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【
金
汰
俓
】　

次
は
成
均
館
大
学
校
の
崔
一
凡
先
生
の
ご
発
表
で
す
。

【
崔
一
凡
（
成
均
館
大
学
校
教
授
）】　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
成
均
館
大
学
校
の
崔チ
ェ
イ
ル
ボ
ム

一
凡
と
申
し
ま
す
。
私
の
専
攻
は
韓
国
の
儒

学
思
想
で
す
。
今
日
の
発
表
テ
ー
マ
は
﹁
韓
国
人
の
儒
教
的
死
生
観
に
関
す
る
研
究
﹂
で
、
特
に
朝
鮮
時
代
の
代
表
的
な
儒
学
者

で
あ
る
栗
谷
李
珥
の
死
生
観
を
中
心
に
発
表
し
ま
す
。



崔一凡

韓国人の儒教的死生観に関する研究

39

韓
国
人
の
儒
教
的
死
生
観
に
関
す
る
研
究

―
栗
谷
李
珥
を
中
心
に

崔
一
凡
￤
成
均
館
大
学
校
教
授

一
． 

序
論

最
近
、
韓
国
人
の
死
亡
原
因
は
、
心
臓
疾
患
が
第
三
位
、
そ
し
て
自
殺
が
第
四
位
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
一
九
九
五
年
、
年

間
通
じ
て
四
八
〇
〇
人
程
だ
っ
た
自
殺
者
の
数
が
二
〇
〇
七
年
に
は
一
万
二
〇
〇
〇
人
、
二
〇
〇
八
年
に
は
一
万
三
四
〇
〇
人
へ

と
急
増
し
た
。
二
〇
〇
九
年
の
時
点
で
、
十
万
人
あ
た
り
、
自
ら
命
を
絶
つ
人
々
の
数
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
平
均
十
一
人
の
二
倍
を
超

え
る
二
十
四
人
に
ま
で
の
ぼ
り
、
韓
国
は
自
殺
率
第
一
位
の
国
と
な
っ
た
。 

一
方
、
韓
国
人
の
平
均
寿
命
は
、
八
十
歳
に
迫
り
つ
つ
あ
り
、
五
十
年
前
に
比
べ
、
寿
命
は
四
十
年
ほ
ど
伸
び
た
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
専
門
家
た
ち
に
よ
る
と
、
長
寿
が
必
ず
し
も
幸
福
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
伸
び
た
寿
命
に
経
済
的
余

裕
が
伴
っ
て
く
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
寿
命
と
健
康
と
が
、
比
例
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

二
〇
〇
八
年
の
時
点
で
、
韓
国
の
六
十
五
歳
以
上
の
老
人
の
貧
困
率
は
、
日
本
の
二
十
二
％
の
倍
と
な
る
四
十
五
％
と
な
っ
て
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お
り
、
一
人
暮
ら
し
の
老
人
の
数
は
、
一
〇
〇
万
人
を
越
え
た
。
配
偶
者
な
し
の
経
済
的
貧
困
の
状
態
で
の
長
寿
と
は
、
祝
福
で

は
な
く
、
む
し
ろ
刑
罰
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
韓
国
人
の
健
康
年
齢
は
七
十
一
歳
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
寿
命
の
八
十
歳
と
は
、

お
よ
そ
九
年
の
差
を
見
せ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
死
亡
直
前
の
九
年
間
は
健
康
な
生
が
送
れ
な
い
確
率
が
高
く
な
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、﹁W

ell-being

﹂
族
と
い
う
新
造
語
が
登
場
し
て
き
た
の
は
、
少
し
も
異
様

な
こ
と
で
は
な
い
。

世
界
保
険
機
構
︵
Ｗ
Ｈ
Ｏ
︶
は
、
健
康
で
幸
せ
な
生
と
は
、﹁
肉
体
的
な
疾
病
は
も
ち
ろ
ん
、
精
神
的
、
社
会
的
に
も
疾
病
が

な
い
状
態
﹂
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
﹁W

ell-being

﹂
族
が
追
い
求
め
る
生
の
送
り
方
で
あ
る
。
健
康

な
生
に
対
す
る
希
求
は
同
時
に
健
康
な
死
を
も
追
求
す
る
。
そ
の
よ
う
な
脈
略
か
ら
最
近
、
韓
国
社
会
に
お
け
る
関
心
事
の
一
つ

が
尊
厳
死
の
問
題
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
、
大
法
院
︵
最
高
裁
判
所
︶
に
お
い
て
、
医
学
的
に
回
復
不
可
能
な
死
亡
段
階
に
至
っ

た
患
者
に
対
し
延
命
治
療
を
強
要
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
人
間
の
尊
厳
と
価
値
と
を
害
す
る
身
体
侵
害
行
為
で
あ
る
と
見
な
し
、

尊
厳
死
を
認
め
る
と
い
う
結
論
を
下
し
た
。
そ
れ
は
、
死
と
生
と
の
岐
路
で
彷
徨
う
患
者
の
﹁
自
己
決
定
権
﹂
に
重
点
を
お
い
た
、

尊
厳
死
に
関
す
る
初
の
判
決
と
な
っ
た
。
健
康
な
生
と
死
と
は
、
単
な
る
個
人
の
精
神
と
肉
体
と
の
有
機
的
調
和
の
問
題
に
の
み

止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
個
人
と
は
、
社
会
と
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
個
人
の
健
康
は
そ
の
社
会
が
目
ざ
す
理

念
と
絶
対
的
関
係
を
結
ん
で
き
た
。
か
つ
て
孟
子
が
﹁
生
を
養
い
、
死
を
喪
り
て
憾
な
か
ら
し
む
る
は
、
王
道
の
始
ま
り
な
り1
﹂

と
言
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
死
生
の
問
題
は
、
す
な
わ
ち
政
治
の
問
題
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

個
人
は
公
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
健
康
な
社
会
こ
そ
健
康
な
個
人
の
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
般
的
意
味
に
お
け
る
死
生
学
が
探
求
す
る
領
域
と
は
、
死
を
迎
え
る
当
事
者
や
介
護
す
る
家
族
、
医
師
、
ホ
ス
ピ
ス
な
ど
が

知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
死
へ
の
過
程
と
、
そ
し
て
、
そ
の
死
に
対
す
る
正
し
い
認
識
及
び
死
以
降
の
葬
式
や
祭
礼
ま
で

も
が
含
ま
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
﹁
死
に
対
す
る
準
備
教
育
と
文
化
﹂
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
死
に
対
す
る
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準
備
教
育
は
実
際
、
死
ぬ
瞬
間
に
至
る
ま
で
の
残
り
少
な
い
日
々
が
少
し
で
も
有
益
な
も
の
に
な
る
た
め
の
﹁
生
に
対
す
る
準
備

教
育
﹂
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る2
。
従
っ
て
、
死
生
学
は
、
そ
の
名
称
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
生
と
死
に
対
す
る
根
本
的
な
探

求
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
な
る
自
然
科
学
的
観
点
か
ら
解
決
で
き
る
よ
う
な
事
項
で
は
な
く
、
文
化
や
宗
教
的
伝
統
の
上
で
、
さ
ら

に
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
社
会
的
観
点
の
上
で
幅
広
く
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

韓
国
の
場
合
、
死
生
学
の
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
西
洋
の
死
亡
学
と
日
本
の
死
生
学
の
影
響
を
う
け
、
部
分

的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
、
翰
林
大
学
校
に
生
死
学
研
究
所
が
設
立
さ
れ
︵http://w

w
w

.huspc.or.kr

︶
哲
学

的
観
点
か
ら
死
の
教
育
と
自
殺
予
防
に
関
す
る
研
究
や
教
育
を
行
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
に
は
韓
国
死
学
会
︵http://w

w
w

.

kathana.or.kr

︶
が
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
韓
国
的
文
化
伝
統
と
韓
国
人
の
死
生
観
に
適
合
し
た
研
究
対
象
や
方
法
が

探
求
で
き
る
段
階
に
は
未
だ
に
至
っ
て
い
な
い3
。
従
っ
て
、
韓
国
の
死
生
学
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
韓
国
人
の
伝
統
的
死
生
観

を
よ
り
深
化
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当
為
性
が
発
見
で
き
る
の
で

あ
る
。

韓
国
人
は
、
少
な
く
と
も
七
世
紀
こ
ろ
、
既
に
仏
教
の
輪
廻
説
に
よ
る
死

生
観
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
﹃
三
国
遺
史
﹄
巻
四
、
第

五
の
、
義
解
篇
の
﹁
蛇
福
不
言
﹂
条
に
み
え
る
。
ま
た
道
教
の
養
生
論
や 

神
仙
、
ま
た
方
術
な
ど
も
、
仏
教
受
容
以
前
、
す
で
に
三
国
時
代
か
ら
あ
っ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
高
麗
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
発
展
し
続
け
た
。
そ

の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
も
後
代
に
発
展
し
た
朝
鮮
時
代
の
儒

教
に
よ
り
、
我
々
は
、
仏
教
と
道
教
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
性
理

学
的
な
新
し
い
死
生
観
の
論
理
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

崔一凡氏
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本
稿
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
韓
国
人
の
伝
統
的
死
生
観
に
関
す
る
研
究
の
一
つ
と
し
て
、
朝
鮮
時
代
の
儒
者
栗ユ
ル
ゴ
ッ
ク
イ
イ

谷
李
珥

︵
以
下
栗
谷
︶
の
死
生
観
の
分
析
に
取
り
組
み
た
い
。
栗
谷
は
退テ
ゲ
イ
フ
ァ
ン

渓
李
滉
と
と
も
に
朝
鮮
の
儒
学
を
代
表
す
る
儒
者
で
、
彼
の
思

想
が
韓
国
人
の
伝
統
的
な
思
惟
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
彼
の ﹁
死
生
鬼
神
策
﹂、﹁
神
仙
策
﹂、﹁
祈
祷
策
﹂、 ﹁
壽
夭
策
﹂、

﹁
醫
藥
策
﹂
な
ど
の
文
章
は
、
死
生
に
関
し
て
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
儒
教
的
、
と
り
わ
け
性
理
学
的
観
点
か

ら
仏
教
の
輪
廻
説
や
道
教
の
神
仙
説
に
現
れ
た
死
生
観
を
批
判
す
る
論
理
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
六
世

紀
当
時
の
儒
者
た
ち
の
性
理
学
的
死
生
観
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
や
道
教
の
死
生
観
に
対
す
る
理
解
を
も
う
か
が
え
る
重
要
な
資
料

と
な
っ
て
い
る
。

二
．
気
化
の
死
生
観

上
で
提
示
し
た
策
文
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
儒
者
た
ち
が
死
生
の
問
題
に
つ
い
て
最
も
関
心
を
示
し
て
い
た
部
分
は
以
下
の
論
点

で
も
っ
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
そ
の
一
、
死
生
の
定
義
と
し
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
と
は
何
か
、
ま
た
死
と
は
何

を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
二
、
寿
命
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
人
間
は
永
遠
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
或
い
は
寿
命
は
ど

の
よ
う
に
し
て
延
長
で
き
る
か
、
そ
の
方
法
と
は
何
か
。
そ
の
三
、
祈
祷
を
通
じ
て
寿
命
を
延
長
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
ま
た
鬼

神
と
は
疎
通
で
き
る
の
か
。
そ
の
四
、
人
間
が
健
康
に
暮
ら
せ
る
方
法
と
は
何
か
。
大
体
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
栗
谷

は
性
理
学
の
理
論
を
中
心
に
お
き
つ
つ
、
仏
教
、
そ
し
て
道
教
の
神
仙
や
方
術
に
対
し
、
批
判
的
な
観
点
を
示
し
て
い
く
。

栗
谷
に
よ
る
と
、﹁
人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
気
が
聚
ま
る
状
態
で
あ
り
、
死
と
は
気
が
散
逸
し
た
状
態4
﹂
だ
と
い

う
。
気
と
は
﹁
聚
と
散
と
が
あ
る
も
の5
﹂
で
、
宇
宙
自
然
と
人
間
の
形
体
と
を
構
成
す
る
質
料
で
あ
り
、
心
も
ま
た
気
で
あ
る
と

見
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、﹁
人
の
自
覚
と
は
精
気
か
ら
発
生
す
る6
﹂
も
の
だ
と
い
う
。
栗
谷
は
、
自
覚
を
耳
目
な
ど
の
感
覚
作
用
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と
心
の
思
惟
作
用
と
に
分
け
る
が
、﹁
耳
目
の
感
覚
が
聡
明
な
の
は
、
魄
の
神
霊
な
る
が
た
め
で
あ
り
、
心
が
思
慮
で
き
る
の
は
、

魂
の
神
霊
な
る
が
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聡
明
と
思
慮
は
気
に
属
す
る7
﹂
と
い
う
。
精
気
と
魂
魄
と
は
気
の
陰
陽
の
二
重
性
を

表
す
概
念
で
、
精
と
魄
は
陰
気
に
属
し
、
気
と
魂
は
陽
気
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
気
の
死
生
観
と
は
、
す

で
に
朱
子
が
触
れ
た
部
分
で
は
あ
る
が8
、
そ
れ
は
早
く
も
王
充
の
﹃
論
衡
﹄
に
お
い
て
見
ら
れ
る
部
分
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

﹁
人
が
生
き
る
所
以
は
、
精
気
の
た
め
で
あ
り
、
死
ぬ
と
精
気
が
消
滅
す
る9
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
、
栗
谷
の
い
う
精

気
神
の
死
生
観
と
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
気
化
論
な
の
で
あ
り
、﹃
淮
南
子
﹄
や
﹃
黄
帝
内
経
﹄
な
ど
の
天
人
感

応
論
に
お
い
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
代
の
名
医
、 

張
介
賓
︵
一
五
六
三
～
一
六
四
〇
︶
は
精
気
神
の
死
生
観
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。﹁
五
臓
に
は
、
各
々
そ
の
精
が
あ
る
が
、
傷
つ
く
と
陰
が
虚
に
な
っ
て
し
ま
う
。
五
臓
の
精
が
す
べ
て
陰
で

あ
る
か
ら
だ
。
陰
が
虚
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
気
が
な
く
な
る
。
精
が
気
へ
と
変
化
す
る
か
ら
だ
。
気
が
聚
ま
れ
ば
生
き
、
気
が

散
逸
す
れ
ば
死
ぬ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
死
生
は
気
の
ほ
う
に
あ
り
、
気
の
根
本
は
精
で
あ
る11
﹂
と
。

五
臓
の
精
と
は
、
単
純
に
い
う
と
、
飲
食
し
消
化
し
て
得
ら
れ
た
栄
養
素
の
こ
と
で
あ
る
。
栄
養
が
忠
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
気

へ
と
変
化
し
て
い
き
、
そ
の
気
に
基
づ
く
こ
と
で
生
を
営
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
栄
養
が
不
足
し
て
気
が

生
産
出
来
な
く
な
る
と
、
死
に
至
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

栗
谷
の
気
化
論
に
お
け
る
死
生
観
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
概
念
は
魂
魄
の
問
題
で
あ
る
。
栗
谷
は
﹁
魂
と
は
気
の
神
で

あ
り
、
魄
と
は
精
の
神
で
あ
る11

﹂
と
い
う
定
義
を
下
す
。
い
わ
ゆ
る
精
気
の
神
と
い
う
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
道
教
の

煉
精
化
氣
、
ま
た
は
煉
氣
化
神
な
ど
と
い
っ
た
内
丹
修
練
法
に
関
す
る
理
解
が
先
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
精
を
修

練
し
、
そ
れ
を
気
へ
と
変
化
さ
せ
、
さ
ら
に
気
を
修
練
し
て
神
へ
と
変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る12
。
道
教
に
お
け
る
そ
の
よ

う
な
修
練
法
が
完
成
さ
れ
た
の
は
凡
そ
唐
末
五
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
実
は
、
そ
の
遙
か
以
前
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

早
く
も
黄
帝
内
経
に
お
い
て
は
、﹁
血
気
が
調
和
を
な
し
、
榮
衛
が
通
じ
、
五
臓
が
完
成
さ
れ
、
神
気
が
心
臓
に
落
ち
着
く
と
魂
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魄
が
備
わ
り
、
よ
っ
て
人
が
な
さ
れ
る13
﹂
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
魂
魄
と
は
、
人
間
の
精
神
を
説
明
す
る
概
念
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。
さ
ら
に
魂
魄
と
は
陰
神
と
陽
神
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
が14
、
栗
谷
が
﹁
魂
は
気
の
神
に
、
精
は
陰
の
神

に
属
す
る
﹂
と
い
っ
た
の
は
、
気
と
精
と
が
そ
れ
ぞ
れ
陽
と
陰
と
に
区
別
さ
れ
、
ま
た
精
気
に
由
っ
て
神
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
精
気
神
の
関
係
に
つ
い
て
、
宋
代
の
性
理
学
者
、
黄
榦
︵
一
一
五
二
～
一
二
二
一
︶
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

人
が
生
ま
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
情
と
気
の
み
で
あ
る
。
一
本
の
毛
や
骨
、
そ
し
て
筋
肉
と
血
液
は
情
で
あ
り
、
呼
吸
や
寒

さ
、
そ
し
て
暑
さ
は
、
気
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
万
物
の
神
霊
な
る
存
在
で
あ
っ
て
、
木
石
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の

情
や
気
に
は
、
そ
の
各
々
の
神
が
つ
い
て
い
る
。
情
の
神
を
魄
と
い
い
、
気
の
神
を
魂
と
い
う
。
耳
が
聞
く
こ
と
が
出
来
、

ま
た
目
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
魄
の
働
き
で
あ
り
、
心
が
思
慮
で
き
る
の
は
魂
の
働
き
で
あ
る
。
魄
と
魂
を
あ
わ
せ

た
の
が
陰
陽
の
神
で
あ
る15
。 

黄
榦
は
朱
子
の
弟
子
で
あ
り
、
ま
た
朱
子
の
行
状
を
編
纂
し
た
人
物
で
、
朝
鮮
の
性
理
学
者
た
ち
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
触
れ
た
精
気
神
と
魂
魄
に
対
す
る
理
論
を
栗
谷
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き

る
。
つ
ま
り
、
精
と
は
体
毛
や
筋
肉
、
血
脈
を
指
し
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
気
と
は
呼
吸
の
気
運
で
あ
る
。
神
と
は
精
の
神
で
あ

る
魄
と
気
の
神
で
あ
る
魂
、
そ
の
二
つ
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
耳
目
な
ど
の
感
覚
器
官
の
機
能
は
魄
に
よ
り
な
さ
れ
、
心
の
思

惟
機
能
は
魂
に
よ
り
な
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
。

栗
谷
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
な
背
景
の
も
と
で
、﹁
人
の
体
は
す
な
わ
ち
魂
魄
を
囲
む
郛
郭
の
よ
う
な
も
の
で
、
人
が
生
ま

れ
る
と
魂
魄
が
出
さ
れ
神
と
な
り
、
死
ぬ
と
鬼
と
な
っ
て
、
魂
気
は
天
に
上
っ
て
い
き
、
精
魄
は
地
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
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が
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
気
が
散
逸
し
た
こ
と16
﹂
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
鬼
神
と
は
、
人
が
死
ん
だ
後
、
人
の

形
体
と
心
と
を
構
成
し
て
い
た
精
気
神
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

精
気
神
論
に
よ
る
性
理
学
の
死
生
観
と
は
、
気
化
論
と
天
人
感
応
論
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
主
に
中
国
の
漢
代
に
な
さ
れ
、

後
に
道
教
や
医
学
系
統
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
儒
教
に
お
い
て
も
、
漢
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
﹃
禮
記
﹄
の
な
か

に
、
気
化
論
的
自
然
観
と
死
生
観
と
が
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
宋
代
の
性
理
学
に
お
い
て
も
、
そ
の
伝
統
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
性
理
学
の
死
生
観
の
特
徴
は
、
気
化
論
の
上
で
構
築
さ
れ
た
理
の
本
体
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の

で
あ
る
。

栗
谷
は
理
に
つ
い
て
、﹁
気
に
は
聚
散
が
あ
る
が
、
理
に
は
終
始
が
な
い17
﹂
と
し
、﹁
天
地
の
理
と
は
実
理
で
あ
る
の
み
、
人
物

の
生
成
に
お
い
て
実
理
に
よ
ら
ざ
る
も
の
は
な
い18
﹂
と
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
理
と
は
、
形
而
上
の
本
体
と
し
て
変
化
を
超
越
す

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
万
物
の
存
在
根
拠
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
耳
目
が
確
実
に
感
覚
を
確
か
め
、
心
が
思
慮
す
る
こ
と
は

気
の
機
能
で
あ
っ
て
、
理
は
、
感
覚
さ
せ
、
ま
た
思
慮
た
ら
し
め
る
所
以
と
し
て
の
形
而
上
学
的
根
拠
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ

る19
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、 

栗
谷
は
気
に
は
自
覚
が
あ
る
が
、
理
に
は
自
覚
が
な
い
の
で
あ
り21
、
気
が
聚
散
す
る
が
故
に
、
広
大

な
天
地
も
ま
た
有
限
な
も
の
に
な
る
の
だ
が
、
た
だ
、
理
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
万
物
と
人
間
と
は
永
遠
な
も
の
に
な
り
う
る
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
が
理
解
で
き
る
者
の
み
死
生
の
理
に
つ
い
て
と
も
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る21
。

三
．
理
と
誠
の
死
生
観

栗
谷
が
気
の
聚
散
に
よ
る
死
生
観
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
彼
が
重
視
す
る
死
生
観
の
本
質
は
気

で
な
く
理
で
あ
っ
た
。
性
理
学
に
お
け
る
理
と
は
、
存
在
の
形
而
上
学
的
根
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
価
値
の
根
源
と
し
て
﹁
真
実
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に
し
て
無
妄
で
あ
り
、
純
善
に
し
て
悪
な
し22
﹂
の
も
の
で
あ
る
。
理
と
は
、
人
間
が
気
が
聚
ま
る
こ
と
に
よ
り
生
命
を
得
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
気
の
な
か
に
内
在
し
て
人
間
の
性
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
理
と
気
と
の
関
係
に
つ
い
て
、 

栗

谷
は
﹁
気
が
な
け
れ
ば
、
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
理
が
な
け
れ
ば
、
発
す
る
も
の
が
な
い23
﹂
と
い
う
。
そ
う
し
た
表
現
の

意
味
を
理
解
す
る
た
め
、
惻
隱
の
心
の
発
動
に
関
す
る
栗
谷
の
説
明
を
み
て
み
た
い
。

孺
子
が
井
戸
に
墜
ち
た
こ
と
を
見
た
後
に
惻
隱
の
心
が
発
動
す
る
。
見
て
惻
隱
の
心
が
働
く
こ
と
が
気
で
あ
り
、
そ
れ
が
い

わ
ゆ
る
気
が
発
動
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
惻
隱
の
根
本
は
仁
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
理
が
乗
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る24
。

    孺
子
が
井
戸
に
墜
ち
そ
う
に
な
っ
た
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
惻
隱
の
心
が
発
動
す
る
主
体
は
気
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

そ
の
気
を
し
て
惻
隱
の
心
を
発
動
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
の
は
仁
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ

の
理
由
に
つ
い
て
い
う
と
、
理
が
気
に
乗
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
が
気
に
乗
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
と
気
と
は
、
互
い
に

離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
で
に
我
々
は
、
栗
谷
が
﹁
耳
目
の
感
覚
が
聡
明
な
の

は
、
魄
の
神
霊
な
る
が
た
め
で
あ
り
、
心
が
思
慮
で
き
る
の
は
、
魂
の
神
霊
な
る
が
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聡
明
と
思
慮
は
気

に
属
す
る25

﹂
と
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
心
が
す
な
わ
ち
気
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
惻
隱
の
心
の
発
動
と

は
、
ま
ず
魄
が
孺
子
入
井
の
状
況
を
耳
目
の
感
覚
を
通
じ
て
自
覚
し
た
後
、
魂
が
自
身
に
内
在
し
て
い
る
︵
あ
る
い
は
自
身
の
上

に
乗
っ
て
い
る
︶
理
︵
＝
仁
︶
に
基
づ
き
思
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
る
と
、
魂

︵
＝
気
︶
に
理
︵
＝
仁
︶
が
内
在
し
な
い
な
ら
、
惻
隱
の
心
な
ど
発
動
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
﹁
理
で
な
け
れ

ば
、
発
動
す
る
も
の
が
な
い
﹂
と
い
う
表
現
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
我
々
は
、
栗
谷
の
﹁
人
の
肉
体
は
す
な
わ
ち
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魂
魄
を
囲
む
郛
郭
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
拡
大
し
て
、﹁
魂
魄
は
理
︵
＝
仁
︶
を
囲
む
郛
郭
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る26
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
人
間
の
真
実
な
生
命
の
内
容
と
は
、
気
︵
＝
魂
魄
︶
に
内

在
し
た
理
︵
＝
仁
︶
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
整
理
す
る
と
、
人
の
生
命
と
は
、
気
と
理
と
の
結
合
か
ら
な
る
も

の
で
あ
る
。
気
と
は
精
気
神
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
、
肉
体
と
心
と
が
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
精
気
に
よ
り

我
々
の
肉
体
は
な
さ
れ
、
精
気
の
神
で
あ
る
魂
魄
に
よ
り
感
覚
と
思
慮
な
ど
の
作
用
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
と
は
、
気
の
存

在
根
拠
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
気
の
運
動
変
化
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
多
様
な
現
象
世
界
と
は
、
実
は
理
の
実
現
な
の
で
あ
る
。
た

だ
、
気
の
運
動
変
化
と
い
う
の
は
、
時
に
は
過
不
及
が
あ
る
た
め
、
時
に
は
理
を
正
し
く
実
現
し
え
な
い
懸
念
が
生
じ
る
。
た
と

え
ば
、
仁
が
行
き
過
ぎ
る
と
愛
へ
と
流
れ
て
し
ま
い
貪
欲
に
陥
る
の
と
同
じ
で
あ
る27
。
し
か
し
気
の
存
在
と
運
動
と
が
理
に
そ
の

根
拠
を
求
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
不
及
が
生
じ
て
し
ま
う
原
因
と
は
何
か
。
そ
れ
は
気
の
運
動
変
化
は
、
有
為
的
な
属

性
を
も
つ
反
面
、
理
と
は
専
ら
原
理
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
属
性
が
無
為
だ
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
人
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
生
命
を
構
成
し
て
い
る
精
気
神
の
﹁
散
﹂
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

魂
と
魄
と
が
そ
れ
ぞ
れ
天
と
地
へ
と
帰
る
こ
と
を
意
味
す
る28
。 

つ
ま
り
、
死
と
は
、
一
個
の
生
命
を
構
成
す
る
気
の
消
滅
を
意

味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
で
も
っ
て
気
が
散
逸
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
で
個
体
の
存
在
が
完
全
に
消
滅
し
て
し

ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
儒
教
に
お
い
て
、
祖
先
に
祭
祀
を
あ
げ
る
こ
と
な
ど
は
、
一
体
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か29
。
栗
谷
は
、﹁
死
後
、
も
し
自
覚
が
な
い
の
な
ら
、
た
と
え
亡
く
な
っ
た
祖
先
の
神
霊
に
祭
祀

を
あ
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
自
覚
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
の
因
果
応
報
の
説
は

事
実
と
い
う
こ
と
な
の
か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

耳
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
目
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
心
が
あ
っ
て
、
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そ
し
て
思
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
と
気
が
一
度
散
逸
し
て
耳
が
聞
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
目
が
見
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
心
が
思
慮
で
き
な
く
な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

七
竅
や
百
骸
と
は
、

た
と
え
散
逸
し
な
く
て
も
、 

知
覚
が
な
い
と
い
う
の
に
、
ま
し
て
太
虚
の
な
か
に
お
い
て
、
一
体
何
が
あ
っ
て
、
耳
が
な
く

て
も
聞
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
目
が
な
く
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
既
に
知
覚
が
な
い
の
な
ら
、
仮

に
極
楽
と
地
獄
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
誰
が
い
て
そ
の
苦
楽
を
受
け
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
釈
氏
の
因
果
報
応
は
攻
撃
さ

れ
な
く
て
も
自
ず
と
否
定
さ
れ
る
の
だ31
。 

    仏
教
の
因
果
応
報
説
と
は
、
人
間
が
生
前
に
作
っ
た
善
悪
の
業
に
よ
り
、
死
後
に
極
楽
、
あ
る
い
は
地
獄
の
果
報
を
受
け
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
栗
谷
は
、
死
後
に
は
精
気
が
散
逸
し
て
し
ま
い
、
耳
目
や
心
の
器
官
が
潰
散
す
る
と
い
う

の
に
、
何
故
、
自
覚
作
用
が
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
と
問
い
直
し
な
が
ら
、
た
と
え
、
極
楽
と
地
獄
が
あ
る
と
し
て
も
、
自

覚
で
き
る
機
能
が
な
い
の
な
ら
、
果
報
を
受
け
る
主
体
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、
因
果
応
報
説
と
は
否
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
一
方
、
栗
谷
は
、
仏
教
の
因
果
応
報
説
に
対
し
て
は
否
定
す
る
も
、
儒
教
の
祭
祀
に
関

し
て
は
、
そ
の
合
理
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
死
ん
だ
者
の
気
が
潰
散
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
今
す
ぐ
消
滅

す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
子
孫
に
よ
る
、
ま
た
気
に
よ
る
こ
と
で
感
激
が
可
能
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
仮
に
死
後
、
長
時
間

経
っ
て
し
ま
い
、
気
が
完
全
に
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
し
か
し
理
に
よ
る
感
激
は
ま
だ
可
能
だ
と
主
張
す
る
。
で
は
、
こ
こ
で
、

ま
ず
気
の
感
激
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

祭
祀
を
奉
る
所
以
に
は
か
え
っ
て
道
理
が
あ
る
。
人
が
鬼
神
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
死
ん
で
そ
れ
ほ
ど
経
っ
て
い
な
い
間
は
、

た
と
え
情
気
は
散
逸
さ
れ
て
も
、
ま
だ
消
滅
さ
れ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
自
身
の
誠
や
敬
と
が
、
祖
考
に
至
る
こ
と
が
で
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き
る
。
か
の
既
に
散
逸
さ
れ
た
気
は
、
誠
に
聞
く
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
ま
た
思
慮
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
が
、
自
身
の
誠
で
も
っ
て
そ
の
暮
ら
し
て
い
た
所
、
笑
っ
た
り
、
語
っ
た
り
、
そ
し
て
好
ん
で
い
た
も
の
を
想

い
な
が
ら
、
祖
考
が
ま
る
で
目
の
前
に
い
る
か
の
よ
う
に
想
う
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
散
逸
さ
れ
た
気
も
こ
こ
に
聚
ま
っ
て

く
る
の
だ31
。

人
が
死
ぬ
と
、
精
気
は
散
逸
す
る
が
、
そ
の
精
気
と
い
う
の
が
今
す
ぐ
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
孫
が
誠

を
も
っ
て
敬
う
心
構
え
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
先
祖
は
感
激
す
る
と
い
う
。
子
孫
が
誠
と
敬
う
気
持
ち
と
を
持
つ
こ
と
は
、
具
体
的

に
い
う
と
、
祖
先
が
生
前
、
身
を
置
き
、
笑
い
、
語
り
、
楽
し
み
、
喜
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
つ
つ
、
そ
れ
が
ま
る
で
目

の
前
に
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
祖
先
の
気
が
子
孫
の
心
に
通
じ
、
再
び
聚
ま
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
栗
谷
の
い
う
感
激
と
は
、
決
し
て
神
秘
に
満
ち
た
も
の
で
は
な
い
。
気
で
も
っ
て
感
激
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
子
孫
が
誠
で
も
っ
て
集
中
し
て
祖
先
が
生
き
て
い
る
時
の
姿
や
行
動
と
を
振
り
返
る
こ
と
に

よ
り
、
ま
る
で
生
き
返
っ
て
目
の
前
に
現
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
る
状
態
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
感
激
は
祖
先
を
想
う
子
孫

の
誠
に
よ
り
な
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
子
孫
の
心
と
無
関
係
に
作
用
す
る
祖
先
の
鬼
神
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
栗
谷
は
、
も
し
、
祖
先
が
死
ん
で
長
時
間
経
過
し
、
す
で
に
気
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
理
に
よ
る
感
激
は
可
能

で
あ
る
と
み
な
す
。

死
ん
で
か
ら
長
く
な
っ
た
祖
先
の
場
合
は
、
た
と
え
そ
の
気
が
消
滅
し
た
と
い
え
ど
も
、
そ
の
理
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い

た
め
、
そ
の
誠
に
感
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
遠
く
あ
る
祖
先
は
、
た
と
え
感
応
で
き
る
気
が
な
く
て
も
、
一
念
で

も
っ
て
誠
を
尽
く
せ
ば
、
つ
い
に
感
激
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
た
と
え
、
感
応
で
き
る
気
が
な
く
て
も
、
感
応
で
き
る
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理
が
あ
る
か
ら
だ32
。 

気
の
属
性
は
、
生
滅
、
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
に
つ
れ
、
消
滅
し
て
い
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
理
は
、
不
変
で

あ
る
が
故
に
、
誠
で
も
っ
て
感
格
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
言
い
換
え
る
と
、
人
が
死
ん
で
さ
ほ
ど
経
っ
て
い
な
い
ら
、
気

で
も
っ
て
感
激
す
る
こ
と
が
で
き
、
た
と
え
、
長
時
間
経
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
理
に
よ
っ
て
感
激
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と

す
る
。死

ん
で
か
ら
そ
れ
ほ
ど
経
っ
て
い
な
い
間
な
ら
、
気
で
も
っ
て
感
じ
、
死
ん
で
か
ら
す
で
に
長
く
な
っ
た
の
な
ら
、
理
で

も
っ
て
感
じ
る
。
あ
る
い
は
気
は
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
感
激
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
し
て
子
孫
の
精
神
と
は
、
す

な
わ
ち
祖
先
の
精
神
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
身
の
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
向
こ
う
の
な
き
こ
と
を
感
じ
る
こ

と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
疑
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
親
孝
行
を
行
う
子
孫
が
、
あ
え
て
そ
の
父
母
を
死
ん
だ
と

は
思
わ
な
い
で
祭
祀
を
厳
粛
に
執
り
行
う
理
由
で
あ
る33
。

    こ
こ
に
お
い
て
栗
谷
は
、
気
の
感
激
と
理
の
感
激
と
は
、
気
の
有
無
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
感
激
そ
の
も
の
に

お
い
て
は
、
同
一
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
の
感
激
と
は
、
た
と
え
祖
先
の
姿
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、

そ
の
意
識
や
思
想
な
ど
を
指
し
示
す
形
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
栗
谷
は
、
子
孫
の
精
神34
が
す
な
わ
ち
祖
先
の
精
神
と
な
る
が

故
に
、
今
祖
先
が
い
な
く
て
も
子
孫
が
も
っ
て
い
る
精
神
で
も
っ
て
祖
先
を
感
激
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

親
孝
行
を
行
う
者
は
あ
え
て
父
母
が
亡
く
な
っ
た
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
祭
祀
を
敬
虔
に
執
り
行
う
よ
う
に
な
る
の

だ
と
い
う
。
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四
．
天
理
と
人
事

栗
谷
は
、
人
間
が
死
後
に
霊
魂
や
鬼
神
の
形
態
で
も
っ
て
存
在
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
輪
廻
す
る
と
か
、
い
う
観
点
は
、
否
定

す
る
も
の
の
、
し
か
し
、
生
き
て
い
る
人
の
誠
に
よ
り
存
在
し
う
る
と
す
る
。

凡
そ
、
天
下
の
事
物
が
あ
る
と
い
っ
た
ら
あ
る
の
で
あ
り
、
な
い
と
い
っ
た
ら
な
い
の
だ
が
、
人
が
死
ん
で
か
ら
為
っ
た

鬼
神
は
あ
る
と
も
な
い
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。 

誠
が
あ
れ
ば
神
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
誠
が
な
け
れ
ば
神
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
あ
る
、
な

し
の
型
が
な
ぜ
人
に
は
な
い
と
い
い
き
れ
る
だ
ろ
う
か35
。

こ
こ
で
い
う
﹁
事
物
が
あ
る
と
い
え
ば
あ
る
の
で
あ
り
、
な
い
と
い
え
ば
な
い
の
だ
﹂︵
凡
天
下
之
物
、 

有
則
有
、
無
則
無
︶

と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的
に
事
物
は
我
々
の
意
識
と
は
関
係
な
く
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
、
し
な
い
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
鬼
神
は
、
人
間
に
誠
が
あ
れ
ば
、
存
在
し
、
誠
が
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
一

般
的
な
事
物
と
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
存
在
如
何
が
専
ら
人
間
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
栗
谷

は
、
そ
れ
と
は
別
の
観
点
か
ら
鬼
神
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

正
命
に
死
ぬ
事
が
で
き
ず
、
気
が
す
べ
て
消
滅
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
鬱
憤
が
き
わ
ま
り
、
妖
妄
な
も
の
が
発

動
す
る
。
そ
れ
は
理
が
た
ま
に
そ
う
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
人
が
生
ま
れ
る
に
当
た
り
、
陰
陽
の
気
を
授
か

る
が
、
時
に
は
正
し
く
養
い
、
ま
た
時
に
は
邪
悪
な
も
の
で
も
っ
て
養
う
こ
と
に
よ
り
、
邪
悪
さ
と
正
し
さ
と
の
違
い
は
あ
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る
け
れ
ど
、
養
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
同
じ
で
あ
る
。
養
っ
て
強
大
な
気
を
聚
め
る
と
、
死
ん
だ
後
、
異
様
な
こ
と

が
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
養
っ
て
堅
凝
な
気
を
聚
め
る
と
、
死
ぬ
と
き
怪
異
な
こ
と
が
起
こ
る
。
怪
異
な
こ
と
は
、

い
う
に
足
り
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
た
異
様
な
こ
と
も
至
極
な
こ
と
に
は
及
ば
な
い36
。 

﹁
正
命
の
も
と
で
死
ぬ
こ
と
が
で
き
ず
、
気
が
散
逸
で
き
な
い
で
い
る
と
、
鬱
憤
が
極
ま
り
、
邪
悪
な
鬼
神
に
な
る
こ
と
も
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
た
ま
に
理
が
そ
う
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
﹂
と
い
う
。
鬼
神
の
本
質
は
気
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
間
、

強
大
か
つ
堅
凝
な
気
が
育
ま
れ
た
な
ら
ば
、
死
ぬ
間
際
に
、
そ
の
気
の
作
用
に
よ
り
、
異
常
で
懐
疑
的
な
現
象
も
起
こ
り
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
栗
谷
は
、
た
と
え
、
気
の
尋
常
で
な
い
現
象
が
あ
り
う
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
恒
常
の
理

で
な
く
、
変
化
し
変
逆
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。

生
き
て
い
る
間
に
は
、
気
が
あ
り
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
気
が
な
く
な
る
の
は
常
理
で
あ
り
、
ま
た
順
理
で
あ
る
。
そ
し
て
死

ん
だ
後
も
気
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
妄
り
に
発
動
す
る
の
は
変
理
で
あ
り
、
ま
た
逆
理
で
あ
る
。
聖
人
は
常
理

を
い
い
、
変
理
を
い
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
順
理
を
い
い
、
逆
理
を
い
わ
な
か
っ
た
。
孔
子
が
怪
を
い
わ
な
か
っ
た
の
も
こ

れ
が
た
め
で
あ
る37
。 

栗
谷
が
恒
常
な
る
理
と
変
逆
の
理
と
を
区
分
す
る
こ
と
は
、
単
に
鬼
神
の
存
在
を
語
る
た
め
で
は
な
い
。
栗
谷
は
、
死
生
の
道

と
は
昼
夜
の
変
化
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
人
間
が
生
ま
れ
る
と
気
が
聚
ま
り
、
死
ぬ
と
散
逸
す
る
こ
と
が
自
然
の
理
で
あ
る

よ
う
に
、
人
間
が
介
入
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
、
我
々
が
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
栗
谷
が
天
理
と
人
事

と
を
厳
格
に
区
分
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
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な
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
な
る
の
は
人
で
あ
り
、
な
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
に
な
る
の
が
天
で
あ

る
。
知
恵
の
あ
る
者
は
人
が
も
っ
て
い
る
も
の
を
修
め
さ
せ
、
天
に
託
す
の
だ
が
、
愚
か
な
者
は
天
に
属
す
る
も
の
を
追
い

求
め
、
人
が
も
っ
て
い
る
も
の
を
疎
か
に
す
る38
。

﹁
な
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
な
る
の
は
人
で
あ
り
、
な
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
に
な
る
の
は
天
で
あ

る
﹂
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
天
と
は
別
の
領
域
な
の
だ
か
ら
、
互
い
に
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
栗

谷
は
﹁
天
と
人
間
と
は
、
元
来
一
体
な
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
心
を
正
し
く
も
た
な
け
れ
ば
、
天
地
の
心
も
ま
た
正
し
く
な
ら

な
く
な
り
、
自
己
の
気
運
が
順
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
天
地
の
気
運
も
順
な
る
も
の
で
な
く
な
る39
﹂
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
、
我
々
は
、
栗
谷
が
﹁
知
恵
の
あ
る
人
は
、
人
間
が
も
っ
て
い
る
も
の
を
修
め
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
を
天
に
託
す
の
だ
が
、
愚

か
な
者
は
、
天
に
属
す
る
も
の
を
追
い
求
め
、
人
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
疎
か
に
す
る
﹂
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
天
と
人
と
を

区
分
す
る
栗
谷
の
意
図
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
死
に
行
く
こ
と
な
ど
は
、
天
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
。
ど
の
よ
う
に
し
て
我
ら
が
関
与
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
天
地
も
や
は
り
常
に
春
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
、
四
時
が
交
代
で
や
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
六
つ
の
気
も
独

り
で
運
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
陰
陽
が
並
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
日
が
沈
む
と
月
が
出
て
く
る
。
ま
た
寒
さ
が
終

わ
る
と
暑
さ
が
や
っ
て
く
る
。
旺
盛
な
る
時
期
が
あ
れ
ば
、
衰
退
し
て
し
ま
う
時
期
も
あ
る
。
始
ま
り
が
あ
れ
ば
終
わ
り
も

あ
る
。
す
べ
て
天
地
の
実
理
で
な
い
も
の
は
な
い
。
天
よ
り
気
を
授
か
り
、
土
よ
り
形
態
を
授
か
っ
て
、
こ
の
理
の
な
か
に

と
じ
込
ま
れ
て
い
な
が
ら
も
、
理
と
数
の
外
へ
と
逃
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
、
間
違
い
と
呼
ば
す
に
何
と
呼
ぼ
う
か41
。
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い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
栗
谷
は
、
天
地
万
物
の
存
在
の
仕
方
と
は
、
す
な
わ
ち
陰
陽
の
変
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

四
時
が
変
化
し
、
旺
盛
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
衰
弱
し
た
も
の
も
あ
る
、
ま
た
始
ま
り
が
あ
れ
ば
、
終
わ
り
も
あ
る
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
実
理
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
思
惟
は
、
儒
教
独
特
の
人
生
観
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教

や
道
教
に
比
べ
る
と
違
い
が
明
ら
か
で
あ
る
。
仏
教
の
出
発
点
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
生
老
病
死
の
人
生
の
過
程
を
苦
痛
と
み
な

し
、
そ
こ
か
ら
の
解
脱
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
道
教
の
神
仙
方
術
は
、
人
間
が
天
地
の
如
く
﹁
不
老
長
生
﹂
で
き
る
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
栗
谷
は
生
ま
れ
て
き
て
、
そ
し
て
死
に
ゆ
く
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
天
地
の
実
理
に
基
づ
く
合
理
的

な
存
在
の
仕
方
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
死
を
拒
ん
だ
り
、
逃
げ
た
り
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
欲
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
、
栗
谷
は
﹁
夭
壽
で
も
っ
て
死
生
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
い
い
、
ま
さ
に
人
間
が
追
求
す
べ
き
な
の

は
、
自
身
の
徳
性
を
修
め
、
人
間
社
会
と
自
然
が
互
い
に
和
合
す
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
。
栗
谷
が
、﹁
善
悪
は
自
身
の
な
か
に

あ
る
も
の
で
あ
り
、
夭
壽
は
天
に
あ
る41
﹂
と
述
べ
た
の
も
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
脈
略
か
ら
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
栗
谷
の
主
張

と
は
、
我
々
の
観
点
を
個
人
の
生
命
か
ら
社
会
へ
と
、
ま
た
社
会
か
ら
自
然
へ
と
、
拡
張
し
て
い
く
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
、
形
気
と
し
て
の
生
命
を
、
倫
理
的
、
道
徳
的
意
味
に
お
け
る
生
命
へ
と
転
換
す
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
生
命
の
意
味
を
一
個
人
の
私
事
か
ら
公
共
の
領
域
へ
と
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

天
地
と
は
、
人
の
形
態
で
あ
り
、
人
と
は
天
地
の
心
で
あ
る
。
人
の
気
が
和
合
す
れ
ば
天
地
も
和
合
と
な
り
、
人
の
気
が
不

和
と
な
れ
ば
、
天
地
も
そ
の
度
数
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
私
は
、
心
の
病
を
患
っ
た
人
が
形
骸
を
総
括
で
き
る
こ
と
を
み
た

こ
と
が
な
い
。
朱
子
い
わ
く
、﹁
自
分
の
心
が
正
し
け
れ
ば
、
天
地
の
心
も
正
し
く
な
り
、
自
分
の
気
が
順
で
あ
れ
ば
、
天

地
の
気
も
ま
た
順
と
な
る
﹂。
自
分
の
心
が
不
正
で
ま
た
不
純
な
れ
ば
、
気
運
も
ま
た
衰
退
し
て
し
ま
い
、
正
し
く
ま
た
順

な
れ
ば
気
運
も
盛
ん
に
な
る
。
人
の
夭
壽
が
何
故
気
運
に
は
関
係
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
故
に
、
天
地
に
お
い
て
万
物
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を
養
っ
て
い
く
こ
と
は
、
一
人
の
徳
を
修
め
る
と
こ
ろ
に
か
か
っ
て
い
る
。
人
君
が
誠
に
至
誠
の
道
で
も
っ
て
至
誠
の
教
化

を
推
し
て
天
地
を
経
綸
し
化
育
に
参
与
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
淳
熙
の
習
俗
と
変
化
し
た
風
習
と
が
今
に
も
回
復
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
恩
恵
を
受
け
た
事
物
や
祥
な
る
も
の
が
行
き
渡
ら
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
り
、
中
華
の

気
が
天
地
に
充
ち
、
動
物
や
植
物
、
そ
し
て
日
と
月
の
至
る
と
こ
ろ
、
霜
露
の
降
り
て
く
る
と
こ
ろ
す
べ
て
が
仁
壽
の
地
域

と
化
し
、
異
様
な
こ
と
な
ど
起
こ
ら
な
い
。
故
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
民
が
そ
の
寿
命
を
全
う
で
き
な
い
こ
と
を
憂
え
る
だ

ろ
う
か42
。

こ
こ
に
お
い
て
栗
谷
は
、
統
治
者
の
心
構
え
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
が
正
し
く
な
り
、
社
会
が
正
し
く
な
れ
ば
、

自
然
の
気
運
な
る
も
の
も
正
し
く
、
ま
た
順
調
に
な
る
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
人
間
が
宇
宙
自
然
の
生
育
に
も
参
与
で
き
、
さ

ら
に
、
人
間
と
自
然
と
が
総
合
同
和
し
て
い
く
世
界
を
も
な
し
う
る
と
述
べ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
栗
谷
が
、
人

間
の
生
命
と
は
宇
宙
自
然
の
領
域
と
本
質
的
に
総
合
有
機
的
な
連
関
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
疑
え
な

い
。
栗
谷
が
、
た
と
え
寿
命
の
長
短
は
天
に
属
す
る
も
の
と
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
健
康
な
生
の
た
め
の
人
間
の
努
力
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
医
薬
や
運
動
を
通
じ
て
、
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
合
理
的
な
観
点
を
諦

め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
栗
谷
は
、
火
の
比
喩
を
取
り
上
げ
、
寿
命
と
い
う
の
は
、
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
延
長
で
き

る
と
述
べ
、
そ
の
原
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
野
原
で
猛
烈
に
燃
え
上
が
る
火
と
、
火
炉
の
な
か
の
微
々
た
る

火
と
を
比
べ
る
と
、
野
原
の
火
は
強
烈
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
、
そ
れ
は
人
々
が
四
方
八
方
か
ら
消
し
て
い
く
に
つ
れ
、
す

ぐ
に
で
も
消
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
火
炉
の
な
か
の
火
は
確
か
に
微
弱
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
よ
く
保
存
し

て
い
け
ば
、
野
原
の
火
よ
り
、
長
く
保
存
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
。
彼
は
、﹁
長
寿
ま
た
は
短
命
と
は
、
た
と
え
天
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
死
ぬ
こ
と
を
前
も
っ
て
予
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
天
に
の
み
託
し
て
、
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人
間
と
し
て
果
た
す
べ
き
誠
を
尽
く
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ43
﹂
と
い
い
、
人
間
の
努
力
を
強
調
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

誠
を
尽
く
し
て
祈
り
を
捧
げ
る
と
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
誠
に
よ
り
、
気
が
保
存
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
、
祈
り

を
尽
く
す
こ
と
で
は
、
結
局
、
気
の
変
化
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
人
間
の
限
界
を
も
明
ら
か
に
す
る44
。
同
様
に
、
鬼
神

に
誘
惑
さ
れ
、
淫
祀
に
耽
る
こ
と
は
、
気
を
保
存
す
る
に
あ
た
り
、
何
の
効
力
も
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
専
ら
医
薬

を
使
い
、
病
を
治
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
巫
女
の
行
い
で
も
っ
て
民
を
欺
く
こ
と
な
ど
は
、
固
く
禁
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
主
張
す
る45
。

五
．
結
論

以
上
、
栗
谷
の
死
生
観
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
要
点
で
も
っ
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
ま
ず
、
栗
谷
は
、
精
気

神
の
聚
散
の
も
と
で
死
生
を
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
は
、
中
国
の
漢
代
の
気
化
論
と
天
人
感
応
論

と
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
栗
谷
は
、
気
化
論
と
と
も
に
、
理
、
ま
た
は
天
理
と
い
っ
た
性
理
学

の
本
体
概
念
を
も
駆
使
し
な
が
ら
人
間
の
真
実
な
生
命
の
あ
り
か
に
つ
い
て
語
る
。
彼
は
、
理
を
通
じ
て
、
人
間
の
真
実
な
生
命

と
は
単
に
気
の
聚
散
に
よ
る
物
質
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
で
あ
り
、
ま
た
公
共
的
で
あ
る
社
会
的
な
部
分
を

な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ひ
い
て
は
、
栗
谷
は
個
人
や
社
会
と
、
そ
し
て
自
然
の
調
和
的
な
運
行
と
は
、
一
つ
の

脈
略
で
も
っ
て
繋
が
っ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
生
態
学
的
な
観
点
を
も
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が
受
け
入
れ
て
い
た
気

化
論
的
な
観
点
と
は
、
自
然
科
学
の
生
命
観
を
あ
る
程
度
認
め
つ
つ
も
、
な
お
自
然
科
学
が
人
間
の
欲
望
の
道
具
に
転
落
し
て
し

ま
う
こ
と
に
対
す
る
強
い
警
戒
心
の
発
露
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
宗
教
の
場
合
で
も
個
人
の
生
命
を
延
長
し
、
物
質
的
幸
福
を
追

求
す
る
道
具
に
転
落
し
て
し
ま
う
可
能
性
に
つ
い
て
警
戒
心
を
緩
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
人
間
に
は
生
命
が
最
も
大
切
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な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
利
己
的
私
欲
の
枠
を
抜
け
出
る
と
き
、
は
じ
め
て
真
の
意
味
が
実
現
で
き
る

と
す
る
。
も
し
、
自
身
に
生
き
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
普
遍
化
し
て
す
べ
て
の
人
間
と
と
も
に
生
き
る
こ

と
の
で
き
る
社
会
を
作
る
こ
と
が
よ
り
合
理
的
な
方
向
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
栗
谷
は
、
生
と
死
と
が
、
全
く
独
立
し
た
、

別
個
の
世
界
で
あ
る
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
生
き
て
い
る
人
の
道
徳
性
、
す
な
わ
ち
誠
を
通
じ
て
死
ん
だ
者
と
疎
通
す
る
こ
と

に
よ
り
、
生
者
と
死
者
と
の
間
に
は
、
倫
理
的
価
値
が
支
配
す
る
一
つ
の
世
界
が
共
有
で
き
る
と
見
な
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
、
栗
谷
の
観
点
と
は
、
霊
魂
の
不
滅
、
ま
た
は
幸
せ
な
死
後
の
世
界
に
対
す
る
宗
教
的
希
望
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与

え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
生
命
の
現
実
と
未
来
、
そ
し
て
そ
の
価
値
が
合
理
的
に
思
惟
で
き
る
契
機
を
用
意
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
も
し
、
仏
教
や
道
教
に
各
々
輪
廻
転
生
、
そ
し
て
不
老
長
生
の
死
生
観
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
儒
教
の
死
生
観
の

特
性
は
、
招
魂
再
生
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る46
。
栗
谷
の
死
生
観
と
は
、
そ
の
よ
う
な
儒
教
死
生
観
の
特
性
に
お
け
る
、
よ
り
発

展
し
た
形
で
の
朱
子
学
的
解
釈
な
の
で
あ
り
、
と
同
時
に
十
六
世
紀
、
朝
鮮
に
お
い
て
発
展
し
た
朱
子
学
の
創
意
的
な
解
釈
、
す

な
わ
ち
朝
鮮
朱
子
学
の
理
論
的
特
性
を
も
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

［
註
］

1 

﹃
孟
子
﹄﹁
梁
惠
王
章
上
﹂、
養
生
喪
死
無
憾
、
王
道
之
始
也
。

2 
A

lfons D
eeken

﹃
生
と
死
の
敎
育
﹄、
二
〇
〇
一
年
、
二
～
四
頁 
︵
島
薗
進
他
、
鄭
孝
雲
訳
﹃
死
生
学
と
は
何
か
﹄、
ハ
ン
ウ
ル
ア
カ
デ
ミ
、

ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
〇
年
、
三
九
頁
よ
り
再
引
用
︶。

3 

鄭
孝
雲
﹁
韓
国
死
生
学
の
現
況
と
課
題
﹂﹃
東
北
亜
文
化
研
究
﹄
第
二
十
一
集
、
一
七
三
頁
。

4 

﹁
祈
祷
策
﹂、
竊
謂
人
之
生
也
、
氣
之
聚
也
、
人
之
死
也
、
氣
之
散
也
。
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5 

﹁
死
生
鬼
神
策
﹂、
氣
有
聚
散
。

6 

同
、
蓋
人
之
知
覺
、
出
於
精
氣
焉
。

7 

﹁
死
生
鬼
神
策
﹂、
耳
目
之
聰
明
者
、
魄
之
靈
也
。
心
官
之
思
慮
者
、
魂
之
靈
也
。
其
聰
明
思
慮
者
、
氣
也
。

8 

﹃
性
理
大
全
﹄
卷
二
十
八
、
朱
子
曰
、
氣
聚
則
生
、
氣
散
則
死
。

9 
﹃
論
衡
﹄﹁
論
死
﹂、
人
之
所
以
生
者
精
氣
也
、
死
而
精
氣
滅
。

11 
﹃
類
經
﹄﹁
臟
象
類
﹂、
五
臟
各
有
其
精
、
傷
之
則
陰
虚
、
以
五
臟
之
精
皆
陰
也
。
陰
虚
則
無
氣
、
以
精
能
化
氣
也
。 

氣
聚
則
生
、
氣
散
則

死
、
然
則
死
生
在
氣
、
而
氣
本
於
精
。

11 

﹁
死
生
鬼
神
策
﹂、
魂
者
、
氣
之
神
也
、
魄
者
、
精
之
神
也
。

12 

戈
國
龍
﹃
道
敎
内
丹
學
溯
源
﹄、
宗
敎
文
化
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
〇
～
一
一
一
頁
。

13 

﹃
内
經
﹄﹁
霊
樞　

天
年
篇
﹂、
何
者
爲
神
、
血
氣
已
和
、
榮
衛
已
通
、
五
臟
已
成
、
神
氣
舍
心
、
魂
魄
畢
具
、 

乃
成
爲
人

14 

﹃
淮
南
子
﹄﹁
高
誘
注
﹂、
魂
者
陽
之
神
、
魄
者
陰
之
神
︵
李
遠
國
﹃
道
敎
氣
功
養
生
學
﹄、
四
川
省
社
會
科
學
院
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、

一
一
〇
頁
よ
り
再
引
用
︶。

15 

﹃
性
理
大
全
﹄
卷
二
十
八
、﹁
論
在
人
鬼
神
兼
精
神
魂
魄
﹂
條
、
景
文
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
一
年
、
四
八
七
頁
。

 

夫
人
之
生
、
惟
精
與
氣
。
爲
毛
骨
肉
血
者
精
也
、
爲
呼
吸
冷
熱
者
氣
也
。
然
人
爲
萬
物
之
靈
、
非
木
石
、
故
其
精
其
氣
、
莫
不
各
有
神
焉
。

精
之
神
謂
之
魄
、
氣
之
神
謂
之
魂
。
耳
目
之
所
以
能
視
聽
者
、
魄
爲
之
也
。
此
心
之
所
以
能
思
慮
者
、
魂
爲
之
也
。
合
魄
與
魂
、
乃
陰

陽
之
神
。

16 

﹁
死
生
鬼
神
策
﹂、
人
之
一
身
、
魂
魄
之
郛
郭
也
。
其
生
也
伸
而
爲
神
、
其
死
也
屈
而
爲
鬼
。
魂
氣
升
于
天
、 

精
魄
歸
于
地
、
則
其
氣
散
矣
。

17 

同
、
氣
有
聚
散
、
而
理
無
終
始
。

18 

﹁
神
仙
策
﹂、
天
地
之
理
、
實
理
而
已
、
人
物
之
生
、
莫
不
依
乎
實
理
。

19 

﹁
死
生
鬼
神
策
﹂、
心
官
之
思
慮
者
、
魂
之
靈
也
。
其
聰
明
思
慮
者
、
氣
也
。
其
所
以
聰
明
思
慮
者
、
理
也
。

21 

同
、
理
無
知
、
而
氣
有
知
。

21 

同
、
氣
有
聚
散
、
而
理
無
終
始
。
有
聚
散
、
故
天
地
之
大
、
亦
有
限
焉
。
無
終
始
、
故
物
與
我
皆
無
盡
也
。
知
此
説
者
、 

可
與
語
死
生
之
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理
矣
。

22 

同
、
蓋
天
理
者
、
眞
實
無
妄
、
純
善
無
惡
者
也
。

 23 
 ﹃

栗
谷
全
書
﹄
巻
十
、
書
二
、
答
成
浩
原
壬
申
。
成
均
館
大
學
校
大
東
文
化
研
究
院
、
一
九
九
二
年
、
一
九
八
頁
。

24 

同
、
一
九
八
頁
。
見
孺
子
入
井
然
後
、
乃
發
惻
隱
之
心
。
見
之
而
惻
隱
者
氣
也
、
此
所
謂
氣
發
也
。
惻
隱
之
本
則
仁
也
、
此
所
謂
理
乘

之
也
。

25 
註
7 
参
照
。

26 

註
16
参
照
。

27 

﹃
栗
谷
全
書
﹄
卷
二
十
﹁
聖
學
輯
要
﹂
二
己
、
第
二
上
、
窮
理
章
第
四
、四
五
六
頁
。
天
理
人
欲
初
非
二
本
性
中
只
有
仁
義
禮
智
四
者
而

已
人
欲
何
嘗
有
所
根
脈
於
性
中
哉
惟
其
氣
有
淸
濁
而
修
治
汨
亂
之
同
故
性
發
爲
情
也
有
過
有
不
及
仁
之
差
也
則
愛
流
而
爲
貪
義
之
差
也

則
斷
流
而
爲
忍
…
。

28 

註
16 
参
照
。

29 

﹁
死
生
鬼
神
策
﹂。

31 

同
、
有
耳
、
然
後
可
以
聞
聲
、
有
目
、
然
後
可
以
見
色
、
有
心
、
然
後
可
以
思
慮
矣
。
精
氣
一
散
、
而
耳
無
聞
目
無
見
、
心
無
思
慮
、

則
不
知
何
物
有
何
知
覺
耶
。
七
竅
百
骸
、
雖
不
潰
散
、
而
尙
無
知
覺
、
則
而
況
太
虛
杳
茫
之
中
、
安
有
一
物
無
耳
而
能
聞
、
無
目
而
能
見
、

無
心
而
能
思
慮
者
哉
！　

旣
無
知
覺
、
則
縱
有
天
堂
地
獄
、
誰
知
苦
樂
哉
？　

釋
氏
報
應
之
說
、
不
攻
自
破
矣
。

31 

同
、
其
所
以
祭
祀
者
、
則
抑
有
理
焉
。
人
之
爲
鬼
也
、
其
死
不
久
、
則
精
氣
雖
散
、
而
未
卽
消
滅
、
故
吾
之
誠
敬
、
可
格
祖
考
矣
。
彼

已
散
之
氣
、
固
無
聞
見
思
慮
矣
、
而
以
吾
之
誠
、
思
其
居
處
、
思
其
笑
語
、
思
其
所
樂
、
思
其
所
嗜
、
而
宛
見
祖
考
常
在
目
前
、
則
已

散
之
氣
、
於
斯
亦
聚
矣
。

32 

同
、
若
其
世
系
之
遠
者
、
則
其
氣
雖
滅
、
而
其
理
不
亡
、
故
亦
可
以
誠
感
矣
…
。
遠
代
先
祖
、
固
無
能
感
之
氣
矣
、
而
一
念
至
誠
、
遂

致
感
格
者
、
雖
無
能
感
之
氣
矣
、
而
亦
有
能
感
之
理
故
也
。

33 

同
、
其
死
不
久
、
則
以
氣
而
感
、
其
死
已
久
、
則
以
理
而
感
。
或
有
氣
或
無
氣
、
而
其
感
格
則
一
也
。
而
況
子
孫
之
精
神
、
乃
祖
考
之

精
神
、
則
以
我
之
有
、
感
彼
之
無
者
、
亦
何
疑
哉
？　

 

此
所
以
孝
子
慈
孫
、
不
敢
死
其
親
、
而
祭
則
致
其
嚴
者
也
。
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34 

こ
こ
で
い
う
精
神
と
は
精
気
神
に
お
け
る
精
神
の
こ
と
で
あ
る
。

35 

同
、
凡
天
下
之
物
、
有
則
有
、
無
則
無
。
惟
人
死
之
鬼
、
則
不
可
謂
之
有
、
不
可
謂
之
無
、
其
故
何
哉
？　

有
其
誠
、
則
有
其
神
而
可

謂
有
矣
。
無
其
誠
、
則
無
其
神
而
可
謂
無
矣
。
有
無
之
機
、
豈
不
在
人
乎
？

36 

同
、
如
或
其
死
不
以
正
命
、
而
其
氣
有
所
未
洩
、
則
憤
鬱
之
極
、
發
爲
妖
妄
、
此
亦
理
之
或
然
者
也
。
且
人
之
生
也
、
同
受
陰
陽
之
氣
、 

而

或
養
之
以
正
、
或
養
之
以
邪
、
邪
正
雖
殊
、
而
養
之
則
一
也
。
養
之
而
聚
其
剛
大
之
氣
、
則
其
死
也
或
有
異
焉
。
養
之
而
聚
其
堅
凝
之
氣
、

則
其
死
也
必
有
怪
焉
。
有
怪
者
、
固
不
足
道
、
有
異
者
、
亦
非
至
乎
至
者
也
。

37 

同
、
生
而
有
氣
、
死
而
無
氣
者
、
理
之
常
者
也
、
順
者
也
。
其
或
死
而
不
能
無
氣
、
發
爲
妖
妄
者
、
理
之
變
者
也
、
逆
者
也
。
聖
人
語
常
而

不
語
變 
語
順
而
不
語
逆
。
孔
子
之
不
語
怪
者
、
良
以
此
也
。

38 

夫
有
所
爲
而
然
者
、
人
也
。
莫
之
爲
而
然
者
、
天
也
。
智
者
、
修
其
在
人
而
任
其
在
天
。
愚
者
、
求
其
在
天
而
忽
其
在
人
。

39 

﹁
神
仙
策
﹂、
蓋
聞
天
地
萬
物
、
本
吾
一
體
、
吾
之
心
正
、
則
天
地
之
心
亦
正
矣
。
吾
之
氣
順
、
則
天
地
之
氣
亦
順
矣
。

41 

同
、
至
於
死
生
則
在
天
而
已
、
吾
何
與
焉
？　

天
地
不
可
以
長
春
、
故
四
時
代
序
、
六
氣
不
可
以
獨
運
、
故
陰
陽
竝
行
。
日
往
則
月
來
、

寒
往
則
暑
來
、
有
盛
則
有
衰
、
有
始
則
有
終
、
莫
非
天
地
之
實
理
也
。
稟
氣
於
天
、
受
形
於
地
、
囿
於
是
理
之
中
、
而
欲
逃
於
理
數
之

外
者
、
豈
不
謬
乎
！

41 

﹁
壽
夭
策
﹂、
善
惡
在
己
、
夭
壽
在
天
。

42 

同
、
天
地
者
、
人
之
形
體
也
、
人
者
、
天
地
之
心
也
、
人
之
氣
和
、
則
天
地
致
其
和
矣
、
人
之
氣
不
和
、
則
天
地
失
其
度
矣
。
吾
未
見
病
心

之
人
、
能
攝
形
骸
者
也
。
朱
子
曰
、
吾
之
心
正
、
則
天
地
之
心
亦
正
、
吾
之
氣
順
、
則
天
地
之
氣
、
亦
順
矣
。
夫
不
正
不
順
、
則
氣
運
必
衰

矣
、
旣
正
且
順
、
則
氣
運
必
盛
矣
。
人
之
壽
夭
、
豈
不
繫
於
氣
運
乎
！　

是
故
、
位
天
地
育
萬
物
者
、
在
於
一
人
之
修
德
矣
。
人
君
苟
能

以
至
誠
之
道
、
推
至
誠
之
化
、
經
綸
天
地
、
參
贊
化
育
、
則
淳
熙
之
俗
、
於
變
之
風
、
於
今
可
復
矣
。
諸
福
之
物
、
可
致
之
祥
、
莫
不
畢
至
、

而
中
和
之
氣
、
充
塞
天
地
、
動
植
之
物
、
日
月
所
臨
、
霜
露
所
沾
者
、
皆
囿
於
仁
壽
之
域
、
必
無
夭
札
者
矣
、
何
患
斯
民
之
未
壽
乎
？

43 

﹁
祈
禱
策
﹂、
壽
短
雖
曰
有
數
、
而
不
可
逆
料
其
必
死
、
則
安
可
專
付
諸
天
、
而
不
盡
在
人
之
誠
乎
！　

今
有
二
人
於
此
、 

一
則
有
病
、
專
事

服
藥
、
一
則
有
病
、
專
恃
天
命
。
服
藥
者
雖
不
可
保
其
必
生
、
豈
若
恃
命
者
之
必
至
死
域
哉
！

44 

﹁
祈
禱
策
﹂、
至
誠
之
極
、
感
而
遂
應
、
則
此
亦
天
理
之
或
然
者
也
。
然
而
氣
散
而
死
者
、
理
之
常
者
也
、 

當
散
而
不
散
者
、
理
之
不
常
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者
也
。
於
其
當
散
之
中
、
必
有
萬
一
不
散
之
氣
、
故
有
其
誠
則
其
氣
不
散
、
無
其
誠
則
其
氣
散
矣
。
苟
其
必
散
而
無
餘
、
則
雖
有
至
誠
、

亦
不
能
救
矣
。

45 

﹁
壽
夭
策
﹂、
若
惑
於
鬼
神
、
諂
瀆
淫
祠
、
而
厭
蠱
求
福
、
則
有
害
於
理
、
而
無
益
於
氣
。
調
其
寒
煖
、
察
其
燥
濕
、 

而
以
藥
治
病
、
則
有

益
於
氣
、
而
無
害
於
理
。
而
只
以
醫
藥
救
人
而
已
、
巫
祝
禳
姑
誣
民
之
說
、
皆
可
禁
也
。

46 
加
地
伸
行
、
イ
・
ク
ン
ウ
訳
、﹃
沈
黙
の
宗
教
、
儒
教
﹄
キ
ョ
ン
ダ
ン
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
三
年
参
照
。

︵
翻
訳　

朴
倍
暎
︶


