頃
の
懐
徳
堂
も
、
頼
春
水
に
「〔
中
井
〕

兄
弟　

皆
な
山
斗
の
望
有
り
。
但
だ
其
の
学　

程
朱
を
信
じ
て
純

な
ら
ざ
る
を
恨
み
と
為
す
」（『
師
友
志
』。
原
漢
文
）
と
言
わ
れ

て
純
粋
の
朱
子
学
で
は
な
い
と
評
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
基
本

的
に
朱
子
学
中
心
の
方
向
だ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
蘭
洲
は
な
ぜ
朱
子
学
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
問
題
の
解
明
を
目
的
と
す
る
。
懐
徳
堂

の
儒
者
は
混
沌
社
を
中
心
と
し
た
近
世
後
期
朱
子
学
派
の
儒
者
と

親
密
な
交
流
が
あ
り
、
そ
の
思
想
的
立
場
も
朱
子
学
尊
重
と
い
う

点
で
共
通
す
る
。
た
だ
、
上
述
の
頼
春
水
の
言
に
も
示
さ
れ
る
よ

う
に
微
妙
に
そ
の
立
場
に
は
相
違
も
あ
る
。
そ
の
朱
子
学
的
立
場

の
共
通
面
と
相
違
面
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
近
世
思

想
史
に
お
け
る
懐
徳
堂
学
派
の
思
想
史
的
位
置
を
定
め
る
う
え
で

重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
井
蘭
洲
の
朱
子
学
的
立
場
の
様

相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
懐
徳
堂
学
派
の
思
想
史
的
意
義
を

解
明
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
な
る
。

　

本
稿
で
は
蘭
洲
の
著
述
の
中
で
主
に『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』（
以
下
、

『
遺
稿
』
と
称
す
る
）
を
取
り
上
げ
、
適
宜
、
蘭
洲
の
そ
の
他
の

著
述
を
参
照
す
る（
１
）。
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一
、
蘭
洲
の
「
博
約
並
進
」

　

五
井
蘭
洲
の
朱
子
学
思
想
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研

究
が
あ
る
。
な
か
で
も
陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』
は
、

蘭
洲
の
思
想
を
中
心
に
中
井
竹
山
・
履
軒
兄
弟
ら
に
ま
で
目
配
り

し
て
懐
徳
堂
朱
子
学
の
特
性
を
論
じ
た
大
著
で
あ
る（
２
）。

そ
の
陶
徳

民
同
著
に
お
い
て
、
蘭
洲
が
朱
子
学
の
立
場
を
堅
持
し
た
理
由
を

説
明
し
て
い
る
。
そ
の
説
明
は
二
点
に
要
約
で
き
る
。
ま
ず
、
朱

子
学
が
修
己
の
み
な
ら
ず
治
人
に
も
有
効
な
優
れ
た
学
問
で
あ

り
、そ
の
朱
子
学
へ
の
深
い
信
頼
が
蘭
洲
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

次
に
朱
子
学
の
学
問
的
性
格
が
博
と
約
と
（『
論
語
』
雍
也
篇
「
君

子
は
博
く
文
を
学
び
、
之
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
す
」
に
基
づ
く
）

を
兼
ね
る
孔
子
の
教
え
を
よ
く
継
承
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

博
と
約
と
を
と
も
に
重
ん
じ
る
朱
子
の
立
場
を
確
か
に
蘭
洲
は

尊
重
し
て
い
る
。
陶
徳
民
同
著
に
も
言
及
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

た
と
え
ば
、「
朱
子
の
学　

諸こ
れ

を
博
約
に
得う

」（
上
巻
四
七
葉
裏
）

と
あ
っ
た
り
、
朱
子
を
顕
彰
し
て
陸
王
を
批
判
す
る
文
脈
の
中
で

王
陽
明
の
立
場
を
「
孔
門
の
博
約
並
進
の
旨
に
非
ず
」（
上
巻
五

八
葉
表
）
と
述
べ
た
り
し
て
い
る（
３
）。

陸
王
の
学
と
朱
子
の
学
と
は

対
立
す
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
朱
子
の
立
場
は
「
孔
門
の

博
約
並
進
の
旨
」
に
適
っ
て
い
る
。

　

博
と
約
と
を
と
も
に
尊
重
す
る
朱
子
の
立
場
に
蘭
洲
は
高
い
評

価
を
与
え
る
。
一
方
、
修
己
と
い
う
道
徳
的
側
面
と
治
人
と
い
う

為
政
者
的
側
面
と
の
双
方
を
朱
子
学
が
尊
重
す
る
と
し
て
蘭
洲
が

直
截
的
に
朱
子
学
を
高
く
評
価
し
て
い
る
文
章
は
『
遺
稿
』
に
は

見
当
た
ら
な
い（
４
）。
朱
子
学
の
立
場
と
し
て
修
己
・
治
人
の
両
側
面

を
尊
重
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
懐
徳
堂
学
派
の
儒
者
全
体
を
見

渡
せ
ば
、
た
と
え
ば
、
中
井
履
軒
は
修
己
・
治
人
の
両
面
重
視
を

主
張
し
て
い
る（
５
）。

た
だ
、
蘭
洲
自
身
に
修
己
・
治
人
の
重
要
性
を

強
調
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
蘭
洲
が
朱
子
学
尊
重
の
立
場
に
な
っ
た
理
由
と

し
て
確
か
に
言
え
る
の
は
、
陶
徳
民
同
著
が
言
及
す
る
「
博
約
並

進
」
の
側
面
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
博
約
並
進
と

は
別
の
観
点
か
ら
蘭
洲
が
朱
子
学
尊
重
の
立
場
を
と
る
に
至
っ
た

理
由
を
検
討
し
た
い
。
具
体
的
に
は
性
論
に
注
目
し
て
蘭
洲
の
朱

子
学
尊
重
の
立
場
に
迫
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
蘭
洲
の
古
学
・
陸
王
の
学
批
判

　

蘭
洲
が
伊
藤
仁
斎
・
荻
生
徂
徠
ら
の
古
学
や
陸
象
山
・
王
陽
明

の
陸
王
の
学
に
批
判
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。

『
遺
稿
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
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う
。
こ
の
よ
う
に
表
面
的
利
益
の
追
求
に
仁
斎
が
熱
心
だ
と
さ
れ

る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
仁
斎
が
道
を
卑
近
な
も
の
だ
と
認
識
し

て
い
る
か
ら
だ
と
蘭
洲
は
述
べ
る
。

仁
斉　

独た

だ
道
を
以
て
卑
近
と
為
す
、
亦
た
異
な
ら
ず
や
。

蓋
し
其
の
心
は
高
遠
を
以
て
仏
老
の
道
と
為
す
な
り
。
余
を

以
て
之
を
視
る
に
、
仏
老
の
道
よ
り
吾
が
道
（
聖
人
の
道
）

を
視
れ
ば
、
則
ち
卑
近
な
る
も
万
々
豈
に
之
（
髙
遠
）
を
嫌

わ
ん
や
。
夫
れ
道
と
は
人
倫
の
由
り
て
行
く
所
、
天
地
の
由

り
て
立
つ
所
に
し
て
高
遠
な
ら
ざ
る
を
欲
す
る
こ
と
を
得
ん

や
。
設も

し
老
仏
を
以
て
高
遠
と
為
し
て
吾
が
道
を
悪に
く

ま
ば
、

則
ち
是
れ
特ひ
と

り
卑
近
の
説
を
為
す
に
似
た
り
。
諸
を
譬
う
る

に
足
を
削
り
て
屨く
つ

に
適
わ
し
む
る
が
ご
と
し
、
亦
た
倒
さ
か
さ
まな

ら

ず
や
。（「
古
学
論
」
上
巻
一
九
葉
裏
～
二
〇
葉
表
）

　

蘭
洲
に
と
っ
て
、
道
と
は
人
倫
の
存
在
根
拠
で
あ
り
、
天
地
万

物
の
存
在
根
拠
と
も
さ
れ
る
も
の
で
、
高
遠
な
存
在
で
な
い
こ
と

は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
仁
斎
は
現
実
離
れ
し
た
言
論
を
弄
す

る
仏
教
や
老
荘
思
想
を
批
判
す
る
語
と
し
て
「
高
遠
」
の
概
念
を

用
い
て
お
り
、
本
来
、
髙
遠
た
る
道
を
卑
近
な
も
の
と
と
ら
え
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
仁
斎
の
議
論
は
本
末
転
倒
だ

と
蘭
洲
は
批
判
す
る
。

陸
王
の
学
を
為
す
者
は
、
問
学
を
廃
し
て
事
物
を
棄
つ
、
其

の
弊
や
禅
荘
。
仁
斉
の
学
を
為
す
者
は
、
義
気
を
蔑
ろ
に
し

て
心
性
を
踈
ん
ず
、
其
の
弊
や
管
商
功
利
。
徂
徠
の
学
を
為

す
者
は
、
修
辞
に
局か
か

わ
り
、〔『
周
易
』
坤
、
文
言
伝
に
見
え

る
〕「
敬
以
て
内
を
直
く
す
」
の
訓お
し
え

を
遺わ
す

る
、
其
の
弊
や
放

蕩
浮
躁
。
闇
斎
の
学
を
為
す
者
は
、
頗
る
厳
毅
に
過
ぎ
、
雍

容
和
気
に
乏
し
、
其
の
弊
や
刻
迫
寡
恩
。
惟
だ
兹こ

の
四
学
は

争
辨
強
聒
（
そ
の
言
論
が
か
ま
び
す
し
い
こ
と
）
に
し
て
、

道
学
は
乃
ち
四
分
五
裂
、学
者
を
し
て
従
う
所
を
眩く
ら

ま
使
む
。

（
上
巻
三
六
葉
表
～
裏
）

　

古
学
派
批
判
に
つ
い
て
は
、
蘭
洲
に
『
非
物
篇
』
が
あ
る
こ
と

か
ら
、反
徂
徠
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。た
だ
、『
遺

稿
』
で
は
徂
徠
よ
り
も
む
し
ろ
仁
斎
批
判
が
目
立
つ
。
た
と
え
ば
、

『
遺
稿
』
上
巻
に
「
古
学
論
」
と
い
う
文
章
が
見
え
て
い
る
け
れ

ど
も
、
内
容
は
全
編
が
仁
斎
の
思
想
に
対
す
る
批
判
で
あ
る（
６
）。
し

た
が
っ
て
、
以
下
は
彼
の
仁
斎
批
判
を
中
心
に
検
討
す
る
。

　

蘭
洲
に
よ
る
仁
斎
批
判
の
語
と
し
て
は
、
上
述
の
引
用
に
も
あ

る
よ
う
に
「
功
利
」
の
語
が
よ
く
用
い
ら
れ
る（
７
）。

こ
の
「
功
利
」

の
語
に
よ
る
批
判
は
、
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
家
族
や
友
人
と

折
り
合
い
よ
く
過
ご
す
こ
と
や
商
売
を
う
ま
く
切
り
盛
り
す
る
こ

と
な
ど
の
表
面
的
な
利
益
に
こ
だ
わ
る
傾
向
が
あ
る
と
の
意
だ
ろ
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仁
斎
が
人
倫
日
用
の
道
の
実
践
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、「
道

は
邇ち
か

き
に
在
り
」（『
孟
子
』
離
婁
章
句
上
）
と
い
う
教
え
を
尊
重

す
る
の
に
対
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
蘭
洲
は
「
功
利
」「
卑
近
」

の
評
語
で
仁
斎
の
立
場
を
批
判
す
る
。
な
ぜ
仁
斎
が
「
功
利
」「
卑

近
」
に
偏
っ
て
し
ま
う
の
か
。
蘭
洲
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。

近
世
の
伊
維
楨
（
仁
斎
）〔
が
『
語
孟
字
義
』
心
の
条
に
〕

曰
く
、「
心
は
貴
に
非
ず
、
賤
に
非
ず
」、
と
。
稍や

や
此
れ
を

省
く
こ
と
有
る
が
如
し
と
雖
も
、
其
の
人　

本も

と
性
を
知
る

に
非
ず
、
乃
ち
其
の
心
を
論
ず
る
や
、
崑
崙
呑
棗
（
語
意
未

詳
。
あ
り
え
な
い
内
容
で
お
話
し
に
な
ら
な
い
、
の
意
か
）

に
し
て
、
与
に
議
す
る
に
足
ら
ず
。（
上
巻
八
三
葉
裏
）

　

仁
斎
は
性
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
と
蘭
洲
は
強
く
批
判
す

る
。
彼
が
性
を
知
ら
な
い
か
ら
心
に
関
す
る
議
論
が
聞
く
に
値
し

な
い
水
準
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
言
う
。
こ
の
箇
所
で
「
心
」

「
性
」
の
語
の
見
え
る
こ
と
が
注
目
で
き
る
。
上
述
の
引
用
に
「
仁

斉
の
学
を
為
す
者
は
、
義
気
を
蔑
ろ
に
し
て
心
性
を
踈
ん
ず
」
と

あ
り
、
そ
の
引
用
の
続
く
部
分
に
も
「
心
性
を
遺わ
す

れ
て
功
利
を
志

す
の
教
え
に
非
ず
ん
ば
、
仁
斉
・
徂
徠
の
説よ
ろ
こば

ざ
る
も
亦
た
宜
な

る
か
な
」（
上
巻
三
六
葉
裏
～
三
七
葉
表
）と
あ
る
こ
と
か
ら「
心
」

「
性
」
の
区
別
が
蘭
洲
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　
「
心
」「
性
」
の
区
別
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
蘭
洲
の
陸
王
批
判
か

ら
も
う
か
が
え
る
。
上
述
の
引
用
に
は
「
陸
王
の
学
を
為
す
者
は
、

問
学
を
廃
し
て
事
物
を
棄
つ
、
其
の
弊
や
禅
荘
」
と
あ
り
、
陸
王

の
学
が
仏
教
、
特
に
禅
宗
や
老
荘
思
想
に
流
れ
る
弊
害
を
蘭
洲
は

指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
た
と
え
ば
蘭
洲
は
「
大
氐　

後
の
禅
荘

に
倣
い
孔
孟
に
倍そ
む

く
者
は
、
荀
〔
子
〕
告
〔
子
〕
之
を
蒿
矢
と
為

す
。
陸
王
の
徒
は
驕
傲
不
恭
に
し
て
、
乃
ち
其
の
唾
余
に
甘
ん
じ

て
以
て
愧は
じ

と
為
さ
ず
」（
上
巻
六
二
葉
表
）
と
述
べ
て
陸
王
を
批

判
す
る
。こ
の
よ
う
な
陸
王
批
判
の
根
底
に
、陸
王
学
が「
心
」「
性
」

の
区
別
を
疎
か
に
す
る
点
が
あ
る
こ
と
を
蘭
洲
は
強
調
す
る
。
蘭

洲
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

学
者　

往
々
に
し
て
心
を
尚
び
て
性
を
踈
ん
じ
る
は
、
省
察

せ
ざ
る
こ
と
の
過
ぎ
た
る
も
の
な
り
。
陸
王
は
道
を
以
て

自
任
す
。
然
れ
ど
も
心
性
の
分
に
懵く
ら

し
。
他
は
復
た
何
を
言

う
も
皆
な
禅
を
援ひ

く
の
尤
だ
し
き
も
の
な
り
。（
上
巻
七
六

葉
表
）

　

蘭
洲
の
仁
斎
批
判
の
箇
所
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
性
の
何
た
る

か
を
知
ら
な
い
こ
と
が
蘭
洲
の
批
判
の
要
点
な
の
で
あ
る（
８
）。
蘭
洲
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に
と
っ
て
、
性
を
知
ら
な
い
こ
と
が
な
ぜ
こ
こ
ま
で
批
判
の
対
象

と
な
る
の
か
。
心
と
性
と
は
ど
ん
な
点
で
相
違
す
る
の
か
。
以
下
、

章
を
改
め
て
そ
の
問
題
を
検
討
す
る
。

三
、「
心
」
よ
り
も
「
性
」
を
尊
重
（
程
朱
以
前
）

　

蘭
洲
が
「
性
」
の
概
念
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
彼
の
重

ん
じ
る
朱
子
学
が
基
本
的
に
性
善
説
を
標
榜
し
て
い
る
か
ら
だ
と

い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
『
遺
稿
』
に
も
「
夫
れ
性
理

自よ

り
之
を
見
れ
ば
、
人
は
唯
だ
善
な
る
の
み
」（
上
巻
七
四
葉
表
）

と
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
性
善
へ
の
蘭
洲
の
思
い
入
れ
が
語
ら

れ
る
箇
所
を
『
遺
稿
』
か
ら
取
り
上
げ
る
。

〔『
中
庸
』
の
〕「
性
に
率し
た
がう

を
之こ
れ

道
と
謂
う
」、
性
な
る
者
は

善
の
成
す
所
な
り
。
大
体
小
体
よ
り
毛
髪
の
微
に
至
る
ま
で

皆
な
善
な
り
。〔『
孟
子
』
公
孫
丑
章
句
上
に
見
え
る
「
浩
然

の
気
」
の
よ
う
に
善
を
〕
養
い
て
害そ
こ

な
う
こ
と
無
き
は
、
天

に
事
う
る
所
以
な
り
。
翅た

だ
に
人
の
み
に
非
ず
し
て
蛇
蝎
虎

狼
に
至
る
ま
で
、
其
の
性
は
善
に
非
ざ
る
莫
し
。（
上
巻
七

五
葉
表
）

　
『
中
庸
』
一
章
冒
頭
の
語
を
引
い
た
う
え
で
、
蘭
洲
は
性
善
へ

の
絶
大
な
信
頼
を
語
る
。「
大
体
小
体
よ
り
毛
髪
の
微
に
至
る
ま

で
」「
翅
だ
に
人
の
み
に
非
ず
し
て
蛇
蝎
虎
狼
に
至
る
ま
で
」
の

語
か
ら
も
性
善
へ
の
蘭
洲
の
強
い
思
い
入
れ
が
う
か
が
え
る
。
こ

こ
ま
で
強
烈
な
思
い
入
れ
を
蘭
洲
が
有
し
て
い
た
理
由
は
種
々
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
蘭
洲
当
時
に
流
行
し
て

い
た
古
学
や
陸
王
の
学
と
い
う
異
端
の
学
へ
の
反
発
か
ら
、
性
善

説
を
主
張
す
る
朱
子
学
へ
傾
倒
し
て
い
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
蘭
洲
に
と
っ
て
実
は
朱
子
学
よ

り
も
む
し
ろ
朱
子
学
以
前
の
聖
人
の
道
を
尊
重
す
る
精
神
か
ら
性

善
説
を
重
視
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た

と
え
ば
、『
遺
稿
』
中
の
「
懐
徳
論
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
人
皆

な
性
理
の
学
は
宋
儒
に
兆
す
を
知
る
、
而
れ
ど
も
其
の
源
の
発
す

る
こ
と
〔
子
〕
思
孟
〔
子
〕
に
由
る
を
知
ら
ず
」（「
懐
徳
論
」
上

巻
二
二
葉
表
）
と
蘭
洲
は
述
べ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
性
理
の
学
の

精
神
が
そ
も
そ
も
子
思
や
孟
子
を
淵
源
と
す
る
の
だ
と
い
う
蘭
洲

の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
も
「
懐
徳

論
」
に
見
え
る
。

学
者　

苟
し
「
予　

明
徳
を
懐お
も

う
」
の
語
に
お
い
て
黙
識
有

ら
ば
、
則
ち
性
理
の
学
は
宋
儒
を
待
た
ず
し
て
思
い
半
ば
に

過
ぐ
。（「
懐
徳
論
」
上
巻
二
三
葉
裏
）
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「
予　

明
徳
を
懐
う
」
は
『
毛
詩
』
大
雅
、
皇
矣
に
見
え
る
語

で
あ
る
。「
懐
徳
論
」
で
は
こ
の
他
に
『
尚
書
』
や
『
大
学
』
な

ど
を
引
き
、「
徳
を
懐
う
」「
明
徳
を
懐
う
」
等
の
語
の
意
味
を

説
い
た
う
え
で
、
宋
儒
が
説
く
以
前
か
ら
古
代
の
聖
賢
に
す
で
に

性
理
の
学
の
精
神
が
存
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
も
古

代
の
聖
人
の
道
を
尊
重
す
る
蘭
洲
の
立
場
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

蘭
洲
は
、
古
代
の
聖
賢
が
経
書
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
す
で

に
性
論
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
と
考
え
て
い
た
。『
遺
稿
』
中
の

「
性
論
」
は
、
蘭
洲
の
性
論
が
ま
と
ま
っ
て
語
ら
れ
た
文
章
の
一

つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
性
論
の
展
開
に
つ
い
て
、
蘭
洲
が
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

聖
人　

性
を
言
う
、
始
め
て
書
に
見
ゆ
る
者
は
、〔『
尚
書
』

湯
誥
に
〕
伊
尹
曰
く
、「
恒つ
ね

有
る
の
性
に
若し
た
が

う
」、〔『
論
語
』

陽
貨
篇
に
〕
孔
子
曰
く
、「
性
相
近
し
」
と
。
此
の
語
の
宛

転
は
詳
悉
に
し
て
、
復
た
余
蘊
無
し
。
然
れ
ど
も
未
だ
其
の

善
為
る
悪
為
る
を
諦
視
す
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
孟
子
敢
え
て

「
性
善
」
を
曰
う
。
曾
て
回
顧
す
る
所
無
き
者
は
何
ぞ
や
。

蓋
し
自
ら
其
の
性
を
徴
し
て
、
又
た
諸
を
古
語
に
参
す
。
自

得
す
る
こ
と
有
り
。（「
性
論
下
」
上
巻
二
四
葉
裏
）

　

確
か
に
『
尚
書
』
や
『
論
語
』
に
お
い
て
「
性
」
の
語
は
見
え

る
け
れ
ど
も
、
性
の
善
悪
は
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
孟
子

が
初
め
て
性
善
だ
と
明
確
に
主
張
し
た
と
蘭
洲
は
言
う
。
そ
の
善

た
る
性
に
つ
い
て
、
明
確
に
言
及
す
る
の
は
『
孟
子
』
以
外
で
は

ど
の
経
書
な
の
か
。
蘭
洲
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

唯
だ
中
庸
・
孟
子
・
易
係
に
熟
せ
ば
、
則
ち
髣
髴
と
し
て
性

の
性
為
る
を
知
る
の
み
。（
下
巻
一
四
葉
裏
）

　

性
論
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
す
る
の
は
、『
孟
子
』
以
外
に
『
中

庸
』
と
『
周
易
』
繋
辞
伝
だ
と
蘭
洲
は
言
う
。
ま
ず
、『
周
易
』

繋
辞
伝
を
検
討
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
繋
辞
伝
が
性
論
で
注

目
で
き
る
の
は
、「
一
陰
一
陽
を
之こ
れ

道
と
謂
う
。
之
を
継
ぐ
者
は

善
な
り
。
之
を
成
す
者
は
性
な
り
」
の
文
章
が
見
え
る
か
ら
で
あ

る
。『
遺
稿
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
之
を
継
ぐ
者
は
善
」
の
語

に
言
及
す
る
箇
所
は
先
に
引
用
し
た
「
性
論
」
を
始
め
と
し
て
枚

挙
に
遑
が
な
い
。

　
『
周
易
』
の
内
容
は
繋
辞
伝
以
外
に
も
『
遺
稿
』
中
で
言
及
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
大
有
の
象
伝
「
君
子
は
以
て
悪

を
遏と
ど

め
善
を
揚
げ
、
天
の
休
命
に
順
う
」
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所

に
お
い
て
、
蘭
洲
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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余
は
是
に
お
い
て
聖
人
の
開
物
成
務
の
道　

皆
な
命
に
順
い

て
性
に
率
う
こ
と
の
已
む
可
か
ら
ざ
る
者
た
る
を
知
る
。
是

れ
即
ち
天
人
合
一
の
道
な
り
。
夫
の
心
に
局か
か

わ
り
て
説
を
為

す
者
は
、焉
ん
ぞ
道
を
知
る
に
足
ら
ん
や
。（
上
巻
九
三
葉
表
）

　
「
開
物
成
務
」
は
『
周
易
』
繋
辞
上
伝
に
見
え
る
語
で
、
蘭
洲

に
と
っ
て
『
周
易
』
が
聖
人
の
道
を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
書

で
あ
る
こ
と
が
こ
の
箇
所
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
、
蘭
洲
は
「
天

人
合
一
の
道
」
と
も
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
聖
人
の
道
に
近
づ
く
こ

と
が
人
間
に
と
っ
て
天
に
近
づ
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
天
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
後
述
）。

　

次
に
『
中
庸
』
に
つ
い
て
『
遺
稿
』
に
見
え
る
蘭
洲
の
見
解
は

ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。『
遺
稿
』
中
の
、
或
問
形
式
で
記
さ
れ
る

文
章
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

或
る
ひ
と
問
え
ら
く
、中
庸
一
書
に
何
の
故
に
心
の
字
無
し
、

と
。
曰
く
、
子
思
は
深
く
性
と
天
と
を
知
れ
ば
な
り
。
此
の

時
に
当
た
り
て
、
孔
子
は
既
に
没
し
て
、
諸
子　

漸
く
起
こ

る
。
諸
子
は
道
を
小
と
見
て
、
性　

天
に
本
づ
く
こ
と
を
知

ら
ず
。
唯
だ
心
の
思
う
所
に
就
き
て
以
て
道
の
在
る
所
と
為

す
。
乃
ち
大
い
に
聖
人
の
訓お
し
えに

悖
る
。
是
を
以
て
其
れ
中
庸

を
為つ
く

り
て
、
始
め
て
性
は
天
自よ

り
す
る
こ
と
を
説
き
て
、
終

篇
ま
で
特ひ

と

り
絶
口
し
て
心
を
言
わ
ず
。（
上
巻
四
七
葉
表
）

　

あ
る
人
が
『
中
庸
』
の
書
に
「
心
」
の
字
が
見
え
な
い
理
由
を

蘭
洲
に
問
う
た
の
に
対
し
て
、
蘭
洲
は
子
思
が
性
と
天
と
に
つ
い

て
よ
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
心
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
だ
と
答
え

る
（
性
と
天
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
後
述
）。
子
思
が
性
を
知
悉

し
て
い
る
か
ら
こ
そ
蘭
洲
は
彼
を
高
く
評
価
す
る（
９
）。
つ
ま
り
、
こ

の
箇
所
も
蘭
洲
が
心
よ
り
も
性
を
重
視
す
る
立
場
だ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
蘭
洲
は
『
中
庸
』
の
書
自
体
に
高
い
評
価
を
与
え
て

い
る
。設も

し
中
庸
の
書
無
く
ん
ば
、
後
世
の
学
者
は
皆
な
倀
々
乎

（
行
く
当
て
の
な
い
様
子
）
と
し
て
趨
く
所
を
失
い
、
遂
に

禅
仏
の
卓
隷
（
優
れ
た
し
も
べ
）
と
為
る
。
故
に
余
は
断
然

と
し
て
以
て
天
下
に
縦た
と
い使
孟
子
無
く
と
も
中
庸
の
書
無
し
と

す
可
か
ら
ず
と
為
す
。
其
の
書
為
る
や
、
子
思　

道
を
憂
え

る
の
切
に
し
て
、
特
筆
し
て
以
て
言
を
立
つ
。
…
一
字
も
刪け
ず

る
可
か
ら
ず
、
一
句
も
添
う
る
可
か
ら
ず
。
金
声
し
て
玉
振

し
、
笙
簧
の
間
奏
あ
り
。
真
に
堯
舜
周
孔
の
遺
韻
な
る
者
な

り
。（
上
巻
八
七
葉
裏
）
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引
用
文
中
の「
孟
子
無
く
と
も
中
庸
の
書
無
し
と
す
可
か
ら
ず
」

の
語
は
や
や
大
げ
さ
に
過
ぎ
る
け
れ
ど
も
、「
堯
舜
周
孔
」
ら
の

聖
人
の
道
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
を
憂
え
て
子
思
が
『
中

庸
』
の
書
を
著
わ
し
、
そ
の
お
か
げ
で
後
世
の
学
者
が
仏
教
な
ど

の
異
端
の
道
に
惑
わ
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
蘭

洲
は
言
う
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
蘭
洲
は
、
性
の
ど
の
よ
う
な
性
格
の
故
に
性

を
尊
重
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
第
一
に
性
は
善
で
不
変
だ
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
遺
稿
』
中
の
、『
孟
子
』
に
言
及
す
る
箇

所
に
お
い
て
、
蘭
洲
は
「
夫
れ
心
は
時
と
し
て
物
に
化
せ
ら
る
る

こ
と
有
り
て
、操
舎
常
無
し
。性
は
一
定
に
し
て
不
変
な
り
。」（
上

巻
六
一
葉
裏
）
と
述
べ
る
。
人
間
の
心
は
時
と
場
合
と
に
よ
っ
て

常
に
変
化
す
る
も
の
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
の
に
対
し
て
、
性

は
一
定
不
変
で
あ
る
。
こ
れ
は
性
が
善
で
あ
り
悪
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、

蘭
洲
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

「
性　

相
近
し
。
習
い
相
遠
し
」、
性
な
る
者
は
善
の
成
す
所

に
し
て
、
一
定
に
生
の
初
め
よ
り
有
り
て
、
習
い
の
能
く
移

す
所
に
非
ず
。
唯
だ
心
の
み
能
く
移
り
、
計
較
す
る
所
有
り
。

上
智
の
移
ら
ざ
る
は
、
性
を
知
れ
ば
な
り
。
下
愚
の
移
ら
ざ

る
は
、
心　

物
に
化
せ
ら
る
れ
ば
な
り
。
予　

故
に
曰
く
、

学
者
は
心
を
以
て
性
を
累
わ
せ
ざ
れ
ば
、
其
れ
庶ち

か幾
か
ら
ん

や
、
と
。（
上
巻
八
四
葉
表
）

　
『
論
語
』
陽
貨
篇
の
文
章
の
解
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
性
が
善

で
あ
り
変
化
し
な
い
も
の
だ
と
明
確
に
蘭
洲
は
語
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、上
述
の
引
用
と
同
様
に
、心
は
外
界
の
事
物
に
よ
っ

て
変
化
さ
せ
ら
れ
る
も
の
だ
と
蘭
洲
は
言
う
。
つ
ま
り
、
永
久
に

善
で
あ
り
続
け
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
蘭
洲
は
性
を
尊
重
す
る
の
で

あ
る
。
他
に
も
蘭
洲
は
性
の
尊
重
を
さ
ま
ざ
ま
に
説
く
。

凡
そ
事
に
応
じ
て
物
に
接
す
る
に
、
初
め
の
一
念
を
発お
こ

す
と

き
、
苟
し
性
に
由
ら
ば
則
ち
公
に
し
て
道
に
近
く
、
心
に
由

ら
ば
則
ち
私
に
し
て
義
に
悖
る
。
性
は
天
を
去
る
こ
と
未
だ

遠
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。心
は
往
来
計
較
し
て
便
を
己
に
取
り
、

習
熟
纏
繞
す
る
の
み
。（
上
巻
七
六
葉
表
）

　
「
応
事
接
物
」
は
蘭
洲
が
よ
く
用
い
る
語
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
実

践
を
意
味
す
る
。何
を
す
る
に
せ
よ
性
に
基
づ
い
て
行
動
す
れ
ば
、

公
共
の
利
益
に
背
く
こ
と
な
く
儒
学
の
理
想
と
す
る
「
道
」
に
近

づ
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
な
ぜ
「
道
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
そ
れ
は
「
性
は
天
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ざ
れ
ば
な
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り
」
の
語
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
性
と
天
と
の
密
接
な
つ
な
が

り
に
よ
る
。
蘭
洲
は
『
遺
稿
』
の
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
以
下
の

よ
う
に
言
う
。

①
宇
宙
の
間
、
万
国
に
棊
布
（
碁
石
を
布
き
つ
ら
ね
た
よ
う
に

広
範
囲
に
並
ぶ
こ
と
）
し
て
、
人　

其
の
地
に
生
ず
る
者
は
、

皆
な
性
を
天
に
受
く
。（
上
巻
一
一
一
葉
裏
）

②
孟
子
の
時
、
堯
舜
の
政
寝や

み
、
孔
子
の
沢
も
亦
た
斬つ

く
。
荘

周
荀
况マ
マ

の
徒　

並
び
に
出
て
、
皆
な
聡
敏
絶
倫
な
り
。
然
れ

ど
も
其
の
学
は
師
承
す
る
所
無
く
、
是
を
以
て
性　

天
に
本

づ
く
こ
と
を
識
ら
ず
。
乃
ち
性
を
以
て
緊
要
無
き
の
事
と
為

し
て
、
唯
だ
心
に
就
き
て
之
を
論
ず
る
の
み
。（
上
巻
四
六

葉
表
～
四
六
葉
裏
）

　

①
は
人
間
が
み
な
善
た
る
性
を
天
か
ら
受
け
て
い
る
と
説
く
。

②
は
『
孟
子
』
離
婁
章
句
下
の
「
君
子
の
沢
は
五
世
に
し
て
斬
く
」

等
に
基
づ
く
文
章
で
、
孟
子
の
在
世
当
時
に
性
善
説
以
外
の
性
論

を
説
い
て
い
た
荘
子
や
荀
子
を
批
判
し
て
、
本
来
、
性
は
天
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
は
そ
れ
を
認
識
し
て

い
な
い
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
①
②
は
と
も
に
性
と
天
と
の
間
に

密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
蘭
洲
は
強
調
し
て
い
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
中
国
人
に
と
っ
て
天
は
絶
対
的
に
善
た
る
存
在
で

あ
り
、
そ
の
天
に
由
来
す
る
性
も
絶
対
に
善
で
あ
る
。
そ
し
て
、

蘭
洲
自
身
に
も
天
の
絶
対
性
、
あ
る
い
は
性
が
絶
対
的
に
善
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
非
常
に
強
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
上
述
の
内
容
と
も
重
複
す
る
け
れ
ど
も
、
蘭
洲
が
道

と
性
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。

〔『
中
庸
』
の
〕「
道
を
修
む
る
を
之こ
れ

教
と
謂
う
」、
道
は
即
ち

性
の
有
す
る
所
な
り
。
性
の
有
す
る
所
と
雖
も
、
修
め
ざ
れ

は
則
ち
行
な
わ
れ
ず
。
教
の
貴
ぶ
所
以
な
り
。（
上
巻
八
五

葉
裏
）

　

こ
れ
は
蘭
洲
が
『
中
庸
』
冒
頭
部
分
を
解
説
し
た
箇
所
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
の
「
道
」
と
は
、
聖
人
の
道
を
指
す
。
道
と
性
と
、
さ

ら
に
は
天
も
加
え
て
、
こ
れ
ら
三
者
の
つ
な
が
り
は
蘭
洲
に
と
っ

て
非
常
に
重
要
だ
っ
た
。『
中
庸
』
も
『
孟
子
』
も
『
周
易
』
繋

辞
伝
も
、
す
べ
て
道
と
天
と
性
と
の
つ
な
が
り
の
重
要
性
を
説
く

点
で
共
通
す
る
。
蘭
洲
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
善
を
支
え
る
理

論
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ら
の
経
書
を
尊
重
す
る
大
き
な
理

由
だ
っ
た
の
だ
と
言
え
る）
1（
（

。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
経
書
に
説
か

れ
て
い
る
性
論
を
継
承
し
た
程
朱
に
対
し
て
、
蘭
洲
は
ど
の
よ
う

に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
。
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四
、「
心
」
よ
り
も
「
性
」
を
尊
重
（
程
朱
）

　

上
述
の
天
の
絶
対
性
、
あ
る
い
は
性
が
絶
対
的
に
善
で
あ
る
こ

と
を
朱
子
学
で
は
ど
う
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
朱
子
学
は
ど
ち
ら
も
承
認
す
る
立
場
だ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で

は
程
子
の
言
を
紹
介
す
る
。

①
性
は
天
よ
り
出
て
、
才
は
気
よ
り
出い

づ
。
気　

清
な
れ
ば
則

ち
才
も
清
、
気　

濁
れ
ば
則
ち
才
も
濁
る
。
…
才
は
則
ち
善

と
不
善
と
有
り
、
性
は
則
ち
不
善
無
し
。（『
程
氏
遺
書
』
巻

一
九
・
伊
川
先
生
語
五
、『
近
思
録
』
道
体
篇
）

②
性
に
不
善
無
く
、
其
の
不
善
た
る
所
以
の
者
は
才
な
り
。
天

よ
り
受
く
る
を
之こ
れ

性
と
謂
い
、気
を
稟
く
る
を
之こ
れ

才
と
謂
う
。

才
の
善
不
善
は
気
の
偏
正
有
る
に
由
る
な
り
。（『
程
氏
外
書
』

巻
七）
11
（

）

　

①
②
と
も
に
、
性
が
天
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
善

で
あ
る
こ
と
を
程
子
も
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
種
の
程
子
の

言
を
蘭
洲
も
『
遺
稿
』
の
各
箇
所
で
引
用
す
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。

程
子　

明
ら
か
に
之
（
太
極
図
）
を
観
て
、
乃
ち
異
端
は
心

に
本
づ
き
て
、
我
が
道
は
天
に
本
づ
く
と
言
う
。
豈
に
然
ら

ざ
ら
ん
や
。
天
に
本
づ
く
こ
と
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
に
、
幸

い
に
此
の
〔
太
極
〕
図　

存
す
る
こ
と
有
り
。（「
右
寄
春
楼

道
兄
」
下
巻
三
葉
表
）

　

こ
れ
は
周
濂
渓
の
『
太
極
図
説
』
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
程

子
が
「
天
に
本
づ
く
」
こ
と
を
強
調
す
る
語
を
蘭
洲
も
引
い
て
お

り
、
彼
自
身
も
「
天
に
本
づ
く
」
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
蘭
洲
は
朱
子
の
み
な
ら
ず
程
子
の
思
想
も
承
認
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
蘭
洲
は
、
基
本
的
に
程
朱
尊
重
の
立
場
で
あ
り
、
程

子
と
朱
子
と
を
ひ
と
く
く
り
に
す
る
「
程
朱
」「
程
朱
之
学
」
の

語
の
用
例
は
、『
遺
稿
』
に
お
い
て
も
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
実
際

に
蘭
洲
自
身
も
「
余
は
程
朱
を
学
ぶ
者
な
り
」（「
古
学
論
」
上
巻

一
八
葉
裏
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
語
は
仁
斎
の
思
想
を
批
判
す

る
「
古
学
論
」
に
見
え
る
語
で
、
蘭
洲
の
程
朱
学
へ
の
傾
倒
ぶ
り

を
示
す
一
例
と
言
え
る
。

　

た
だ
、
蘭
洲
は
程
朱
の
学
に
盲
従
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

不
十
分
な
点
は
不
十
分
だ
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
す
で
に
紹
介
し
た
「
懐
徳
論
」
の
冒
頭
で
蘭
洲
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

懐徳堂研究　第 7 号　平成 28 年 2 月 29 日

28



人
皆
な
性
理
の
学
は
宋
儒
に
兆
す
を
知
る
、
而
れ
ど
も
其
の

源
の
発
す
る
こ
と
〔
子
〕
思
孟
〔
子
〕
に
由
る
を
知
ら
ず
。

皆
な
性
理
の
学
は
程
朱
よ
り
盛
ん
に
な
る
を
知
る
、
而
れ
ど

も
亦
た
程
朱
に
阨く
る

し
め
ら
る
る
こ
と
を
知
ら
ず
。（「
懐
徳
論
」

上
巻
二
二
葉
表
）

　

性
理
の
学
と
言
え
ば
、程
朱
の
学
と
我
々
も
す
ぐ
に
連
想
す
る
。

し
か
し
、上
述
し
た
よ
う
に
、そ
も
そ
も
性
理
の
学
の
精
神
は『
中

庸
』『
孟
子
』
に
由
来
す
る
の
だ
と
蘭
洲
は
考
え
る
。
程
朱
以
降

に
性
理
の
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
確
か
だ
け
れ
ど
も
、
あ
る

部
分
で
は
そ
の
精
神
が
程
朱
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
て
い
る
場
合
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
蘭
洲
に
は
あ
っ
た
ら

し
い
。

　

程
朱
の
学
に
対
す
る
蘭
洲
の
疑
問
の
一
例
を
挙
げ
て
み
る
。
す

で
に
何
度
か
引
用
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、『
遺
稿
』
中
の
「
性
論
」

に
お
い
て
、
蘭
洲
は
程
子
の
性
論
に
つ
い
て
批
判
を
展
開
す
る
。

そ
こ
で
は
性
に
つ
い
て
、『
周
易
』
繋
辞
上
伝
の
「
一
陰
一
陽
を

之こ
れ

道
と
謂
う
。
之
を
継
ぐ
者
は
善
な
り
。
之
を
成
す
者
は
性
な
り
」

以
下
の
内
容
を
例
に
し
て
、『
程
氏
遺
書
』
に
見
え
る
程
顥
の
言

を
引
き
つ
つ
論
じ
て
い
る
。
程
顥
は
「
生
を
之こ
れ

性
と
謂
う
」（『
孟

子
』
告
子
章
句
上
）
や
「
人　

生
ま
れ
て
静
な
る
は
、
天
の
性
な

り
」（『
礼
記
』
楽
記
篇
）
等
を
題
材
に
し
て
自
身
の
性
論
を
展
開

し
て
お
り
、
そ
の
性
論
を
蘭
洲
は
批
判
す
る
。
引
用
が
長
く
な
る

こ
と
か
ら
、
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
以
下
に
検
討
す
る）
12
（

。

程
子
は
大
抵　

聖
人
の
易
を
説
く
に
、
陽
を
扶た

す

け
て
陰
を
抑

う
る
の
意
有
り
て
、
乃
ち
陰
陽
は
本
と
淑
慝
（
善
悪
）
の
分

有
り
と
謂
う
を
観
る
。
遂
に
「
之
を
継
ぐ
者
は
善
」
を
解
し

て
、
之
を
譬
う
る
に
水
流
れ
て
清
濁
の
殊こ
と

な
り
有
り
て
、
遂

に
人　

以
て
澄
治
の
功
を
加
う
可
か
ら
ず
と
曰
う
。是
れ「
之

を
継
ぐ
者
は
善
」
為
る
の
時
に
、
既
に
悪　

相
対
し
て
生
ず

る
こ
と
有
る
な
り
。
故
に
又
た
悪
も
亦
た
之
を
性
と
謂
わ
ざ

る
可
か
ら
ざ
る
の
説
有
り
。
性
中
に
豈
に
悪
の
字
を
容
る
可

け
ん
や
。
唯
だ
善
な
る
の
み
。
故
に
「
気
質
の
性
、
君
子
は

性
と
せ
ず
」。
孟
子
に
言
有
り
、「
君
子
は
性
と
曰
わ
ず
」、

是
れ
な
り
。（「
性
論
上
」
上
巻
二
四
葉
表
）

　

こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
程
顥
の
思
想
を
蘭
洲
は
以
下
の
よ
う
に

解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
程
顥
は
『
周
易
』
繋
辞
伝
に
見
え
る
「
陰

陽
」
の
語
に
す
で
に
善
悪
の
意
味
を
見
出
し
た
。
当
然
、
陽
が
善

で
あ
る
。「
之
を
継
ぐ
者
は
善
」
と
い
う
性
は
、
水
に
清
濁
が
あ

る
よ
う
な
も
の
で
、
人
は
そ
の
水
の
濁
り
を
澄
ま
せ
る
た
め
の
努

力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
程
顥
の
考
え
に
対
し
て
、
蘭
洲

は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
程
顥
の
よ
う
な
考
え
な
ら
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ば
、
善
に
対
抗
す
る
悪
が
性
の
中
に
す
で
に
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
性
は
絶
対
的
に
善
だ
か
ら
、
悪
が
存
在
す
る
わ
け
は
な
い
。

だ
か
ら
「
気
質
の
性
を
君
子
は
自
分
本
来
の
善
た
る
性
と
は
し
な

か
っ
た
」（
張
載
『
正
蒙
』
誠
明
篇
の
語
に
基
づ
く
。『
近
思
録
』

為
学
大
要
篇
に
引
か
れ
る
）
の
だ
。『
孟
子
』
尽
心
章
句
下
に
見

え
る
「
君
子
は
性
と
曰
わ
ず
」
も
同
様
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
蘭
洲
は
性
の
中
に
悪
の
由
来
を
認
め
る
程
顥
の
考
え
を

明
確
に
批
判
す
る
。
そ
も
そ
も
性
論
に
つ
い
て
は
、
程
顥
と
程
頤

と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
微
妙
に
相
違
し
て
い
る
。
程
顥
は

『
孟
子
』
に
見
え
る
告
子
の
「
生
を
之こ
れ

性
と
謂
う
」
の
立
場
と
む

し
ろ
近
く
、
性
の
中
に
善
悪
両
方
の
要
素
を
見
る
の
に
対
し
て
、

程
頤
は
善
悪
を
よ
り
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
す
る）
1（
（

。
蘭
洲
の
主
張

は
程
頤
や
朱
熹
の
立
場
に
よ
り
一
層
近
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
蘭

洲
は
程
子
の
主
張
の
問
題
点
を
続
け
て
批
判
す
る
。

澄
治
の
功
を
加
う
る
は
、
性
を
成
す
以
後
の
事
と
雖
も
、
然

れ
ど
も
其
の
澄
治
す
可
き
の
不
正
濁
気
は
性
を
成
す
の
前
に

在
る
な
り
。
然
れ
ど
も
程
子
も
又
た
人　

生
ま
れ
て
静
な
る

以
上
は
説
く
可
か
ら
ず
と
曰
う
な
り
。
其
れ
説
く
可
か
ら
ざ

れ
ば
、
則
ち
復
た
焉
ん
ぞ
其
れ
悪
有
る
を
知
ら
ん
や
。
頗
る

矛
盾
を
覚
ゆ
。
継
善
の
時
は
、
猶
天
に
繋
が
る
が
ご
と
し
。

之
を
如
何
に
し
て
澄
治
の
功
を
加
え
ん
や
。
程
子
の
意
は
蓋

し
坐そ
ぞ
ろに

淑
を
以
て
本
然
の
性
と
為
し
て
、
慝
を
以
て
気
質
の

性
と
為
す
。
果
た
し
て
其
の
説　

之こ
れ

是ぜ

な
ら
ば
、
則
ち
天
も

亦
た
悪
有
る
を
免
れ
ざ
る
も
可
な
ら
ん
や
。（「
性
論
上
」
上

巻
二
四
葉
表
～
二
四
葉
裏
）

　

水
を
澄
ま
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
も
と
も
と
水
が
濁
っ
て
い
る

か
ら
こ
そ
必
要
な
行
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
程
顥
は
性
に
は
も

と
も
と
悪
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
蘭
洲
は
言
う
。

し
か
し
、
人
が
生
ま
れ
る
以
前
の
こ
と
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
程
顥
は
同
時
に
述
べ
て
い
る
。
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
性
に
悪
が
あ
る
と
言
う
と
こ
ろ
に
程
顥
の
矛
盾
が
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
言
う
な
ら
ば
、
性
が
基
づ
く
本
源
た
る
天
に
も

悪
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
以
上
が
蘭
洲

の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
程
子
の
性
論
の
問
題
点
を
指
摘
し

た
う
え
で
、
蘭
洲
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

先
人
の
学
は
極
め
て
程
朱
を
崇
奉
す
。
然
れ
ど
も
性
説
に
至

り
て
は
頗
る
従
違
有
り
。
曰
く
、
先
儒　

性
を
論
ず
る
に
、

程
朱
を
以
て
詳
審
と
為
し
て
、
孟
子
は
少
し
く
踈
所
有
る
こ

と
を
免
れ
ず
と
言
う
に
至
り
て
は
、
我　

敢
え
て
信
ぜ
ず
。

孟
子
七
篇
を
熟
読
せ
ば
、
聖
人
の
道
は
知
り
難
か
ら
ざ
れ
ば

な
り
。
諸
子
の
説
は
辨
ぜ
ざ
る
も
明
ら
か
な
り
、
と
。
予　
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家
学
に
従
事
し
て
、
往
々
に
し
て
疑
い
有
り
。
故
に
之
を
論

及
す
る
の
み
。
敢
え
て
強
事
辨
駁
す
る
に
非
ず
。
唯
だ
先
人

の
意
を
述
ぶ
る
の
み
。（「
性
論
上
」
上
巻
二
四
葉
裏
）

　

朱
子
学
者
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
程
朱
の
主
張
を
尊
重
す
る

け
れ
ど
も
、上
述
し
た
よ
う
に
程
子
の
性
論
に
は
問
題
点
が
あ
る
。

性
論
に
関
し
て
、
程
朱
は
本
然
の
性
・
気
質
の
性
と
い
っ
た
概
念

を
用
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
孟
子
は
性
善
説
を

説
く
の
み
で
や
や
そ
の
論
理
に
粗
雑
な
面
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、『
孟
子
』
を
熟
読
す
れ
ば
、
実
は
聖
人
の
道
は
す

で
に
十
分
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蘭
洲
は
言
う
。
引
用

文
中
の
「
曰
く
」
の
主
語
が
誰
な
の
か
は
や
や
問
題
で
、
蘭
洲
で

は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
主
張
に
蘭
洲
が
大
い
に
賛
同
し
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

　

程
子
の
性
論
に
対
す
る
批
判
は
「
性
論
上
」
の
み
な
ら
ず
「
性

論
下
」
で
も
見
ら
れ
る
。
や
や
長
文
だ
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
も
以

下
に
引
用
す
る
。

二
程
の
性
を
説
く
も
亦
た
但
だ
孔
孟
に
拠
り
て
、
復
た
自
ら

諸
を
心
性
に
徴
す
。即
ち
能
く
善
の
由
来
す
る
所
を
知
り
て
、

未
だ
悪
の
由
来
す
る
所
を
知
る
に
及
ば
ず
。
是
れ
其
れ
君
子

と
為
す
所
以
た
る
か
。
是
に
お
い
て
悪
を
性
中
に
求
む
、
而

れ
ど
も
得
可
か
ら
ず
し
て
、
乃
ち
僅
か
に
〔『
周
易
』
繋
辞

上
伝
に
見
え
る
〕
孔
子
の
「
之
を
継
ぐ
」
の
語
に
お
い
て
之

を
覩
る
。
遂
に
水
を
以
て
之
を
譬
う
る
に
、
水
の
濁
り
は
之

を
経
過
す
る
所
の
地
に
得
て
、
性
の
悪
は
之
を
其
の
「
之
を

継
ぐ
」
の
時
に
得
、
と
。
水
は
本
と
清
く
、
性
は
本
と
善
な

り
、
乃
ち
「
善
」
を
以
て
本
然
と
為
し
て
「
継
」
を
以
て
気

質
と
為
す
。
遂
に
性
を
判わ

か
ち
て
二
と
為
す
の
誚そ
し

り
を
免
れ

ず
。
其
の
悪
も
亦
た
性
と
言
わ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
語
に
拠

れ
ば
、
則
ち
又
た
性
は
本
と
悪
有
り
と
言
う
に
似
た
り
。
程

子
の
性
を
説
く
や
、
何
ぞ
其
れ
特
操
（
不
変
の
み
さ
お
）
無

か
ら
ん
。
禎
（
蘭
洲
）
や
篤
く
孔
孟
の
訓お
し
えを

信
じ
て
、
性
善

に
間
無
し
。（「
性
論
下
」
上
巻
二
五
葉
表
～
二
五
葉
裏
）

　

程
子
は
、
性
に
お
け
る
悪
の
由
来
を
説
明
す
る
の
に
窮
し
て
、

川
の
流
れ
に
お
け
る
水
の
濁
り
を
例
に
し
て
悪
の
由
来
を
説
明
し

よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
然
の
性
・
気
質
の
性
の
概
念
を
も
ち

だ
し
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、
本
然
の
性
は
す
な
わ
ち
善
の
性
、
気

質
の
性
は
す
な
わ
ち
悪
の
性
と
い
う
よ
う
に
二
種
の
性
が
あ
り
、

性
に
は
も
と
も
と
悪
の
側
面
が
あ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
主
張
し
て
蘭
洲
は
程
子
の
考
え
を
批
判

す
る
。
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上
記
の
引
用
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
程
朱
よ
り
も
孔
孟
を
尊

重
す
る
蘭
洲
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
。「
性
論
上
」
の
「
孟
子

七
篇
を
熟
読
せ
ば
、
聖
人
の
道
は
知
り
難
か
ら
ず
」
の
語
か
ら
は
、

性
善
説
を
高
唱
す
る
『
孟
子
』
に
す
で
に
孔
子
も
含
め
た
聖
人
の

道
が
備
わ
る
と
蘭
洲
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、「
性
論

下
」
の
「
禎
や
篤
く
孔
孟
の
訓
を
信
じ
て
、
性
善
に
間
無
し
」
の

語
か
ら
も
蘭
洲
が
性
善
説
を
孔
子
や
孟
子
の
教
え
の
根
幹
と
考
え

る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
二
程
の
性
を
説
く
も
亦

た
但
だ
孔
孟
に
拠
り
て
、
復
た
自
ら
諸
を
心
性
に
徴
す
」
の
語
か

ら
は
、
程
子
の
性
論
が
孔
孟
に
根
拠
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
尊
重
す

べ
き
な
の
だ
と
い
う
蘭
洲
の
考
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
蘭
洲
が
程
朱
を
尊
重
す
る
の
は
、
程
朱
が
性
理
の
学

を
唱
え
て
孔
孟
を
顕
彰
し
て
性
善
説
を
明
ら
か
に
し
た
か
ら
で
は

な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、
孔
子
や
孟
子
、
そ
れ
に
付
け
加
え
る
な
ら

『
中
庸
』
を
著
わ
し
た
と
さ
れ
る
子
思
ら
が
、
蘭
洲
の
絶
対
視
す

る
性
善
説
を
す
で
に
唱
え
て
お
り
、
そ
れ
を
程
朱
が
継
承
し
よ
う

と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

我
々
は
朱
子
学
者
あ
る
い
は
陽
明
学
者
な
ど
と
言
え
ば
、
朱
子

の
考
え
を
尊
重
す
る
学
者
あ
る
い
は
王
陽
明
の
考
え
を
尊
重
す
る

学
者
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
朱
子
学
者
と
言
っ
て
も
、

彼
ら
は
朱
子
の
考
え
を
通
し
て
古
代
の
聖
人
の
道
を
尊
重
し
て
い

る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

五
、「
聖
人
の
道
」
を
め
ざ
す
君
子

　

蘭
洲
が
古
代
の
聖
賢
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
た
聖
人
の
道
を
重
ん

じ
る
精
神
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
で
は
、

『
周
易
』
の
語
を
使
用
し
た
先
の
引
用
で
、「
聖
人
の
開
物
成
務
の

道
、
…
是
れ
即
ち
天
人
合
一
の
道
」（
上
巻
九
三
葉
表
）
と
言
わ

れ
る
聖
人
の
道
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
蘭
洲
は
と

ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

す
で
に
引
用
し
た
、
蘭
洲
が
陸
王
・
禅
荘
・
仁
斎
・
徂
徠
・
闇

斎
ら
を
順
に
批
判
し
た
文
章
で
、
彼
ら
の
立
場
を
批
判
す
る
箇
所

に
続
い
て
、
蘭
洲
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

若
し
孔
孟　

之
を
視
れ
ば
、
則
ち
必
ず
之
が
為
に
長
大
息
す

る
の
み
。
無
偏
無
党
中
正
の
道
に
如
か
ず
。
蕩
々
平
々
と
し

て
唯
だ
聖
賢
の
遺
訓
を
以
て
切
と
す
る
の
み
。（
上
巻
三
六

葉
裏
）

　

ま
た
、
こ
ち
ら
も
す
で
に
引
用
し
た
、『
孟
子
』
に
見
え
る
告

子
や
禅
荘
陸
王
の
学
を
批
判
す
る
箇
所
に
続
け
て
、
蘭
洲
は
次
の

よ
う
に
も
言
う
。
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耳
目
の
声
色
に
お
け
る
や
、
四
支
の
安
逸
に
お
け
る
や
、
便

ち
工
夫
を
以
て
心
の
正
不
正
を
徴
す
、
是
れ
聖
人
の
中
正
の

学
な
り
。（
下
巻
四
六
葉
表
）

　

以
上
に
挙
げ
た
例
を
見
れ
ば
、
蘭
洲
の
考
え
る
聖
人
の
道
を
解

す
る
た
め
に
は
、「
中
正
」
の
語
が
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
中
正
と
は
先
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に

「
無
偏
無
党
」
す
な
わ
ち
、
偏
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
中

正
」
の
概
念
の
重
視
は
、
蘭
洲
が
『
中
庸
』
を
重
視
す
る
立
場
と

共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
蘭
洲
の
時
代
は
、
本
来
の
儒
学
か
ら
見

れ
ば
異
端
と
思
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
が
流
行
し
て
い
た
。
陸
王

や
禅
荘
は
性
で
は
な
く
心
の
重
視
に
偏
っ
て
お
り
、
仁
斎
ら
の
古

学
は
功
利
に
偏
っ
て
お
り
、
闇
斎
は
厳
格
に
偏
っ
て
い
た
。
そ
の

中
で
、
極
端
に
偏
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
中
正
を
尊
重
す
る

聖
人
の
道
を
標
榜
す
る
の
は
朱
子
学
だ
け
だ
と
蘭
洲
は
考
え
た
。

　

そ
も
そ
も
「
中
正
」
の
語
は
『
周
易
』
に
関
連
す
る
語
で
、
本

来
、
中
は
六
爻
の
卦
の
内
卦
と
外
卦
と
の
中
位
、
す
な
わ
ち
、
二

と
五
と
の
位
の
こ
と
で
あ
り
、
正
は
陽
爻
が
陽
位
（
奇
数
の
位
）、

陰
爻
が
陰
位
（
偶
数
の
位
）
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と

え
ば
、
乾
の
文
言
伝
に
「
大
な
る
か
な
乾
や
、
剛
健
中
正
、
純
粋

に
し
て
精
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
『
周
易
』
の
本
文
に
も
頻
出
す

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
程
子
は
『
程
氏
易
伝
』
を
著
わ
し
、
朱

熹
は
『
周
易
本
義
』
を
残
し
て
い
る
。『
周
易
』
に
見
え
る
「
中
正
」

の
概
念
を
重
視
す
る
程
朱
の
姿
勢
が
こ
ち
ら
も
蘭
洲
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
程
朱
が
重
ん
じ
る
周
敦
頤

『
太
極
図
説
』
に
も
、「
聖
人　

之
を
定
む
る
に
中
正
仁
義
を
以
て

し
、
而
し
て
静
を
主
と
し
て
、
人
極
を
立
つ
」（『
太
極
図
説
』。『
近

思
録
』
道
体
篇
に
も
引
か
れ
る
）
と
あ
り
、
蘭
洲
の
立
場
に
影
響

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
上
述
の
よ
う
な
聖
人
の
道
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
蘭
洲
に
と
っ
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考

え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
遺
稿
』
中
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

陸
王
の
学
、
是
れ
水
未
だ
至
ら
ず
し
て
渠み
ぞ

を
求
め
、
花
未
だ

謝お

ち
ず
し
て
実
を
求
む
。
大
早
計
と
謂
う
可
し
。
是
れ
〔『
論

語
』
子
路
篇
に
言
う
よ
う
に
〕「
速
や
か
な
る
を
欲
す
る
」

の
私
心
な
り
。
仁
斉
・
徂
徠
を
為
す
の
学
者
は
、
涵
養
す
る

も
素も
と

無
し
。
是
れ
始
め
水
を
滀あ
つ

む
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
渠

成
す
可
き
こ
と
無
く
、
種
樹
す
る
を
知
ら
ず
し
て
実
結
ぶ
可

き
こ
と
無
し
。
不
学
亡
術
と
謂
う
可
し
。
朱
子
の
学
は
、
先

に
地
を
堀
り
て
而
る
後
に
流
れ
を
引
き
、
樹
を
培
い
て
而
る

後
に
実
を
待
つ
。
固
よ
り
頓
悟
直
入
の
教
に
非
ず
、
陸
子
の

悦
ば
ざ
る
こ
と
宜
な
る
か
な
。
又
た
心
性
を
遺わ
す

れ
て
功
利
を

志
す
の
教
に
非
ず
、
仁
斉
・
徂
徠
の
説よ
ろ
こば
ざ
る
こ
と
も
亦
た
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宜
な
る
か
な
。（
上
巻
三
六
葉
裏
～
三
七
葉
表
）

　

陸
王
の
学
や
仁
斎
・
徂
徠
の
古
学
と
比
較
し
て
朱
子
学
の
優
っ

た
点
を
述
べ
る
文
章
で
あ
る
。
陸
王
の
学
は
、
ま
だ
水
が
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
溝
を
掘
ろ
う
と
し
、
ま
だ
花
が
落
ち
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
実
が
な
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
、
非
常
に
せ
っ

か
ち
だ
と
蘭
洲
は
批
判
す
る
。
ま
た
、
仁
斎
や
徂
徠
の
学
は
、
学

問
の
修
養
を
し
て
も
根
本
か
ら
し
て
な
っ
て
い
な
い
と
蘭
洲
は
言

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
学
は
、
水
の
流
れ
を
引
く
前
に
ま
ず

溝
を
掘
り
、
実
が
な
る
前
に
ま
ず
樹
木
を
植
え
る
と
い
う
よ
う

に
、着
実
な
方
法
を
用
い
て
学
問
を
進
め
よ
う
と
す
る
。し
た
が
っ

て
、「
頓
悟
直
入
」で
は
な
い
か
ら
時
間
は
少
々
要
す
る
け
れ
ど
も
、

確
実
に
聖
人
の
道
へ
と
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
蘭
洲
は
考
え
て

い
た
。

　

ま
た
、
蘭
洲
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

道
は
本
と
迂
濶
に
在
り
て
捷
径
に
在
ら
ず
。
是
の
故
に
〔
趙

岐
『
孟
子
題
辞
』
に
言
う
よ
う
に
〕
孟
子
を
迂
濶
と
為
し
て

蘇
〔
秦
や
〕
張
〔
儀
ら
の
縦
横
家
〕
を
捷
径
と
為
す
は
、
功

利
俗
習
な
り
。
殊
に
迂
濶
の
捷
径
為
る
、
捷
径
の
迂
濶
為
る

を
知
ら
ず
。
…
今
世　

夫
の
捷
径
を
喜
ぶ
者
の
行
な
い
を

視
れ
ば
皆
な
利
な
ら
ん
や
。
已
後
〔『
孟
子
』
公
孫
丑
章
句

上
に
言
う
よ
う
な
〕「
義
と
道
と
」
遠
し
。
猶
喋
々
乎
と
し

て
心
術
を
談か
た

る
も
の
は
恥
を
知
ら
ざ
る
な
り
。（
上
巻
九
一

葉
裏
）

　

こ
の
箇
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
道
」
と
は
聖
人
の
道
で
あ
る
。

そ
の
聖
人
の
道
へ
と
至
る
た
め
に
は
、
捷
径
、
す
な
わ
ち
、
近
道

な
ど
な
い
。
迂
濶
、
す
な
わ
ち
、
廻
り
道
に
見
え
よ
う
と
そ
の
方

法
を
愚
直
に
突
き
進
む
ほ
か
は
な
い
。
一
見
近
道
の
よ
う
に
見
え

る
道
を
通
っ
た
と
し
て
も
聖
人
の
道
に
行
き
着
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
廻
り
道
に
見
え
よ
う
と
聖
人
の
道
へ
至
る
に
は
そ
の
道
の
他

に
は
な
い
の
だ
か
ら
、
実
は
そ
の
廻
り
道
が
聖
人
の
道
へ
の
近
道

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
聖
人
の
道
を
め
ざ
す
人
格
者
が
君

子
で
あ
る
。
次
に
君
子
に
関
す
る
蘭
洲
の
見
解
を
検
討
す
る
。

　

蘭
洲
に
限
ら
ず
朱
子
学
者
ら
の
究
極
の
目
標
は
聖
人
だ
っ
た
。

「
聖
人
は
学
ん
で
至
る
可
し
」
と
い
う
朱
子
学
の
著
名
な
題
目
に

そ
の
立
場
は
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
君
子
は
そ
の
聖
人
よ

り
も
一
段
格
下
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
聖
人
と
同
様
に
め
ざ
す
べ

き
目
標
だ
っ
た
。
そ
れ
は
蘭
洲
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
彼
の

基
本
的
立
場
は
、「
人
の
学
を
為
す
は
、
君
子
為
ら
ん
と
欲
す
れ

ば
な
り
」（
上
巻
三
八
葉
裏
）
と
い
う
『
遺
稿
』
に
見
え
る
語
に

明
確
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
く
対
比
さ
れ
る
よ
う
に
、

君
子
は
小
人
に
比
べ
れ
ば
そ
の
人
格
者
と
し
て
の
位
置
は
際
立
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つ
。
た
と
え
ば
、
こ
ち
ら
は
仁
斎
の
人
情
重
視
の
立
場
を
批
判
す

る
箇
所
で
、「
君
子
の
人
情
は
、
皆
な
公
に
出
て
、
自
ら
天
理
に

合
す
。
小
人
の
人
情
は
、
皆
な
私
に
出
て
拠
る
に
足
ら
ず
」（
上

巻
一
三
葉
表
）
と
あ
る
よ
う
に
、
君
子
は
個
人
的
な
「
私
」
よ

り
も
全
体
的
な
「
公
」
を
尊
重
す
る
と
述
べ
る
例
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。

　

た
だ
、
上
述
の
よ
う
に
、
蘭
洲
に
と
っ
て
君
子
は
聖
人
に
比
べ

て
や
や
格
が
劣
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
例
が
『
遺
稿
』
に
見
え
る
。

天
の
万
物
を
生
じ
て
、
…
此
れ
を
之こ
れ

天
の
道
と
謂
う
。
陰
と

陽
と
是
れ
な
り
。
聖
人
は
則
ち
諸こ
れ

を
以
て
人
に
教
え
て
、
以

て
家
・
国
・
天
下
に
及
ぼ
す
。
君
子
の
修
身
も
亦
た
之
を
以

て
す
。
此
れ
を
之こ
れ

人
の
道
と
謂
う
。
仁
と
義
と
是
れ
な
り
。

（
上
巻
四
四
葉
裏
）

　

こ
こ
で
は
、
聖
人
が
家
内
か
ら
天
下
に
至
る
ま
で
天
の
道
を
推

演
す
る
の
に
対
し
て
、
君
子
は
仁
義
に
代
表
さ
れ
る
人
と
し
て
の

道
を
同
じ
く
家
内
か
ら
天
下
に
至
る
ま
で
推
演
す
る
こ
と
が
そ
の

役
割
と
さ
れ
て
い
る
。「
君
子
の
修
身
」
の
語
か
ら
は
、
君
子
が

道
徳
的
理
想
像
の
性
格
の
強
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

儒
者
と
し
て
は
修
己
も
治
人
も
と
も
に
重
視
す
る
の
が
基
本
的

立
場
の
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
日
本
近
世
の
儒
者
は
、
聖
人
で
も
君

子
で
も
往
々
に
し
て
そ
の
道
徳
的
理
想
像
の
側
面
を
強
調
す
る
き

ら
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
蘭
洲
に
も
ま
た
そ
の
傾
向
が
あ
っ
た
。

以
下
の
引
用
は
『
遺
稿
』
で
は
な
く
、
蘭
洲
が
か
な
文
で
記
し
た

随
筆
の
一
つ
『
蘭
洲
茗
話
』
だ
け
れ
ど
も
、
蘭
洲
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る）
14
（

。
儒
と
い
ふ
は
、
人
の
道
を
と
く
な
れ
ば
、
農
人
な
れ
ば
田
を

耕
し
、
商
人
な
れ
ば
あ
き
な
ひ
を
し
、
仕
官
の
人
な
れ
ば
其

職
役
を
つ
と
む
る
が
そ
の
本
意
也
、
書
を
講
じ
、
詩
文
を
作

る
ば
か
り
な
る
人
を
儒
者
と
は
す
ま
じ
き
事
な
り
、（
下
二

三
頁
裏
）

　

蘭
洲
に
と
っ
て
儒
学
が
「
人
の
道
」
を
説
く
も
の
だ
と
い
う
こ

と
は
、
治
人
の
方
面
よ
り
も
む
し
ろ
修
己
の
道
徳
面
に
彼
が
重
き

を
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
聖
人

の
み
な
ら
ず
君
子
と
い
う
理
想
像
の
性
格
も
道
徳
的
方
面
を
重
視

し
た
理
想
像
だ
と
の
見
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
蘭
洲
が
朱
子
学
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由

五井蘭洲と朱子学と ― 藤居岳人
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に
つ
い
て
、
彼
の
性
論
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
理
由
の

要
点
を
ま
と
め
る
こ
と
で
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
性
善
説
に
対
す
る
蘭
洲
の
強
い
思
い
入
れ
で
あ
る
。
彼

に
と
っ
て
、
絶
対
的
存
在
た
る
天
に
基
づ
く
以
上
、
性
は
善
以
外

で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ま
だ
『
論
語
』
あ
た
り
で
は
明

確
に
説
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、『
周
易
』『
中
庸
』
そ

し
て『
孟
子
』に
至
っ
て
よ
う
や
く
明
確
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
経
書
に
説
か
れ
る
性
善
説
に
基
づ
く
道
、
す
な
わ

ち
、
聖
人
の
道
は
「
無
偏
無
党
中
正
の
道
」（
上
巻
三
六
葉
裏
）

で
あ
り
、
人
と
し
て
の
お
だ
や
か
な
あ
る
べ
き
道
に
つ
な
が
る
も

の
で
も
あ
っ
た
。
陸
王
の
学
や
仁
斎
・
徂
徠
の
古
学
は
そ
の
よ
う

な
聖
人
の
道
を
継
承
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
お
だ
や
か

な
中
正
の
道
を
最
も
よ
く
継
承
し
明
ら
か
に
し
た
の
は
程
朱
の
学

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
蘭
洲
は
朱
子
学
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
蘭
洲
の
理
想
と
す
る
聖
人
や
君
子
と
い
っ
た
儒
学
的

理
想
像
は
、
修
己
・
治
人
の
う
ち
、
修
己
に
重
き
を
置
く
理
想
像

だ
っ
た
。
本
来
、
儒
者
と
し
て
は
修
己
・
治
人
の
双
方
に
通
じ
る

理
想
像
を
め
ざ
す
べ
き
だ
け
れ
ど
も
、
蘭
洲
の
時
点
で
は
そ
こ
ま

で
ま
だ
踏
み
込
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
修
己
と
治
人
と
の
双

方
に
目
を
向
け
る
の
は
、
蘭
洲
の
弟
子
だ
っ
た
竹
山
・
履
軒
の
兄

弟
を
俟
つ
こ
と
な
る
。

　

ま
た
、
性
論
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
蘭
洲
が
程
子
の
性
論
を
批
判

す
る
箇
所
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
程
子
が
性
の
中
に
悪
の
要

素
を
認
め
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
箇
所
に
対
し
て
、
性
は
絶
対
的

に
善
で
あ
り
、
悪
の
要
素
が
混
入
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い

う
批
判
で
あ
る
。
蘭
洲
が
基
本
的
に
程
朱
の
学
を
尊
重
す
る
立
場

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
程
子
の
主
張
に
盲
従
す

る
こ
と
は
せ
ず
、
不
十
分
な
説
は
不
十
分
な
説
と
し
て
冷
静
に
批

判
の
眼
を
向
け
る
。
懐
徳
堂
の
儒
者
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
、
履

軒
は
、
性
が
完
全
に
善
だ
か
ら
、
朱
子
学
で
提
唱
さ
れ
る
本
然
の

性
・
気
質
の
性
の
よ
う
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
立
場
で

あ
る）
15
（

。
蘭
洲
の
主
張
は
、「
本
然
」
や
「
気
質
」
の
語
に
と
ら
わ

れ
ず
に
性
論
を
展
開
す
る
履
軒
の
立
場
と
は
や
や
相
違
す
る
け
れ

ど
も
、
性
の
中
に
悪
の
由
来
を
認
め
な
い
点
に
お
い
て
履
軒
と
そ

の
立
場
は
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
部
分
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

程
朱
の
説
で
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
墨
守
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う

精
神
は
、
弟
子
の
履
軒
ら
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

次
に
、
蘭
洲
は
、
性
善
た
る
人
間
が
実
際
に
善
を
実
現
す
る
最

も
着
実
な
方
法
を
朱
子
学
が
提
唱
し
て
い
る
と
考
え
る
。
た
だ
、

蘭
洲
当
時
の
日
本
は
、
む
し
ろ
陸
王
の
学
や
仁
斎
・
徂
徠
の
古
学

が
流
行
し
て
い
た
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
、
蘭
洲
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

懐徳堂研究　第 7 号　平成 28 年 2 月 29 日

36



大
氐　

国
の
初
め
よ
り
民
俗
は
質
朴
に
し
て
、
儒
者
も
亦
た

古
風
を
失
わ
ず
。
惺
窩
先
生　

朱
学
を
唱
う
る
に
因
り
て
、

此
の
時
に
方あ

た
る
や
、
宗
室
・
大
藩
は
之
を
崇
奉
す
。
…
其

の
後
自
り
陸
王
の
学
行
な
わ
れ
て
、
道
は
書
生
の
常
談
と
為

り
て
、
聞
く
可
き
も
用
う
る
可
か
ら
ず
。
藤
樹
の
若
き
は
質

美
な
り
と
雖
も
、
学
は
則
ち
禅
を
仮
る
。
乃
ち
子
思
の
性
・

道
・
教
の
訓お
し
えは
、〔『
孟
子
』
離
婁
章
句
上
で
言
わ
れ
る
眸ひ
と
み子

の
よ
う
に
〕
眊く
ら

し
。
凡
そ
子
弟
の
学
に
入
る
者
は
、
皆
な
成

材
（
立
派
な
才
能
を
有
す
る
こ
と
）
な
ら
ず
、
啻た

だ
に
成
材

な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
心
術
良
智
を
空
談
し
て
、
而
れ
ど

も
其
の
志
し
は
貨
色
に
在
り
、
行
な
い
は
庸
愚
に
等
し
。
勝あ

げ
て
嘆
ず
可
か
ら
ざ
ら
ん
や
。（
上
巻
八
六
葉
裏
）

　

藤
原
惺
窩
ら
が
活
躍
し
て
い
た
江
戸
時
代
初
期
は
ま
だ
朱
子
学

の
時
代
だ
っ
た
。
民
心
も
質
朴
で
公
家
も
武
家
も
朱
子
学
を
尊
重

し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
禅
宗
に
類
似
す
る
陸
王
の
学
が

流
行
す
る
に
つ
れ
て
『
中
庸
』
に
説
か
れ
る
よ
う
な
正
し
い
儒
学

は
影
を
潜
め
て
空
談
ば
か
り
が
目
立
つ
時
代
に
な
っ
た
と
蘭
洲
は

述
べ
る
。
禅
宗
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
一
六
五
四
年
（
承
応
三
）

に
明
末
の
中
国
か
ら
招
か
れ
た
隠
元
隆
琦
に
よ
っ
て
よ
り
盛
ん
に

な
る
。
陸
王
、
特
に
王
陽
明
の
学
は
明
代
禅
宗
の
影
響
を
強
く
受

け
て
お
り
、「
頓
悟
直
入
」
的
な
易
簡
の
学
問
に
流
れ
る
傾
向
が

あ
っ
た
。
同
時
に
ま
た
、
仁
斎
・
徂
徠
の
「
功
利
」
に
流
れ
る
傾

向
も
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
明
代
古
文
辞
派
の
李
攀
龍
と
王

世
貞
と
を
顕
彰
す
る
徂
徠
に
も
、
あ
る
程
度
、
明
学
の
影
響
が
あ

る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
風
潮
が
続
く
に
従
っ
て
、

今
一
度
、
着
実
な
方
法
で
聖
人
の
道
に
近
づ
こ
う
と
す
る
朱
子
学

に
脚
光
を
当
て
た
の
が
蘭
洲
や
混
沌
社
の
近
世
朱
子
学
派
の
学
者

た
ち
だ
っ
た
。

　

な
ぜ
蘭
洲
は
朱
子
学
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
上
述

の
よ
う
に
、
性
善
説
へ
の
強
い
思
い
入
れ
と
聖
人
の
道
へ
の
着
実

な
方
法
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
と
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
本
稿
は

言
及
し
た
け
れ
ど
も
、最
後
に
蘭
洲
の
考
え
を
推
察
し
て
み
れ
ば
、

蘭
洲
は
何
か
確
た
る
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
欲
し
か
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
そ
の
基
礎
理
論
が
性
善
説
で
あ
り
、
そ
の
善
た
る
性

が
基
づ
く
天
の
道
、
す
な
わ
ち
、
聖
人
の
道
へ
の
着
実
な
方
法
を

提
供
し
て
い
た
の
が
朱
子
学
だ
っ
た
。

　

蘭
洲
の
生
涯
は
苦
難
の
連
続
と
言
っ
て
よ
か
っ
た）
16
（

。た
と
え
ば
、

彼
は
幼
少
の
頃
か
ら
多
難
な
家
の
事
情
に
翻
弄
さ
れ
て
い
た
け
れ

ど
も
、
儒
者
と
し
て
身
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
、
三
五
歳

の
頃
に
津
軽
藩
儒
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
よ
う
や
く
一
定
の
社
会
的

地
位
を
得
る
。
し
か
し
、
八
年
後
、
病
気
を
理
由
に
津
軽
藩
を
致

仕
し
て
再
び
大
坂
に
戻
る
。
津
軽
藩
致
仕
の
真
の
理
由
は
学
問
に

対
す
る
藩
内
の
無
理
解
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
蘭
洲
に
と
っ
て
は
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一
種
の
挫
折
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
苦
難
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う

な
挫
折
を
経
験
し
た
蘭
洲
は
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
人
生
の
中

で
、
何
か
不
変
の
も
の
、
あ
る
い
は
普
遍
の
も
の
と
つ
な
が
る
感

覚
に
よ
っ
て
安
心
感
を
得
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
太
極
図
説
』
に
せ
よ
、『
周
易
』
に
せ
よ
、『
中
庸
』
に
せ
よ
、

儒
学
独
自
の
理
論
を
述
べ
た
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
思
想
の
一
種

の
深
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
深
さ
と
つ
な
が
る
こ
と
で
蘭

洲
は
精
神
的
な
安
定
を
得
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
も
可

能
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
確
固
た
る

理
念
へ
の
蘭
洲
の
欲
求
が
朱
子
学
へ
の
回
帰
を
生
み
、
そ
の
後
の

朱
子
学
尊
重
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

蘭
洲
の
朱
子
学
尊
重
の
立
場
が
そ
の
後
の
懐
徳
堂
学
派
、
特
に

中
井
竹
山
・
履
軒
兄
弟
に
与
え
た
影
響
、
さ
ら
に
は
混
沌
社
の
近

世
朱
子
学
派
の
学
者
た
ち
と
の
立
場
の
異
同
な
ど
、
考
究
す
べ
き

問
題
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

注（
１
）
五
井
蘭
洲
の
著
述
の
多
く
は
、
写
本
と
し
て
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館

に
所
蔵
さ
れ
る
。
同
館
所
蔵
の
『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』
の
写
本
は
三
種
類

あ
り
、
本
稿
で
は
分
類
番
号
０
４
１
／
４
２
０
の
二
冊
本
を
底
本
と
し

て
使
用
す
る
。
本
稿
使
用
の
底
本
が
蘭
洲
自
筆
本
の
可
能
性
が
高
い
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
寺
門
日
出
男
「
大
阪
府
立
中
之
島
図
書

館
蔵
蘭
洲
遺
稿
に
つ
い
て
」（『
懐
徳
堂
研
究
』
六
号
、
二
〇
一
五
年
）

を
参
照
。

（
２
）
陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）

（
３
）
底
本
は
原
漢
文
。
以
下
、『
遺
稿
』
か
ら
の
引
用
は
上
下
巻
ご
と
の
葉

数
の
み
記
す
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
適
宜
、
通
行
の
文
字
に
改
め
る
。

な
お
、
以
下
の
書
き
下
し
文
中
の
（　

）
は
、
そ
の
前
の
語
の
意
味
を

表
わ
し
、〔　

〕
は
、
文
意
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
筆
者
が
補
っ

た
語
で
あ
る
。

（
４
）
陶
徳
民
同
著
四
六
頁
で
は
、
蘭
洲
の
天
人
合
一
観
の
実
践
的
意
義
に
つ

い
て
、
修
己
・
治
人
の
両
面
か
ら
了
解
で
き
る
と
説
き
、
特
に
治
人
面

に
関
し
て
『
遺
稿
』
の
「
夫
儒
者
、
乃
尊
天
道
、
修
人
事
、
位
育
賛
参
、

裁
成
輔
相
、
天
地
之
所
由
立
也
」（
下
巻
一
七
葉
表
）
を
引
い
て
、
儒

者
の
使
命
や
社
会
的
責
任
の
重
大
さ
に
関
す
る
蘭
洲
の
認
識
は
明
白
だ

と
す
る
。
た
だ
、
こ
の
例
を
以
て
直
截
的
に
治
人
に
つ
い
て
蘭
洲
が
言

及
し
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
『
遺
稿
』
に
は
「
仁
斎
は
世

に
阿お
も
ねる

と
謂
う
可
け
ん
や
。
何
ぞ
孔
孟
之こ

れ

有
ら
ん
。
此
の
時　

国
を
䦪

し
て
（
語
意
未
詳
。
国
を
挙
げ
て
、
の
意
か
）、
程
朱
を
尊
信
す
。
是

に
お
け
る
や
、
始
め
て
妬
念
有
り
て
、
程
朱
の
上
に
駕の

ら
ん
と
欲
す
る

の
み
。
必
ず
し
も
脩
己
治
人
を
為
さ
ざ
る
な
り
」（
上
巻
一
七
葉
表
）

と
あ
っ
て
、
仁
斎
を
批
判
す
る
文
脈
の
中
で
彼
に
は
修
己
・
治
人
の
認

識
は
薄
い
と
蘭
洲
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蘭
洲
自
身
も
修
己
と
治

人
と
を
重
視
し
て
い
る
と
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
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（
５
）
拙
稿
「
中
井
履
軒
撰
『
論
語
逢
原
』
に
見
え
る
聖
人
観
」（『
懐
徳
堂
セ

ン
タ
ー
報
２
０
０
５
』、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
６
）
蘭
洲
に
は
『
非
伊
編
』
と
い
う
著
述
が
あ
り
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書

館
に
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
分
は
「
古
学
論
」
と
ほ
ぼ
重

複
し
て
お
り
、
後
半
は
『
論
語
古
義
』
や
『
語
孟
字
義
』
を
批
判
す
る

内
容
に
な
っ
て
い
る
。

（
７
）
た
と
え
ば
、「
仁
斉
は
則
ち
功
利
の
余
習
あ
り
と
謂
う
可
し
。
何
ぞ
仁

義
之こ
れ

有
ら
ん
」（「
古
学
論
」
上
巻
一
八
葉
裏
～
一
九
葉
表
）、「
仁
斉
の

学
は
一
定
に
堅
固
た
る
こ
と
能
わ
ず
。
或
い
は
功
利
を
雑
え
俗
習
を
尚

ぶ
…
」（
下
巻
一
一
葉
表
）
な
ど
と
あ
る
。

（
８
）『
遺
稿
』
中
に
は
、
他
に
も
「
其
の
（
陸
王
の
学
を
為
す
者
の
）
言
は

身
に
切
な
る
が
如
し
、
而
れ
ど
も
性
を
知
ら
ざ
る
な
り
」（
上
巻
一
〇

四
葉
裏
）、「〔『
孟
子
』
公
孫
丑
章
句
上
に
見
え
る
〕
告
子
の
「
気
」
を

棄
つ
る
と
「
言
」
と
、
性
を
知
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
後
世
の
禅
荘
陸
王

の
学
は
皆
な
是
れ
な
り
」（
下
巻
四
五
葉
裏
～
四
六
葉
表
）
等
、
同
様

の
批
判
の
言
が
見
え
る
。

（
９
）
蘭
洲
が
経
書
や
史
書
に
関
す
る
自
説
を
述
べ
た
『
質
疑
篇
』（
大
阪
府

立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
の
写
本
で
蘭
洲
自
筆
本
の
可
能
性
が
高
い
）
に

も
、「
中
庸
は
子
思　

性
を
説
く
の
書
な
り
。
実
に
係
辞
の
「
一
陰
一

陽
を
之こ
れ

道
と
謂
う
」
の
一
節
と
相
表
裏
す
」（『
質
疑
篇
』
七
葉
裏
。
原

漢
文
）
と
あ
る
。

（
10
）
注
９
で
も
触
れ
た
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
質
疑
篇
』
に
も
次

の
よ
う
に
見
え
る
。

 

　

 

古
の
い
わ
ゆ
る
善
は
即
ち
道
の
別
称
に
し
て
、
後
世　

悪
を
以
て
之

に
対
す
る
の
謂
な
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
係
辞
に
曰
く
、「
一
陰
一
陽

之こ
れ

を
道
と
謂
う
。
之
を
継
ぐ
者
は
善
な
り
。
之
を
成
す
者
は
性
な
り
」

と
。
夫
れ
道
と
善
と
性
と
は
一
な
り
。（『
質
疑
篇
』
七
葉
裏
～
八
葉

表
。
原
漢
文
）

 

な
お
、
注
９
と
注
10
に
引
い
た
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
質
疑
篇
』

の
文
章
は
、
竹
山
・
履
軒
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
明
和
四
年
（
一
七
六

七
）
刊
行
の
刊
本
で
は
削
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）
と
も
に
底
本
は
『
二
程
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。
①
は
二
五

二
頁
、
②
は
三
九
三
頁
。
以
下
、『
程
氏
遺
書
』
の
引
用
は
す
べ
て
同

じ
底
本
を
使
用
す
る
。

（
12
）
程
顥
の
議
論
は
、『
程
氏
遺
書
』
巻
一
、
二
先
生
語
一
（『
二
程
集
』
一

〇
頁
～
一
一
頁
）
を
参
照
。
こ
の
部
分
は
『
近
思
録
』
道
体
篇
に
も
収

録
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
た
と
え
ば
、
湯
浅
幸
孫
は
、「
明
道
に
お
い
て
は
、
善
悪
は
い
わ
ば
量

的
相
違
に
帰
せ
ら
れ
、心
に
お
け
る
善
悪
の
葛
藤
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

…
天
理
（
規
範
性
）
と
人
欲
（
自
然
性
）
と
を
二
者
択
一
的
に
捉
え
る

程
頤
・
朱
熹
の
厳
粛
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」（『
近
思

録　

上
』
三
八
頁
～
三
九
頁
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
）
と
述
べ
る
。

（
14
）『
蘭
洲
茗
話
』
の
底
本
は
、『
懐
徳
堂
遺
書
』（
懐
徳
堂
記
念
会
よ
り
刊
行
。

松
村
文
海
堂
、
一
九
一
一
年
）
に
収
め
ら
れ
た
活
字
翻
刻
本
を
使
用
す

五井蘭洲と朱子学と ― 藤居岳人

39



る
。
な
お
、『
蘭
洲
茗
話
』
の
自
筆
本
は
す
で
に
散
逸
し
て
い
る
。

（
15
）
拙
稿
「
中
井
履
軒
の
性
論
と
気
稟
論
と
―
『
論
語
逢
原
』
を
中
心
に
―
」

（『
懐
徳
』
七
三
号
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
16
）
山
中
浩
之
「
懐
徳
堂
の
人
々
（
五
）
五
井
蘭
洲
」（『
懐
徳
』
五
八
号
、

一
九
八
九
年
）
を
参
照
。

（
本
論
考
は
、
平
成
二
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究

Ｃ
「
懐
徳
堂
学
派
に
お
け
る
儒
教
の
展
開
に
関
す
る
研
究
―
朱
子

学
・
陽
明
学
の
折
衷
か
ら
融
和
へ
―
」〔
研
究
代
表
者
・
藤
居
岳

人
、
課
題
番
号
二
六
三
七
〇
〇
四
九
〕
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
）
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