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中
国
研
究
集
刊 

李
号
（
総
六
十
五
号
）
令
和
元
年
六
月　

八
二
︱
九
三
頁

二
〇
〇
四
年
、
吾
妻
重
二
氏
の
著
書
『
朱
子
学
の
新
研
究
』
が

出
版
さ
れ
た
。
本
書
は
、
南
宋
時
代
の
大
儒
者
朱
熹
に
関
し
て
、

著
者
が
一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
約
二
〇
年
に
か
け

て
発
表
し
た
研
究
成
果
を
集
約
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
朱
熹
の
思
想
が
根
幹
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
広
い
視
野
の
も
と
で
、
北
宋
か
ら
清
に
至
る
ま
で
の

朱
子
学
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
優
れ
た
研
究
内
容
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
そ
の

前
に
、
本
書
に
対
す
る
先
行
の
書
評
を
二
つ
紹
介
す
る
。

一
つ
目
は
、
堀
池
信
夫
氏
の
書
評
「『
開
か
れ
た
朱
子
学
』
の

世
界
」（『
創
文
』
四
七
五
号　

二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。
こ
の
書

評
で
は
、
各
部
に
つ
い
て
の
内
容
の
要
約
と
、
各
部
の
有
す
る
思

想
史
的
意
義
に
つ
い
て
簡
潔
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書

凝
り
固
ま
っ
た
朱
子
学
か
ら
の
脱
却

︱
吾
妻
重
二
著
『
朱
子
学
の
新
研
究
』

菊
池
孝
太
朗

評
の
総
括
と
し
て
、
堀
池
氏
は
、「
本
書
の
魅
力
は
な
ん
と
い
っ

て
も
朱
子
学
を
中
心
軸
に
据
え
た
そ
の
う
え
に
、
広
大
な
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
と
も
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。（
中
略
）
し
か
も
、

「
太
極
図
」「
象
数
」「
皇
極
」「
窮
理
」
な
ど
、
朱
子
学
に
お
い
て

本
質
的
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な

か
っ
た
問
題
（
つ
ま
り
そ
れ
ほ
ど
に
困
難
な
問
題
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
が
）
に
新
た
な
光
を
も
た
ら
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
研
究
で

あ
る
。（
中
略
）
本
書
は
朱
子
学
・
宋
学
の
研
究
領
域
に
対
し
て

意
義
を
も
つ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
領
域
に
対
し
て

も
大
き
な
刺
激
を
あ
た
え
る
可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。」（
堀
池
論
文
、
二
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
堀
池
氏
が
ま

と
め
た
よ
う
に
、
本
書
が
包
含
す
る
構
成
要
素
の
広
大
さ
こ
そ

が
、
本
書
が
す
ぐ
れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
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二
つ
目
は
、
牛
尾
弘
孝
氏
の
書
評
「
吾
妻
重
二
著
『
朱
子
学
の

新
研
究
』（
そ
の
一
）（
そ
の
二
）」（『
中
国
哲
学
論
集
』
三
五
・

三
六
号　

二
〇
〇
九
・
二
〇
一
〇
年
）
で
あ
る
。
こ
の
書
評
は
、

二
回
に
分
か
れ
た
も
の
で
、
一
回
目
は
第
一
部
の
紹
介
、
二
回
目

は
第
二
部
の
第
二
篇
ま
で
を
紹
介
し
て
い
る
。
本
書
の
内
容
の
全

て
を
論
じ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
牛
尾
氏
が
本
書
に
抱
い
た
疑
問

を
多
く
記
し
て
お
り
、
本
書
の
思
想
史
上
に
お
け
る
意
義
を
よ
り

鮮
明
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
特
に
、
二
回
目
の
書
評
の

中
心
的
議
論
と
な
っ
た
「
朱
熹
の
鬼
神
論
と
気
の
論
理
」
に
つ
い

て
は
、
紙
面
を
割
い
て
朱
熹
の
鬼
神
論
に
お
け
る
「
破
綻
説
」
と

「
非
破
綻
説
」
と
が
主
張
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
紹
介
し
て
お
り
、

今
後
の
朱
熹
の
「
鬼
神
論
」
を
研
究
す
る
上
で
の
一
つ
の
指
標
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
二
つ
の
書
評
を
前
提
と
し
て
、
可
能
な
限
り

詳
細
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
加
え
て
本
書
の
思

想
史
上
に
お
け
る
意
義
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
い
で
あ

る
。
ま
た
、
紙
面
の
都
合
上
、
本
書
の
目
次
に
つ
い
て
は
割
愛
さ

せ
て
い
た
だ
く
。
大
ま
か
な
部
立
て
は
、
緒
言
（
本
書
、
三
頁
～

一
八
頁
）、
第
一
部
「
朱
子
学
ま
で
︱
北
宋
期
の
儒
教
と
そ
の
展

開
」（
本
書
、
一
九
～
一
四
六
頁
）、
第
二
部
「
朱
子
学
の
思
想
」

（
本
書
、
一
四
七
頁
～
四
九
九
頁
）、
第
三
部
「
朱
子
学
雑
篇
」

（
本
書
、
五
〇
一
頁
～
五
四
八
頁
）
の
三
部
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

一　

本
書
の
概
要

ま
ず
、
緒
言
（
本
書
、
三
頁
～
一
八
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
本
書
が
何
を
目
的
と
し
て
著
述
さ
れ
た
の
か
、
歴
史
上
に
お

け
る
朱
子
学
の
特
色
と
は
何
か
（
ど
の
点
に
お
い
て
、
朱
子
学
が

以
前
の
思
想
よ
り
「
新
し
い
」
の
か
）
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
目
的
と
し
て
特
筆
す
べ
き
点
は
、
朱
子

学
に
お
け
る
「
影
響
論
」
の
考
察
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
従
来
、

朱
子
学
成
立
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
思
想
的
フ
ァ
ク

タ
ー
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。「
第
一
に
、
唐
代

中
期
に
始
ま
る
経
学
の
自
由
研
究
的
思
潮
、
第
二
に
、
同
じ
く
唐

代
中
期
に
お
け
る
韓
愈
、
李
翺
の
思
想
、
そ
し
て
第
三
に
、
仏
教

お
よ
び
道
教
の
影
響
で
あ
る
」（
本
書
、
六
頁
）。
著
者
は
こ
れ
ら

の
う
ち
、
第
一
、
第
二
の
事
項
は
、
自
由
な
経
書
解
釈
の
思
潮

や
、
思
想
内
容
の
新
展
開
と
い
う
点
に
お
い
て
朱
子
学
へ
の
影
響

を
認
め
る
も
の
の
、
第
三
の
事
項
で
あ
る
仏
教
及
び
道
教
の
影
響

に
つ
い
て
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
朱
子
学
の
重
要
な

タ
ー
ム
で
あ
る
「
理
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
従
来
、
華
厳
仏

教
か
ら
の
影
響
論
が
示
唆
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
、
朱
子
学
に

お
け
る
「
理
」
と
華
厳
仏
教
に
お
け
る
「
理
」
と
で
は
本
質
が
異

な
る
と
し
て
、
そ
の
影
響
論
を
否
定
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
な
朱
子
学
に
ま
と
わ
り
付
い
た
従
来
の
イ
メ
ー
ジ

を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
子
学
の
思
想
的
か
つ
史
的
位
置

を
明
確
に
す
る
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、
朱
子
学
は
諸

領
域
に
跨
が
る
総
合
的
な
学
問
で
あ
る
。
そ
う
し
た
多
彩
な
朱
子

学
の
思
想
的
世
界
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
は
、
朱
子
学
に
ま
つ

わ
る
他
思
想
・
他
宗
教
の
新
た
な
世
界
を
開
拓
す
る
と
い
う
副
次

的
産
物
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
朱
子
学
の
研
究
書
で
あ
り
な
が
ら
、
朱
子
学
だ
け
に
留
ま
ら

な
い
と
い
う
点
も
、
本
書
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

第
一
部
は
、「
朱
子
学
ま
で
︱
北
宋
期
の
儒
教
と
そ
の
展
開
」

（
本
書
、
一
九
～
一
四
六
頁
）
と
題
さ
れ
、
朱
子
学
が
成
立
す
る

以
前
の
北
宋
期
の
儒
学
に
焦
点
を
当
て
た
部
分
と
な
る
。

第
一
部
第
一
篇
は
、「
周
惇
頤
『
太
極
図
』
の
考
察
」（
本
書
、

二
一
頁
～
八
二
頁
）
で
あ
る
。
北
宋
の
儒
者�

周
惇
頤
が
製
作
し

た
「
太
極
図
」
は
、
根
源
的
一
者
た
る
太
極
か
ら
万
物
が
展
開
し

て
い
く
過
程
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
中
国
に
お
け
る

万
物
生
成
論
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
太
極
図
」
と

図
の
解
説
を
し
た
「
図
説
」
と
に
注
目
を
し
た
の
が
、
南
宋
の
朱

熹
で
あ
り
、
朱
熹
が
『
太
極
図
説
解
』
を
著
し
て
称
揚
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
広
く
世
に
知
ら
れ
た
。

こ
の
「
太
極
図
」
に
つ
い
て
は
、
道
教
な
い
し
仏
教
に
由
来
す

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
議
論
が
、
こ

の
図
が
道
士
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
と
、
周
惇
頤
が
僧
に

師
事
し
た
と
い
う
実
に
実
証
性
が
不
確
か
な
事
象
が
発
端
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
受
け
、
実
際
に
周
惇
頤
が
そ
れ
ら
両
宗
教
の
影
響

を
受
け
て
「
太
極
図
」
を
製
作
し
た
の
か
を
再
検
討
す
る
。

ま
ず
、
伝
授
に
つ
い
て
は
、
実
に
曖
昧
模
糊
と
し
た
後
世
の
伝

承
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
解
き
明
か
す
。
次
に
、
綿
密

な
る
資
料
調
査
の
結
果
、「
太
極
図
」
は
、
両
宗
教
の
由
来
の
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
周
惇
頤
が
伝
統
的
儒
家
思
想
を
内
包
し
、

彼
独
自
の
思
想
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
結

論
を
示
す
。
更
に
、「
太
極
図
」
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
儒
仏
道

三
教
融
合
の
産
物
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
儒
教
が
他
の
二
教
か

ら
自
立
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」（
本
書
、
四
四
頁
）

点
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
、
そ
の
上
で
太
極
図
が
道
教

や
仏
教
に
与
え
た
影
響
の
方
が
大
き
い
と
論
じ
る
。

そ
の
後
、
本
書
の
五
〇
頁
か
ら
八
二
頁
ま
で
は
、
周
惇
頤
の

「
太
極
図
」
が
後
世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
象
数
易
学
、
道

教
、
仏
教
の
順
に
資
料
を
例
示
し
て
い
る
。
こ
の
著
者
の
綿
密
な

調
査
に
よ
っ
て
、
周
惇
頤
の
「
太
極
図
」
及
び
図
説
が
絶
大
な
浸

透
性
と
可
変
性
を
有
し
、
後
世
の
思
想
や
宗
教
に
多
大
な
影
響
を

も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
著
者
は
、
本
篇
の

（ 84 ）



最
後
に
「
清
朝
初
期
の
反
宋
学
的
感
情
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
慎
重

さ
を
欠
く
ド
グ
マ
を
、
い
つ
ま
で
も
引
き
ず
っ
て
い
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
」（
八
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
上
述
の
ご
と
く
、

こ
の
研
究
は
、
思
想
史
界
に
お
い
て
凝
り
固
ま
っ
た
宋
学
や
朱
子

学
に
対
す
る
既
成
概
念
を
取
り
払
う
た
め
の
大
き
な
一
歩
と
い
え

る
。第

一
部
第
二
篇
は
、「
士
大
夫
の
思
潮
」（
本
書
、
八
三
頁
～
一

四
六
頁
）
で
あ
る
。

第
一
章
「『
洪
範
』
と
宋
代
政
治
思
想
の
展
開
︱
災
異
説
と
皇

極
概
念
」
で
は
、
漢
代
に
災
異
説
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
『
尚

書
』
洪
範
篇
が
、
宋
代
に
至
っ
て
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
宋
代
の
洪
範
篇
解
釈
は
、
洪
範
災

異
説
へ
の
批
判
か
ら
始
ま
り
、
つ
い
で
「
皇
極
」
概
念
に
基
づ
く

新
た
な
政
治
思
想
や
君
主
観
を
生
み
出
し
た
。
洪
範
篇
へ
の
思
索

は
宋
代
士
大
夫
の
政
治
哲
学
を
形
成
し
、
そ
の
思
索
の
精
神
は
、

朱
熹
の
災
異
説
批
判
や
、
皇
帝
政
治
の
基
準
を
「
理
」
に
求
め
る

立
場
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
こ
の
洪
範
篇
の
流
行
は
、

河
図
洛
書
に
基
づ
く
象
数
学
へ
の
関
心
を
副
産
物
と
し
て
生
み
出

し
た
。
こ
の
象
数
学
へ
の
関
心
は
、
後
述
す
る
朱
熹
の
『
易
』
解

釈
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
章
「
晁
説
之
に
つ
い
て
︱
考
証
学
と
仏
教
信
仰
の
あ
い

だ
」
で
は
、
北
宋
後
期
か
ら
南
宋
初
期
に
か
け
て
の
士
人
で
あ
る

晁
説
之
に
関
し
て
取
り
上
げ
る
。
本
章
で
重
要
な
こ
と
は
、
晁
説

之
が
経
文
の
校
勘
や
訓
詁
に
際
し
て
、
資
料
的
根
拠
を
用
い
た
堅

実
な
考
証
を
行
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
著
書
『
古
周
易
』
に
も
見

ら
れ
る
彼
の
考
証
学
に
対
す
る
姿
勢
は
、
朱
熹
の
『
周
易
本
義
』

へ
と
継
承
さ
れ
た
。

第
二
部
は
、「
朱
子
学
の
思
想
」（
本
書
、
一
四
七
頁
～
四
九
九

頁
）
と
題
さ
れ
、
そ
の
紙
量
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
朱
子
学
を

中
心
に
論
じ
た
本
書
の
核
と
な
る
部
分
と
な
る
。

第
二
部
第
一
篇
は
、「
朱
子
学
の
基
本
概
念
」（
本
書
、
一
四
九

頁
～
二
四
二
頁
）
で
あ
る
。

第
一
章
「
道
学
の
聖
人
概
念
︱
そ
の
歴
史
的
位
相
」
で
は
、
道

学
の
特
徴
的
な
思
想
で
も
あ
る
「
聖
人
可
学
」
論
（
人
は
誰
し
も

学
ぶ
こ
と
で
聖
人
に
な
り
う
る
と
い
う
考
え
方
）
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
著
者
は
「
道
学
に
お
け
る
『
聖
人
』
は
従
前
と
違
っ
て
精

神
的
に
高
い
境
地
を
有
す
る
人
格
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
型
は
い
わ
ゆ
る
六
朝
玄
学
の
中
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（
本
書
、
一
五
一
頁
）
と
述
べ
、
道
学

に
お
け
る
聖
人
概
念
の
ル
ー
ツ
を
探
究
す
る
。
結
論
か
ら
言
う

と
、「
聖
人
可
学
論
」
の
源
流
は
、
孟
子
の
全
て
の
人
の
性
を
善
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と
み
な
し
、
学
ぶ
こ
と
で
誰
で
も
聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
思
想
に

あ
っ
た
。
更
に
、
著
者
が
「
道
学
者
た
ち
が
理
想
と
し
た
聖
人

は
、〈
意
識
の
撥
無
〉
と
い
う
点
に
お
い
て
六
朝
玄
学
の
そ
れ
と

共
通
し
、「
屢
空
」
解
釈
に
象
徴
さ
れ
る
賢
人
顔
回
の
イ
メ
ー
ジ

も
ま
た
玄
学
の
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
た
」（
本
書
、
一
八
七
頁
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
道
学
者
た
ち
は
た
だ
孟
子
の
性
善
説
を
継
承

し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
新
た
な
聖
人
概
念
と

理
想
の
賢
人
と
し
て
顔
回
像
と
を
形
成
し
た
六
朝
玄
学
の
思
想
を

受
け
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
六
朝
玄
学
で
は
聖
人
を

「
無
」
の
体
得
者
と
捉
え
て
、
常
人
の
「
聖
人
可
学
」
の
可
能
性

を
否
定
し
た
の
に
対
し
、
道
学
は
「
聖
人
」
を
「
理
」
の
体
現
者

（
著
者
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
人
間
に
付
与
さ
れ
た
理
を
、
完
全

か
つ
自
然
に
発
揮
し
う
る
人
格
」（
本
書
、
一
八
七
頁
）
と
捉
え
、

「
聖
人
可
学
」
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
道
学
の

「
聖
人
可
学
」
論
と
は
、
近
世
の
士
大
夫
社
会
と
整
合
性
（
科
挙

な
ど
、
学
力
を
原
則
と
す
る
近
世
社
会
と
の
整
合
性
）
を
図
る
た

め
、
孟
子
の
性
善
説
と
六
朝
玄
学
の
思
想
、
そ
れ
ら
に
新
た
な

「
理
」
の
概
念
を
加
え
折
衷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
考

え
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
章
「
理
の
思
想
︱
朱
子
学
と
魏
晋
玄
学
」
で
は
、
朱
子
学

の
基
本
概
念
で
も
あ
る
「
理
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
理
」
と

「
気
」
と
い
う
概
念
は
、
万
物
の
存
在
論
を
説
明
す
る
た
め
の
用

語
と
し
て
朱
熹
の
思
想
を
支
え
て
き
た
。
著
者
は
、
近
年
の
研
究

動
向
と
し
て
、
朱
熹
の
「
理
」
概
念
の
使
用
の
ル
ー
ツ
が
魏
晋
玄

学
の
王
弼
や
郭
象
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
一

方
、
著
者
は
、
魏
晋
玄
学
の
「
理
」
と
朱
熹
の
「
理
」
と
が
果
た

し
て
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
を
疑
問
と

し
て
挙
げ
、
双
方
の
「
理
」
が
内
包
す
る
思
想
に
つ
い
て
比
較
検

討
す
る
。

ま
ず
、
朱
熹
に
お
け
る
「
理
」
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
理
と
は

物
を
そ
の
物
た
ら
し
め
る
形
而
上
的
な
抽
象
原
理
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
て
気
は
物
を
作
る
形
而
下
的
な
材
料
で
あ
っ
た
」（
本
書
、

一
九
九
頁
）
と
述
べ
、
更
に
、「
理
と
は
、
Ｘ
な
る
も
の
事
物
が

他
な
ら
ぬ
Ｘ
な
る
事
物
で
あ
る
た
め
の
存
在
規
定
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。（
中
略
）『
四
本
の
脚
が
き
ち
ん
と
平
ら
に
そ
ろ
っ
て
い

る
こ
と
』
が
椅
子
の
理
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
座
る
こ
と

が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
椅
子
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
言
い

換
え
れ
ば
、『
四
本
の
脚
が
平
ら
に
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
』
が
、

椅
子
を
椅
子
と
い
う
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

つ
ま
り
、
理
は
気
に
対
し
て
い
か
な
る
作
用
も
有
し
な
い
」（
本

書
、
二
〇
一
頁
）
と
述
べ
、
朱
熹
の
「
理
」
概
念
に
つ
い
て
説
明

す
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
に
お
け
る
「
理
」
と
は
、
あ
く
ま
で
存
在

物
に
対
し
て
そ
の
存
在
を
規
定
す
る
、
一
切
の
能
動
的
作
用
を
有

さ
な
い
原
理
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
朱
熹
は
「
理
」
に
つ
い
て
、「
所
以
然
の
故
」（
然
る
所

以
の
故
）
と
「
所
当
然
の
則
」（
当
に
然
る
べ
き
所
の
則
）
と
い

う
二
重
の
意
味
が
あ
る
と
解
釈
し
て
い
た
。「
所
以
然
の
故
」
は
、

物
事
が
そ
の
物
事
で
「
あ
る
こ
と
」（
存
在
形
式
）
を
指
し
、「
所

当
然
の
則
」
は
、
物
事
が
そ
の
物
事
で
「
あ
る
べ
き
こ
と
」（
当

為
的
規
則
）
を
指
す
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
前
述
の
椅
子
の
例
を

挙
げ
る
な
ら
、「
所
以
然
の
故
」
は
、「
椅
子
が
椅
子
で
あ
る
の
は

四
本
の
脚
が
平
ら
に
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、「
所
当
然
の
則
」
は
、「
そ
の
た
め
に
椅
子
は
四
本
の
脚

が
平
ら
に
そ
ろ
っ
て
い
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
重
視
す
べ
き
は
、
朱
熹
の
「
窮
理
」（
理
を
窮
め
る
）
の
意
味

で
あ
る
。
朱
熹
の
「
窮
理
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
物
事
の
「
所

当
然
の
則
」
＝
「
あ
る
べ
き
規
則
」
を
追
求
す
る
こ
と
を
指
す
の

で
あ
る
。
朱
子
学
に
お
い
て
、
読
書
、
学
問
、
現
実
の
分
析
が
重

視
さ
れ
た
背
景
に
は
、
全
て
の
事
物
の
「
あ
る
べ
き
規
則
」
を
究

明
す
る
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
朱

子
に
お
け
る
「
理
」
を
解
析
す
る
こ
と
で
判
然
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
魏
晋
玄
学
に
お
け
る
「
理
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
結
論
の
み
を
簡
潔
に
示
し
て
お
く
。
著
者
が
「
玄
学
に
お

け
る
理
は
、
宿
命
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
理
は
も
っ
ぱ
ら
「
さ
だ

め
」
に
よ
る
先
験
的
必
然
性
を
意
味
し
て
い
た
。
理
を
前
に
し
て

人
間
は
ほ
と
ん
ど
な
す
す
べ
を
知
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
で
き
る

の
は
た
だ
理
に
随
順
し
て
い
く
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
」（
本
書
、

二
一
三
頁
）
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
魏
晋
玄
学
で
意
味
す
る
と

こ
ろ
の
「
理
」
は
、
極
め
て
宿
命
論
的
な
意
味
で
、
人
を
規
定
す

る
も
の
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
人
々

が
営
為
に
よ
っ
て
実
現
を
目
指
す
規
範
的
目
標
と
し
て
の
朱
熹
の

「
理
」
と
、「
さ
だ
め
」
と
し
て
の
魏
晋
玄
学
の
「
理
」
と
は
、
そ

の
言
葉
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
似
て
非

な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。

第
三
章
「
朱
熹
の
鬼
神
論
と
気
の
思
想
」
で
は
、
朱
熹
の
鬼
神

論
及
び
気
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
著
者
は
朱
熹
の

鬼
神
論
に
つ
い
て
、
従
来
の
思
想
史
界
に
お
け
る
大
方
の
見
解

を
、「
㈠
鬼
神
を
気
の
作
用
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
鬼
神
の

神
秘
性
を
剥
奪
し
、
中
国
の
自
然
哲
学
に
お
け
る
画
期
を
な
し

た
、
㈡
た
だ
し
、
そ
の
鬼
神
論
は
祭
祀
の
説
明
と
し
て
は
理
論
的

に
破
綻
し
て
い
る
」（
本
書
、
二
一
九
頁
）
の
二
点
に
要
約
す
る
。

著
者
は
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
の
誤
解
や
混
乱
を
き
た

し
て
い
る
と
し
、
朱
熹
の
鬼
神
論
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
う
。

原
始
儒
教
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
鬼
神
と
は

な
に
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
朱
熹
は
、「
鬼
神
＝
陰
陽
の

気
」
と
い
う
解
答
を
提
示
し
た
。
朱
熹
の
鬼
神
論
は
、
㈠
北
宋
の

張
載
が
『
易
』
繫
辞
上
伝
よ
り
考
え
た
、
鬼
神
を
気
の
屈
伸
の
は

た
ら
き
と
み
な
す
説
、
㈡
『
中
庸
』
の
語
が
由
来
で
あ
る
、
万
物
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に
鬼
神
が
偏
在
し
て
い
る
と
い
う
説
、
以
上
の
二
つ
の
説
か
ら
着

想
を
受
け
て
成
立
し
て
い
た
。
著
者
は
、
こ
の
朱
熹
の
鬼
神
解
釈

に
よ
っ
て
、「
一
、
鬼
神
の
偏
在
に
も
と
づ
く
自
然
哲
学
が
主
張

さ
れ
た
こ
と　

二
、
霊
的
存
在
と
し
て
の
鬼
神
が
説
明
可
能
と
さ

れ
た
こ
と　

三
、
仏
教
の
輪
廻
転
生
説
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
」

（
本
書
、
二
二
四
頁
）
と
い
う
、
以
上
三
つ
の
論
理
的
帰
結
を
生

む
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
は
、
中
国
自
然
哲

学
に
お
け
る
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
鬼
神
の
定
義
に
つ
い
て
、
一

定
の
合
理
的
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
人
物
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
後
漢
初
期
の
王
充
な
ど
に
見
ら
れ

る
鬼
神
の
合
理
化
の
思
想
を
継
承
し
た
人
物
と
捉
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
祭
祀
に
お
け
る
鬼
神
解
釈
で
あ
る
。
朱
熹
の
鬼
神
論

は
、
人
が
死
ぬ
と
そ
の
気
も
消
散
す
る
と
い
う
考
え
方
が
大
前
提

と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
朱
熹
は
、
祭
祀
の
際
に
鬼
神

（
死
者
の
気
）
が
来
格
（
来
た
り
格
る
）
す
る
と
も
説
い
て
い
た
。

こ
れ
ら
双
方
の
現
象
の
矛
盾
が
、
朱
熹
の
鬼
神
論
破
綻
説
の
根
拠

と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
祭
祀
に
お
け

る
朱
熹
の
鬼
神
解
釈
を
、
祖
霊
祭
祀
の
場
合
と
祖
霊
以
外
の
祭
祀

の
場
合
と
に
区
分
し
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
血
の
つ
な
が
っ
た
子

孫
が
祖
霊
を
祭
る
場
合
に
は
、
二
通
り
の
説
が
提
示
さ
れ
る
。
第

一
は
、
人
は
死
ん
で
も
す
ぐ
に
気
が
消
散
す
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
消
散
す
る
前
に
来
格
す
る
と
い
う
説
、
第
二
は
、
一
度
消
散

し
た
気
が
祭
祀
を
行
う
子
孫
の
気
に
応
じ
て
新
た
に
生
じ
、
来
格

す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
次
に
、
祖
霊
以
外
の
祭
祀
の
場
合
で

は
、
祖
霊
祭
祀
の
第
二
の
説
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
。
朱
熹

は
、
た
と
え
祖
霊
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
祭
祀
を
執
り
行
う

「
理
」
が
正
し
け
れ
ば
、
天
地
人
に
共
通
す
る
気
を
通
じ
て
新
た

な
気
が
生
じ
、
鬼
神
が
来
格
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
は
、
朱
熹
が
説
く
「
来
格
」
の
意
味
に
つ
い
て
も

考
察
す
る
。
朱
熹
は
、
祖
先
の
気
は
虚
空
に
実
体
と
し
て
存
在
し

な
い
と
説
く
一
方
で
、
前
述
し
た
祖
先
祭
祀
の
例
で
は
、
祖
先
の

気
が
新
た
に
生
じ
て
「
来
格
」
す
る
と
説
い
て
い
た
。
一
見
、
論

理
的
に
相
反
す
る
考
え
方
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
そ
う
で
は
な

い
と
い
う
。
祭
祀
に
お
け
る
祖
先
の
気
の
「
来
格
」
に
つ
い
て
、

著
者
は
「
祖
先
の
イ
メ
ー
ジ
が
祭
祀
者
の
心
の
中
に
生
起
す
る
」

（
本
書
、
二
三
五
頁
）
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
祖
先

祭
祀
に
お
い
て
新
た
に
気
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
亡
き
人
の

姿
が
祭
祀
者
の
心
に
再
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
朱
熹
の
「
気
」
に
は
、
㈠
物
質
を
形
成
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
し
て
の
気
、
㈡
存
在
論
と
し
て
は
無
い
が
、
実
存
的
に
は
あ
る

気
、
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
著
者
は
、
祭
祀
に
お
い
て
鬼
神
が
来
格
す
る

と
い
う
現
象
を
、
㈡
の
実
存
的
な
気
が
祭
祀
者
の
心
中
に
生
起
さ
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れ
る
と
い
う
現
象
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
。

以
上
の
考
察
の
後
、
著
者
は
朱
熹
の
鬼
神
論
破
綻
説
に
つ
い
て

の
見
直
し
を
提
言
す
る
。
著
者
は
こ
う
し
た
破
綻
論
が
、
あ
く
ま

で
存
在
論
的
に
「
消
散
」
し
た
気
が
存
在
論
的
に
新
た
な
気
と
し

て
生
じ
、「
来
格
」
す
る
と
考
え
る
た
め
に
矛
盾
が
生
じ
る
の
だ

と
説
く
。
つ
ま
り
、
祭
祀
に
お
け
る
気
が
個
人
の
実
存
的
な
感
覚

で
あ
れ
ば
、
気
は
そ
の
場
に
存
在
す
る
必
要
性
が
な
い
の
で
、
破

綻
論
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

第
二
部
第
二
篇
は
、「
易
学
の
理
論
と
世
界
観
」（
本
書
、
二
四

三
頁
～
三
一
五
頁
）
で
あ
る
。
本
篇
で
は
二
章
に
か
け
て
、
朱
熹

の
易
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
章
「
朱
熹
の
象
数
易
学
と
そ
の
意
義
」
で
は
、
朱
熹
の

『
易
』
に
対
す
る
注
釈
書
『
周
易
本
義
』『
易
学
啓
蒙
』
の
内
容
に

つ
い
て
考
察
し
、
朱
熹
の
象
数
易
学
の
思
想
を
検
討
す
る
。
主
た

る
議
題
と
な
る
の
は
、
朱
熹
の
『
易
』
解
釈
が
象
数
と
義
理
と
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
程
頤
の
『
易
』
解
釈
は
専

ら
義
理
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論

と
し
て
は
、「
朱
熹
の
象
数
易
学
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
、『
理
一
』

で
あ
る
こ
と
の
確
信
と
、
そ
の
理
を
窮
め
る
の
に
客
観
的
な
象
数

を
媒
介
と
す
る
認
識
方
法
」（
本
書
、
二
七
五
頁
）
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
程
頤
は
「
理
」
が
象
数
に
先
行
す
る
と
考
え
、
象
数
易

の
要
素
を
排
除
し
て
い
た
、
つ
ま
り
、
両
者
の
「
窮
理
」
の
方
法

が
違
っ
た
た
め
に
『
易
』
解
釈
に
も
違
い
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
著
者
が
説
く
よ
う
に
、
朱
熹
の
思
想
が
蔽
う
範
囲
は
、

程
頤
の
人
倫
の
世
界
を
越
え
、
遙
か
に
広
大
な
宇
宙
全
体
の
原
理

に
ま
で
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
「『
周
易
参
同
契
考
異
』
の
考
察
」
で
は
、
朱
熹
が
晩

年
に
至
っ
て
、
常
々
攻
撃
し
て
き
た
道
教
の
経
典
『
周
易
参
同

契
』
に
つ
い
て
校
勘
注
解
し
、『
周
易
参
同
契
考
異
』
を
著
し
た

理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
本
稿
で
は
、「
晩
年
、
多
く
の
著
述

を
完
成
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
党
禁
か
ら
の
名
誉
回
復
を
見
届
け
る

た
め
に
、
朱
熹
は
衰
病
あ
ら
の
回
復
を
希
求
し
、『
参
同
契
』
に

注
目
し
て
蔡
元
定
・
蔡
淵
と
と
も
に
そ
の
校
勘
注
釈
に
と
り
く
ん

だ
。（
中
略
）
朱
熹
に
と
っ
て
、（
中
略
）『
参
同
契
』
は
、
人
間

の
身
体
を
構
成
す
る
陰
陽
の
気
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
」（
本
書
、
三
一
〇
頁
～
三
一
一
頁
）
と
い
う
著
者
の
結
論
を

も
っ
て
、
内
容
の
要
約
と
し
た
い
。

第
二
部
第
三
篇
は
、「
朱
子
学
の
方
法
」（
本
書
、
三
一
七
頁
～

四
四
三
頁
）
で
あ
る
。
本
篇
で
は
、
朱
熹
の
学
問
論
・
修
養
論
で

あ
る
、「
窮
理
」「
居
敬
」「
静
座
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
章
「
重
層
的
な
知
︱
朱
熹
窮
理
論
の
位
相
」
及
び
第
二
章

「
格
物
窮
理
の
ゆ
く
え
︱
朱
熹
以
後
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
」
で
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は
、
朱
熹
の
「
窮
理
」
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
窮
理
」
と
は

物
事
の
「
理
」
を
「
窮
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
知
の
完
成
に
至
る

「
致
知
」（
知
を
致
す
）
の
た
め
に
必
要
な
方
法
と
さ
れ
る
。
こ
の

朱
熹
の
窮
理
論
で
興
味
深
い
の
は
、
第
一
章
が
「
重
層
的
な
知
」

と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
熹
が
求
め
る
「
知
」
に
重
層
性
が

あ
っ
た
点
で
あ
る
。
著
者
の
考
察
に
よ
る
と
、
朱
熹
は
窮
理
の
方

法
と
し
て
、
恒
常
的
な
法
則
性
か
ら
類
推
す
る
方
法
と
、
帰
納
法

に
お
け
る
「
飛
躍
」
の
よ
う
に
悟
る
方
法
と
を
説
い
て
い
た
。
更

に
、
個
別
的
な
理
を
綿
密
に
調
査
分
析
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
表
層

的
・
外
面
的
・
形
而
下
的
な
「
表
・
祖
」
の
理
解
を
獲
得
、
そ
こ

に
実
践
的
な
工
夫
を
織
り
込
む
こ
と
で
、
よ
り
深
層
的
・
内
面

的
・
形
而
上
的
な
「
裏
・
精
」
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も

説
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
身
の
内
面
的
な
了
解
だ
け
で
な

く
、
表
層
的
な
部
分
に
対
す
る
理
解
も
重
視
し
て
い
た
点
が
、
朱

熹
の
窮
理
論
の
特
色
と
い
え
る
（
よ
り
重
視
し
て
い
た
の
は
「
内

面
的
な
了
解
」
の
側
面
で
あ
る
が
）。
し
か
し
な
が
ら
、
二
程
を

源
流
と
す
る
宋
代
道
学
が
専
ら
内
的
な
体
認
を
追
い
求
め
た
の
に

対
し
て
、
こ
の
朱
熹
の
窮
理
論
は
異
色
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、

た
だ
内
面
的
な
了
解
、
つ
ま
り
主
観
的
な
見
知
に
基
づ
く
だ
け
で

は
、
玄
妙
を
談
ず
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
惧
が
朱
熹

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
表
層
に
お
け
る
外
的
・
知
的
な

認
識
方
法
は
清
朝
考
証
学
へ
と
受
け
継
が
れ
、
一
方
で
深
層
に
お

け
る
内
的
了
解
は
陽
明
学
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
い
う
著

者
の
考
察
は
、
朱
子
学
以
降
の
思
想
史
に
お
け
る
影
響
論
を
考
え

る
上
で
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章
「
居
敬
前
史
」
で
は
「
居
敬
」（
持
敬
、
主
敬
と
も
）

に
つ
い
て
、
続
く
第
四
章
「
静
座
と
は
何
か
」
で
は
「
静
座
」
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
「
居
敬
」
及
び
「
静
座
」
は
、
共
に
道

学
及
び
朱
子
学
に
お
け
る
内
的
修
養
法
で
あ
る
。

居
敬
に
つ
い
て
は
、「
居
敬
と
は
、
古
代
の
士
君
子
の
あ
り
方

に
回
帰
し
よ
う
と
し
た
道
学
者
た
ち
が
、
時
代
的
な
制
約
と
諸
条

件
の
自
覚
の
も
と
に
再
認
識
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

さ
い
に
再
度
想
起
さ
れ
た
の
は
、
古
来
か
ら
あ
る
『
敬
・
礼
不
可

分
の
原
則
』
と
、
士
君
子
と
し
て
の
行
動
と
矜
持
を
支
え
る
冷
静

な
自
己
規
制
心
で
あ
っ
た
。
居
敬
の
思
想
が
仏
教
の
止
観
や
座
禅

と
異
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
士
君
子
と
し
て
の
行
動
理
念

に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
」（
本
書
、
四
一
二
頁
）
と
い
う
著
者
の

結
論
を
も
っ
て
、
内
容
の
要
約
と
し
た
い
。

次
に
静
座
に
つ
い
て
で
あ
る
。
始
め
に
著
者
は
、
中
国
思
想
史

上
に
お
い
て
方
法
論
的
意
味
合
い
を
有
す
る
タ
ー
ム
と
し
て
の

「
静
座
」
を
、
㈠
精
神
安
定
の
手
段
と
し
て
の
静
座
、
㈡
内
的
自

覚
な
い
し
自
己
覚
醒
を
求
め
る
静
座
、
㈢
道
教
養
生
術
と
し
て
の

静
座
、
㈣
仏
教
の
禅
観
・
座
禅
、
と
い
う
四
種
類
に
区
分
す
る
。

そ
の
上
で
、
朱
熹
の
思
想
に
お
け
る
静
座
は
、
専
ら
㈠
を
目
的
と
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し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
根
本
と
し
て
の
学
問
修
養
を
支
え

る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
論
じ
る
。
朱
熹
が
こ
の
よ
う

に
説
い
た
背
景
に
は
、
静
座
自
体
が
目
的
化
す
る
こ
と
で
、
仏
教

の
座
禅
や
道
教
の
内
丹
術
に
傾
倒
し
て
し
ま
う
こ
と
危
惧
し
た
た

め
で
あ
る
と
い
う
。

第
二
部
第
四
篇
は
、「
政
治
実
践
と
そ
の
思
想
」（
本
書
、
四
四

五
頁
～
四
九
九
頁
）
で
あ
る
。
本
篇
で
は
、
七
一
年
の
生
涯
に
お

い
て
、
わ
ず
か
九
年
に
満
た
な
い
行
政
官
時
代
を
過
ご
し
た
朱
熹

の
政
治
思
想
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
章
「
朱
熹
の
政
治
思
想
」
で
は
、
実
際
に
朱
熹
が
行
政
官

時
代
に
実
行
し
た
施
策
に
基
づ
き
、
朱
熹
の
政
治
に
対
す
る
基
本

的
な
立
ち
位
置
を
検
討
す
る
。
著
者
が
「
朱
熹
の
政
治
実
践
が
、

『
修
己
治
人
』
を
主
旨
と
す
る
儒
教
的
教
養
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
た
科
挙
士
大
夫
の
基
本
的
性
格
に
由
来
す
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
古
代
儒
教
の
精
神
に
回
帰
し
よ
う
と

す
る
願
望
を
強
烈
に
持
つ
朱
熹
の
場
合
（
こ
れ
は
道
学
者
一
般
の

特
徴
で
も
あ
る
）、
学
問
と
政
治
を
連
続
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す

る
志
向
は
こ
と
の
ほ
か
顕
著
で
あ
っ
た
」（
本
書
、
四
四
六
頁
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
朱
子
学
が
「
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・

脩
身
」
と
い
う
内
的
学
問
の
修
養
か
ら
、「
治
国
・
平
天
下
」
と

い
う
外
的
実
践
へ
と
拡
充
さ
せ
る
思
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、

広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
の
政
治
に

お
け
る
基
本
的
立
ち
位
置
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
朱
熹
の
思
想
的

本
質
を
帰
納
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

実
際
の
詳
し
い
施
策
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
本
章
の
結
論
と
し
て
は
、「
朱
熹
の
政
治
思
想

は
、
中
央
と
地
方
、
官
と
民
、
富
者
と
貧
者
そ
れ
ぞ
れ
が
各
自
の

責
務
を
果
た
す
と
い
う
点
に
基
本
理
念
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
朱

熹
の
租
税
減
免
策
や
経
界
法
も
、
恩
恵
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ

現
実
の
貧
富
状
況
に
応
じ
た
公
平
た
る
べ
き
政
策
と
し
て
唱
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」（
本
書
、
四
七
〇
頁
）
と
い
う
著
者
の
言

に
つ
き
る
。
し
ば
し
ば
現
状
維
持
を
目
指
す
保
守
的
な
イ
メ
ー
ジ

で
語
ら
れ
る
朱
熹
は
、
実
の
と
こ
ろ
常
に
現
実
に
批
判
的
な
目
を

向
け
た
理
想
主
義
者
で
あ
り
、
ま
た
改
革
者
で
あ
り
、
政
治
的
な

立
場
と
し
て
国
家
と
民
衆
の
ど
ち
ら
に
も
属
す
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

第
二
章
「
朱
熹
の
中
央
権
力
批
判
」
で
は
、
朱
熹
が
三
人
の
宰

相
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
の
事
例
を
挙
げ
て
、「
中
央
権
力
批
判

者
」
と
し
て
の
朱
熹
の
人
物
像
を
探
る
。
行
政
官
と
し
て
の
朱
熹

は
、
国
家
権
力
と
一
定
の
距
離
を
置
い
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
政
治
思
想
は
公
正
な
理
に
基
づ
い
て
い
た
。「
あ
る
べ
き
原

則
」
＝
理
を
目
指
す
朱
熹
に
と
っ
て
、
そ
の
「
理
」
に
基
づ
く
施

策
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
中
央
権
力
で
あ
っ
た
と
し
て
も
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批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
忌
憚
の

な
い
批
判
を
行
っ
た
結
果
、
朱
熹
は
中
央
権
力
か
ら
疎
ま
れ
、
朱

子
学
は
「
偽
学
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
朱
熹
は
、
一
方
で
は
顕
著
な
尊
王
思
想
を
有
す
る
人
物
で
あ

り
、
ま
た
一
方
で
は
皇
帝
に
対
し
て
も
厳
し
い
諫
言
を
行
う
「
中

央
権
力
批
判
者
」
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
行
政
官
と
し
て
の
朱

熹
を
「
体
制
派
」
か
「
反
体
制
派
」
か
に
分
け
る
議
論
に
意
味
は

な
く
、
む
し
ろ
「
理
」
に
基
づ
く
現
実
主
義
者
と
し
て
朱
熹
を
理

解
す
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

第
三
部
は
、「
朱
子
学
雑
篇
」（
本
書
、
五
〇
一
頁
～
五
四
八

頁
）
と
題
さ
れ
、
本
書
の
補
編
に
相
当
す
る
部
分
と
な
る
。

第
一
章
「
朱
熹
の
事
迹
に
関
す
る
新
資
料
︱
武
夷
山
、
福
州
鼓

山
の
題
名
石
刻
」
で
は
、
著
者
に
よ
る
朱
熹
ゆ
か
り
の
地
の

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
き
、
朱
熹
及
び
同
行
者
の
名
と
来
訪
し

た
年
月
と
を
記
し
た
「
題
石
」
に
つ
い
て
探
究
す
る
。
こ
の
「
題

石
」
に
よ
っ
て
、
既
存
の
文
献
資
料
の
記
録
の
裏
付
け
が
可
能
に

な
る
な
ど
、
そ
の
資
料
的
価
値
は
高
い
。
本
調
査
に
よ
っ
て
、
新

た
な
朱
熹
研
究
の
方
法
が
開
拓
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。

第
三
章
「
ア
メ
リ
カ
の
宋
代
思
想
研
究
」
は
、
著
者
が
一
九
九

五
年
か
ら
約
一
年
間
滞
在
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
、
中
国
宋
代

の
思
想
史
研
究
の
動
向
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
普
段
あ
ま
り
知

り
得
な
い
ア
メ
リ
カ
の
思
想
史
の
状
況
を
知
る
上
で
も
有
益
で
あ

る
が
、
二
一
世
紀
を
迎
え
て
二
〇
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
現
在
に

お
い
て
は
、
当
時
と
現
在
の
研
究
動
向
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
新
た
な
資
料
的
価
値
が
付
与
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

考
察

以
上
、
本
書
の
概
要
に
つ
い
て
の
紹
介
を
終
え
る
。
評
者
と
し

て
は
、
本
書
の
思
想
的
に
重
要
な
点
に
つ
い
て
凡
そ
取
り
上
げ
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
大
部
な
書
の
た
め
、
概

説
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
部
分
や
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
部
分
も

あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ご
容
赦
願
い
た
い
。

最
後
に
、
簡
単
で
は
あ
る
が
本
書
へ
の
考
察
を
付
け
加
え
た

い
。
そ
れ
は
、
第
二
部
第
一
篇
第
三
章
「
朱
熹
の
鬼
神
論
と
気
の

思
想
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
章
で
、
著
者
は
朱
熹
の
鬼
神
論
に

つ
い
て
、
祭
祀
に
お
け
る
気
が
個
人
の
実
存
的
な
感
覚
で
あ
れ

ば
、
気
は
そ
の
場
に
存
在
す
る
必
要
性
が
な
い
の
で
破
綻
論
が
成

立
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
著
者
の
考
え
る
よ
う
に
捉

え
れ
ば
、
朱
熹
の
鬼
神
論
は
破
綻
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
実

存
的
に
気
が
あ
る
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
日
常
的
な

参
拝
に
お
い
て
、
実
際
に
神
や
神
霊
と
い
っ
た
超
自
然
的
存
在
が

存
在
し
て
い
な
い
と
理
解
し
つ
つ
も
、
感
覚
的
に
そ
う
い
っ
た
存
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在
を
意
識
し
て
し
ま
う
と
い
う
例
を
挙
げ
る
。
こ
の
例
え
は
非
常

に
明
解
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
に
お
け
る
「
鬼
神
」
と

「
合
理
」
と
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
朱
熹
以
前
か
ら
続
く
重
要
か
つ

複
雑
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
朱
熹
の
鬼
神
論
に
つ
い
て
も
ま
だ
検
討

の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
評
者
と
し
て
も
関
心
を
向
け
ら
れ
る
議

論
で
あ
り
、
今
後
の
展
開
に
期
待
を
抱
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
他
に
も
、
周
惇
頤
の
「
太
極
図
」
の
由
来
や
そ
の

影
響
論
を
考
察
し
た
第
一
部
第
一
篇
「
周
惇
頤
『
太
極
図
』
の
考

察
」、
朱
熹
の
政
治
思
想
に
お
け
る
立
場
を
明
確
に
し
た
第
二
部

第
四
篇
「
政
治
実
践
と
そ
の
思
想
」
な
ど
、
従
来
の
研
究
で
は
あ

ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
分
野
や
、
研
究
が
不
足
し
て
い
た

分
野
に
つ
い
て
光
を
当
て
た
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
本
書
の
中
で
も

特
に
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
鬼
神
論
の
研
究
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
の
研
究
の
今
後
の
展
開
に
も
期
待
し
た
い
。

著
者
が
緒
言
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
子
学
は
後
世
に
ま
と
わ

り
付
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
に
は
清

朝
考
証
学
者
な
ど
の
穿
っ
た
見
方
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
本
書
は
、
そ
う
い
っ
た
凝
り
固
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す

る
た
め
、
朱
子
学
の
思
想
的
特
色
、
あ
る
い
は
朱
子
学
が
中
国
の

伝
統
的
思
想
か
ら
受
容
し
て
取
り
入
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
優
れ

た
考
察
を
行
い
、
我
々
に
新
た
な
朱
子
学
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し

て
く
れ
た
。
こ
う
し
た
研
究
方
法
や
研
究
に
対
す
る
姿
勢
は
、
ま

さ
に
本
書
が
銘
打
つ
通
り
、「
新
研
究
」
と
称
す
る
に
相
応
し
い

だ
ろ
う
。
評
者
と
し
て
は
、
本
書
が
提
示
し
た
新
た
な
朱
子
学
解

釈
に
よ
っ
て
、
儒
教
の
み
な
ら
ず
、
道
教
や
仏
教
な
ど
を
含
む
中

国
思
想
史
研
究
が
よ
り
一
層
活
発
化
す
る
こ
と
を
、
強
く
希
求
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
書
誌
情
報
）
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