
『
劉
子
』
に
お
け
る
理
想
的
人
格

錨

田
　
勝
見

は

じ
め
に

　
本
論
で
は
、
『
劉
子
』
に
言
及
さ
れ
る
理
想
的
人
物
像
へ
の
言
及
を
も
と
に
、
そ
こ
に
託
さ
れ
る
著
者
の
意
圖
を
探
っ
て
い
く
。

　
『
劉
子
』
五
十
五
篇
は
、
六
朝
末
期
、
北
朝
の
一
つ
北
齊
の
世
に
生
き
た
劉
書
（
生
卒
年
不
明
）
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
書
物
で
あ
る
。

著
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
雀
か
論
じ
て
き
た
烈
近
年
池
異
哉
氏
の
論
考
で
も
『
劉
子
』
の
著
者
を
警
と
見
な

　
　
　
　
の

し
て
い
る
、
。
以
下
、
『
劉
子
』
を
劉
書
の
作
だ
と
い
う
前
提
で
論
じ
る
。

　
五
十
五
篇
の
内
容
は
い
わ
ば
雑
家
的
で
、
儒
家
や
道
家
を
は
じ
め
と
し
た
諸
子
全
般
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
多
岐
に
わ
た
る
。

た

だ

周
知
の
と
お
り
、
そ
の
内
容
は
著
述
時
期
の
社
會
情
勢
を
如
實
に
反
映
し
た
と
思
え
る
よ
う
な
内
容
が
見
え
ず
、
猫
自
性
の
薄
い
一

般
論
に

終
始

し
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
一
般
論
の
記
述
の
中
か
ら
見
出
せ
る
細
か
な
特
徴
を
捉
え
る

こ
と
で
し
か
、
こ
の
書
の
特
徴
や
性
格
を
よ
り
確
實
に
定
め
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
回
は
冒
頭
に
畢
げ
た
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

そ
の
作
業
の
一
環
を
進
め
て
行
く
、
。
な
お
、
『
劉
子
』
以
前
ま
た
は
同
時
代
の
書
物
や
人
物
と
の
比
較
を
も
廣
範
か
つ
精
密
に
行
う
べ
き
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と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
敷
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
ち
ら
の
作
業
は
別
に
試
み
た
い
。

理
想
的
人
格
の
諸
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川

　

『
劉
子
』
は
、
各
篇
の
構
成
に
さ
ほ
ど
の
違
い
が
な
い
。
末
尾
の
言
苑
章
5
4
と
九
流
章
5
5
の
み
は
、
、
内
容
上
他
の
篇
と
構
成
が
大
き

く
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
残
り
五
十
三
篇
で
は
い
ず
れ
も
、
各
篇
の
主
題
を
抽
象
論
に
基
づ
く
結
論
と
し
て
提
示
す
る
部
分
と
、
そ

の

結
論
を
下
支
え
す
る
具
艘
例
の
セ
ッ
ト
が
備
わ
る
。
冒
頭
は
小
結
を
導
く
抽
象
議
論
か
ら
始
ま
り
、
績
け
て
各
種
文
献
の
記
述
、
特
に

固
有
名
詞
を
伴
う
具
艘
的
な
歴
史
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
例
と
し
て
提
示
し
、
末
尾
に
再
び
主
題
を
結
論
と
し
て
持
っ
て
く
る
。
時
に
は
小
結
が

複
敷
回
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
隻
括
法
的
叙
述
は
、
『
劉
子
』
の
よ
う
な
一
般
論
を
扱
う
場
合
に
大
愛
有

効
で
あ
り
、
時
代
を
問
わ
ず
利
用
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
主
題
な
い
し
結
論
に
お
い
て
、
「
故
」
な
い
し
は
「
是
以
」
な
ど
の
言
葉
に
導
か
れ
て
、
「
聖
人
」

や

「
君

子
」
な
ど
、
著
者
が
そ
の
理
想
を
託
し
て
お
手
本
と
す
る
存
在
（
以
降
「
理
想
的
人
格
」
と
呼
ぶ
）
の
あ
り
方
や
行
い
で
締
め
く

く
ら
れ
る
形
式
が
多
用
さ
れ
る
黙
に
あ
る
。
理
想
的
人
格
の
あ
り
方
を
結
論
に
お
い
て
説
得
力
を
高
め
る
形
式
自
艘
は
特
段
珍
し
い
も
の

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
儒
教
経
典
や
諸
子
百
家
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
も
、
『
禮
記
』
は
「
故
君
子
」
で
結
論
を
語
る
こ
と
が
非
常
に
多
く
、
『
老

子
』
も
「
是
以
聖
人
」
で
締
め
く
く
る
章
が
十
敷
カ
所
あ
る
。
他
、
『
筍
子
』
『
准
南
子
』
な
ど
で
も
出
現
の
率
が
高
い
。
當
然
な
が
ら
『
劉

子
』
は
こ
れ
ら
の
文
髄
を
踏
襲
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
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『
劉
子
』
に
お
い
て
「
故
」
や
「
是
以
」
「
以
是
観
之
」
な
ど
に
よ
っ
て
理
想
的
人
格
を
引
き
合
い
に
出
す
例
は
全
部
で
三
十
五
箇
所
、

そ

れ
以
外

に
、
例
え
ば
「
聖
人
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
」
「
聖
人
で
も
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
…
」
な
ど
と
い
っ
た
表
現
で
理
想
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

人
格

を
引
き
合
い
に
出
す
例
、
ま
た
は
、
理
想
的
人
格
に
期
待
を
託
し
て
終
え
る
例
を
も
含
め
れ
ば
、
全
鵠
で
は
四
十
五
箇
所
に
及
ぶ
、
。

理
想
的
人
格
を
手
本
と
し
て
話
を
進
め
て
い
く
他
の
記
述
を
も
含
め
れ
ば
、
そ
の
敷
は
さ
ら
に
増
え
る
。
こ
の
何
度
も
引
き
合
い
に
出
さ

れ

る
理
想
的
人
格
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
登
場
の
し
か
た
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
、
以
下
に
見
て
い
こ
う
。

　
　
　

　
a
　
聖
人

　
傳
承
に
よ
れ
ば
、
太
古
よ
り
近
く
は
周
代
初
期
に
至
る
ま
で
、
理
想
的
治
世
を
實
現
し
た
者
た
ち
が
い
る
。
古
代
中
國
人
は
彼
ら
を
「
聖

人
」
と
呼
ん
だ
。
彼
ら
は
文
献
上
で
し
か
知
り
得
な
い
、
手
の
届
か
な
い
遠
い
存
在
で
あ
る
。
後
世
、
儒
教
の
大
成
者
孔
子
も
聖
人
の
仲

間
入
り
を
す
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
孔
子
が
世
を
去
っ
て
長
い
月
日
が
経
過
し
、
そ
の
實
像
を
見
定
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る
⑤
・

　
清
神
章
第
1
の
冒
頭
で
は
ま
ず
、
自
ら
を
構
成
す
る
肉
艘
そ
の
も
の
が
、
各
種
刺
激
に
よ
っ
て
欲
を
生
じ
精
神
の
安
定
を
齪
し
、
ひ
い

て

は

自
ら
の
徳
を
駈
し
生
を
損
な
う
、
と
述
べ
た
上
で
、
鏡
と
水
の
喩
え
を
提
示
し
、
再
び
冒
頭
と
同
様
の
説
明
を
繰
り
返
し
た
上
で
、

　
　
是

を
以
て
聖
人
は
目
を
清
め
て
視
ず
、
耳
を
静
め
て
聴
か
ず
、
口
を
閉
ざ
し
て
言
は
ず
、
心
を
棄
て
て
慮
は
ず
。
：
．
故
に
形
は
養
は

　
　
ず

し
て
性
お
の
ず
か
ら
全
く
、
心
は
努
せ
ず
し
て
道
お
の
ず
か
ら
至
れ
り
。

と
結
論
づ
け
る
。
「
是
以
」
の
後
に
聖
人
を
お
手
本
と
し
て
示
し
結
論
を
提
示
す
る
形
式
は
去
情
章
3
、
愼
言
章
3
0
お
よ
び
正
賞
章
5
1
に

見
受
け
ら
れ
る
。
賞
罰
章
1
5
で
は
、
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聖
人

の
治

を
な
す
や
、
爵
賞
を
以
て
善
を
勧
め
、
仁
化
を
以
て
民
を
養
う
。
故
に
刑
罰
用
ひ
ら
れ
ず
、
太
平
致
す
べ
し
。
然
し
て
刑

　
　
。
・
討
を
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
民
の
縦
に
す
る
こ
と
有
る
を
以
て
な
り
。

と
、
理
想
の
治
政
を
實
現
し
た
聖
人
は
刑
罰
を
利
用
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
語
り
、

　
　
是

を
以
て
賞
は
善
を
勧
め
る
と
錐
も
、
罰
無
か
る
べ
か
ら
ず
。
罰
は
悪
を
禁
ず
と
錐
も
、
賞
無
か
る
べ
か
ら
ず
。
賞
平
ら
か
に
し
て

　
　
罰
當
を
う
れ
ば
、
則
ち
理
道
立
て
り
。

と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
。
手
の
届
か
な
い
「
お
手
本
」
と
し
て
の
役
割
は
十
分
果
た
し
て
い
る
。

　

「
聖
」
と
い
う
言
葉
を
含
ん
だ
語
句
に
も
目
を
廣
げ
て
み
る
と
、
「
聖
智
」
（
命
相
2
5
）
「
聖
哲
」
（
妄
蝦
2
6
、
貴
言
3
1
）
な
ど
は
、
聖
人

に

備
わ

る
優
れ
た
知
識
な
い
し
は
認
識
判
断
能
力
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
を
具
有
す
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
聖
人
を
も
意
味
す
る
。
妄
暇
章

26
で

は
、
人
の
小
さ
な
失
敗
や
訣
鮎
に
こ
だ
わ
っ
て
そ
の
大
才
を
失
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、

　
　
是
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
聖
哲
の
量
り
ご
と
、
相
去
る
こ
と
遠
し
。

と
結
論
づ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　

「
聖

賢
」
「
賢
聖
」
と
い
う
言
葉
は
『
劉
子
』
に
計
十
回
登
場
す
る
，
。
「
故
」
や
「
是
以
」
で
引
き
合
い
に
出
す
例
は
な
い
が
、
七
箇

所
で
は
結
論

と
關
連
し
て
語
ら
れ
る
。
崇
學
章
5
の
記
述
を
見
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
聖
賢
の
性
を
以
て
す
ら
、
猶
ほ
學
を
好
み
て
倦
む
こ
と
無
し
。
矧
ん
や
伊
の
傭
人
に
し
て
怠
る
べ
け
ん
や
。

聖
賢
と
い
う
存
在
を
、
一
般
の
人
が
學
問
に
働
む
必
要
が
あ
る
こ
と
の
根
援
に
利
用
し
て
い
る
。

「
先
聖
」
（
貴
言
章
3
1
）
「
前
聖
」
（
愼
言
章
3
0
）
は
、
聖
人
が
古
代
に
し
か
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
貴
言
章
3
1
で
は
、

尭
．
舜
．
湯
・
萬
ら
が
臣
下
の
聲
に
耳
を
傾
け
る
努
力
を
し
た
例
を
翠
げ
た
後
、
彼
ら
を
「
先
聖
」
と
言
い
換
え
て
結
論
を
述
べ
る
。
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夫
の
先
聖
を
以
て
す
ら
、
猶
ほ
能
く
言
を
栂
莞
に
採
る
。
雲
況
ん
や
布
衣
に
し
て
言
を
貴
ば
ざ
る
を
や
。

　
『
劉
子
』
に
見
え
る
聖
人
は
、
す
ぐ
れ
た
洞
察
力
を
備
え
た
存
在
で
、
そ
れ
故
自
ら
厄
災
を
呼
び
込
む
よ
う
な
言
動
は
避
け
、
道
家
的

な
庭
世
に
身
を
置
く
。
こ
の
態
度
は
人
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
謙
虚
な
姿
勢
を
も
形
成
す
る
。
ま
た
、
欲
に
覆
わ
れ
目
先
の
利
益
に
流
さ

れ

る
民
衆
の
本
質
を
看
破
し
、
民
衆
に
從
い
や
す
い
法
を
制
定
し
て
世
を
安
定
に
導
く
。
さ
ら
に
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
が
備
え
る
才
を
見
抜

い
て

抜
擢

し
、
適
材
適
所
に
利
用
し
て
世
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
家
的
要
素
を
含
む
鮎
は
、
六
朝
時
代
の
思
想
愛
遷
を
経
た
聖

人
観
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

「
聖
」
者
へ
の
言
及
状
況
を
篇
ご
と
の
登
場
敷
で
グ
ラ
フ
に
し
た
の
が
圖
1
で
あ
る
。
「
聖
人
」
「
聖
賢
」
い
ず
れ
も
、
後
半
に
な
る
と
正

賞
章
5
1
ま
で
の
間
登
場
し
な
く
な
る
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

32
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b
古
人
・
先
王



　
聖
人

と
一
部
相
通
じ
る
概
念
の
「
古
人
」
「
先
王
」
と
い
う
呼
稻
も
い
く
つ
か
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
て
古
代
の
王
者
を

語

る
場
合
、
理
想
を
託
す
以
上
そ
の
性
質
は
聖
人
に
近
い
の
だ
が
、
や
は
り
同
列
に
は
扱
え
な
い
。
「
古
人
」
は
審
名
章
1
6
と
鄙
名
章
1
7
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

薦
賢
章
1
9
の
三
箇
所
に
集
中
し
（
、
う
ち
審
名
章
は
篇
全
髄
の
末
尾
に
、
鄙
名
章
は
冒
頭
の
ま
と
め
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

　
　
是

を
以
て
古
人
は
必
ず
名
を
傳
ふ
る
を
愼
み
、
近
く
は
そ
の
詞
を
審
か
に
し
、
遠
く
は
諸
を
理
に
取
り
、
名
を
し
て
實
を
害
し
、
實

　
　
を
し
て
名
を
隠
れ
ざ
ら
し
む
。
故
に
名
は
そ
の
偏
を
容
る
る
所
な
く
、
實
は
そ
の
眞
を
蔽
ふ
所
無
し
。
此
れ
名
を
正
す
と
謂
ふ
な
り
。

　
　

（審
名
）

　
　
是
を
以
て
古
人
は
邑
を
制
し
子
に
名
つ
く
る
に
、
必
ず
善
名
に
依
る
。
名
の
不
善
な
れ
ば
、
則
ち
實
に
害
あ
れ
ば
な
り
。
（
鄙
名
）

い
ず
れ
も
、
古
人
が
正
し
い
「
名
」
の
取
り
扱
い
に
注
意
を
描
う
存
在
だ
と
す
る
。

「
先
王
」
は
耕
樂
章
7
と
貴
農
章
H
で
は
と
も
に
三
回
、
愛
民
章
1
2
、
閲
武
章
4
1
、
風
俗
章
4
6
に
そ
れ
ぞ
れ
一
回
登
場
す
る
。
結
論
と
し

て

利
用
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
通
り
。

　
　
是

を
以
て
先
王
は
敬
ん
で
民
に
時
を
授
け
、
勧
め
て
農
桑
を
課
し
、
游
食
の
人
を
省
き
、
径
役
の
費
を
減
ず
れ
ば
、
則
ち
倉
庫
充
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ

　
　
し
、
頒
聲
作
れ
り
。
戎
馬
の
興
り
、
水
早
の
診
る
こ
と
有
る
と
錐
も
、
國
未
だ
嘗
て
憂
ひ
有
ら
ず
、
民
は
終
に
害
無
し
。
（
貴
農
）

　
　
是
を
以
て
先
王
は
閑
陳
に
因
り
て
簡
衆
を
大
閲
し
、
戎
器
を
繕
修
し
、
國
の
た
め
に
豫
め
備
へ
り
。
（
閲
武
）

　
　
是

を
以
て
先
王
は
風
俗
の
不
善
な
る
を
傷
み
、
故
に
禮
教
を
立
て
て
以
て
そ
の
弊
を
革
め
、
雅
樂
を
制
し
て
以
て
そ
の
性
を
和
せ
ば
、

　
　
風
移
り
俗
易
は
り
、
而
し
て
天
下
正
し
か
り
き
。
（
風
俗
）

先
王
は
、
農
業
を
奨
働
し
て
民
衆
の
憂
い
を
な
く
し
、
民
衆
の
負
措
に
配
慮
し
つ
つ
も
軍
事
的
な
備
え
を
怠
ら
ず
、
禮
樂
に
よ
っ
て
世
の

風
俗

を
よ
き
も
の
に
改
め
た
。
統
治
者
と
し
て
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
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翰
光
章
4
に
は
、
「
古
之
徳
者
」
が
登
場
す
る
。

　
　
是
を
以
て
古
の
徳
者
は
跡
を
轄
し
智
を
隠
し
、
以
て
そ
の
外
を
密
に
し
、
心
を
澄
ま
し
て
情
を
封
じ
、
以
て
そ
の
内
を
定
む
。

似
た
よ
う
な
呼
稻
と
し
て
、
激
通
章
5
2
に
「
古
の
烈
士
」
が
登
場
す
る
。

　
貴
農
章
H
に
は
「
建
國
者
」
と
い
う
呼
稻
が
登
場
す
る
。
こ
れ
も
、
一
般
的
な
建
國
者
で
は
な
く
、
過
去
に
立
派
な
國
を
創
り
上
げ
た

爲
政
者
の
手
本
と
い
う
意
味
が
濃
厚
で
あ
る
。

　
　
衣

食
足
り
て
榮
辱
を
知
り
、
倉
庫
實
ち
て
禮
節
を
知
る
。
故
に
國
を
建
て
し
者
は
必
ず
田
慧
の
實
に
務
め
、
美
麗
の
華
を
棄
つ
。
穀

　
　
吊
を
以
て
珍
實
と
な
し
、
珠
玉
を
糞
土
に
比
ふ
。

同
様
の
呼
稻
を
利
用
し
た
記
述
と
し
て
は
、
法
術
章
1
8
に
「
建
國
の
君
人
は
、
能
く
善
政
す
と
錐
も
、
未
だ
法
を
棄
て
て
治
を
成
す
能
は
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ず
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
古
人
」
「
先
王
」
を
は
じ
め
と
す
る
理
想
的
人
格
は
、
聖
人
に
は
見
ら
れ
な
い
農
家
・
法
家

的
施
政
を
も
實
現
す
る
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
言
及
状
況
の
分
布
圓
に
し
た
の
が
圖
2
で
、

術
40
ま
で
の
中
盤
に
は
全
く
登
場
し
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

前

半
で
盛
ん
に
利
用
さ
れ
る
状
況
が
一
饗
し
て
、
因
顯
章
2
0
か
ら
兵

　
　
　
　

c
君
子

　
君
子

は
、
儒
家
思
想
の
中
で
一
貫
し
て
追
及
さ
れ
た
、
現
實
世
界
の
中
で
の
知
識
人
の
理
想
像
で
あ
る
。
履
信
章
8
で
は
、
人
に
と
っ

て

「
信
」
が
い
か
に
大
事
か
を
説
く
篇
で
あ
る
。
春
秋
の
覇
者
た
る
齊
の
桓
公
や
晋
や
文
公
、
柳
季
な
ど
が
「
信
」
を
大
事
に
し
て
成
功

し
た
例
を
出
す
と
と
も
に
、
「
信
」
を
輕
視
し
た
た
め
に
死
に
追
い
や
ら
れ
た
商
鞍
の
例
も
出
し
た
上
で
、
お
手
本
た
る
君
子
を
引
き
合

い
に
出
す
。

　
　
君

子
は

誠
信
の
貴
き
も
の
た
る
を
知
り
、
必
ず
信
に
抗
い
て
後
行
い
、
指
磨
動
静
す
る
も
、
其
の
符
を
失
は
ず
。
以
て
教
え
を
施
せ

　
　
ば

則
ち
立
ち
、
以
て
事
に
＋
位
め
ば
則
ち
正
し
く
、
以
て
遠
き
を
懐
へ
ば
則
ち
附
し
、
以
て
賞
罰
す
れ
ば
則
ち
明
ら
か
な
り
。

　
物
事
の

道
理
や
流
れ
に
逆
ら
わ
ぬ
「
順
」
の
大
切
さ
を
訴
え
る
思
順
章
9
で
は
、
古
代
に
す
ぐ
れ
た
功
績
を
残
し
た
后
稜
や
禺
な
ど
の

行
爲
を
引
き
合
い
に
出
し
、
能
力
が
い
か
に
あ
ろ
う
と
理
に
逆
ら
え
ば
成
功
は
望
め
な
い
と
し
た
う
え
で
、

　
　
君
子
如
し
忠
孝
仁
義
を
能
く
し
、
信
を
履
み
順
を
思
わ
ば
、
天
自
り
之
を
祐
け
、
吉
に
し
て
利
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。

君
子
で

あ
れ
ば
、
「
履
信
思
順
」
に
よ
っ
て
成
功
を
成
し
遂
げ
よ
と
説
く
。
こ
こ
に
引
い
た
言
葉
か
ら
、
履
信
章
8
と
思
順
章
9
は
封
の

關
係
に
あ
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
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適
才
章
2
7
で
は
、
言
葉
通
り
適
材
適
所
に
心
掛
け
れ
ば
、
資
材
も
人
も
効
率
よ
く
活
用
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
君
子
が
人
材
の

効
率
的
活
用
に
長
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
是

を
以
て
君
子
は
善
く
能
く
士
を
抜
く
、
故
に
人
を
棄
つ
る
こ
と
無
し
。
良
匠
は
善
く
能
く
新
を
運
ず
、
故
に
材
を
棄
つ
る
無
し
。

愼
言
章
3
0
で
は
、
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
降
り
か
か
る
災
い
を
避
け
る
た
め
に
、
君
子
の
と
る
行
動
を
記
す
。

　
　
是

を
以
て
君
子
は
そ
の
關
鎗
を
愼
み
、
以
て
言
語
を
密
に
す
。

禍
福
章
4
8
で
は
、
自
ら
の
置
か
れ
る
立
場
を
冷
静
に
判
断
し
、
適
切
な
態
度
で
臨
む
姿
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
い
う
。

　
　
是

を
以
て
君
子
は
祥
至
る
も
深
く
喜
ば
ず
、
途
よ
敬
み
愼
み
て
以
て
身
を
倹
し
く
す
。
妖
見
は
る
る
も
戚
を
な
さ
す
、
途
よ
徳
を
修

　
　

め
て
以
て
務
め
と
な
す
。
故
に
慶
を
神
祀
に
招
き
、
実
消
え
て
福
降
る
。

　

こ
の
よ
う
に
聖
人
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
面
も
あ
る
君
子
だ
が
、
は
じ
め
か
ら
理
想
の
彼
方
に
あ
る
存
在
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い

な
い
。
未
來
の
君
子
へ
の
呼
び
か
け
で
話
を
締
め
く
く
る
傷
議
章
3
2
は
、
意
識
的
に
理
想
を
追
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
表

し
て
い
る
。

　
　
鳴
呼
、
後
代
の
君
子
、
諸
を
愼
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。

　
以
上

の

こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る
君
子
像
は
、
努
め
て
正
し
く
適
切
な
行
動
を
選
び
實
現
す
る
者
で
あ
る
。
言
を
愼
み
位
に
奢
ら
ず
、

功
を
誇
ら
ぬ
こ
と
で
身
の
安
泰
を
實
現
し
、
ま
た
一
方
で
は
人
材
を
正
し
く
抜
擢
し
活
用
す
る
能
力
も
有
す
る
。
君
子
は
今
を
生
き
る
知

識
人
達
の

現
實
的
な
到
達
可
能
地
鮎
と
し
て
の
理
想
像
で
あ
り
、
君
子
の
あ
り
方
は
ま
さ
に
世
の
知
識
人
の
手
本
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ

の
黙

は
、
手
の
屑
か
な
い
ほ
ど
の
理
想
的
境
地
に
君
臨
す
る
古
代
の
聖
人
と
は
大
き
く
異
な
る
。

　
圖

3
の
言
及
状
況
を
見
る
と
、
君
子
へ
の
言
及
に
は
明
瞭
な
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
適
才
章
2
7
か
ら
誠
盈
章
3
4
ま
で
の
集
中
が

175・



特
に

顯
著
で
、
そ
の
前
後
は
と
も
に
二
回
し
か
な
い
。

図3君子
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d
明
者
・
智
者
・
賢
者

　

「
明
」
と
は
、
基
本
的
に
す
ぐ
れ
た
知
恵
や
洞
察
力
を
表
す
。
こ
れ
を
有
す
る
人
物
は
「
明
者
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
君
主
に
限
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

さ
れ
る
と
「
明
王
」
「
明
主
」
と
な
る
。
以
降
は
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
「
明
者
」
と
表
現
す
る
。
、
最
も
早
く
登
場
す
る
の
は
防
慾
章
2

で
、
過
度
の
欲
望
が
身
に
災
い
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
明
者
の
行
爲
を
結
論
に
据
え
る
。

　
　
故
に

明
者
は
情
を
剖
き
て
以
て
累
を
遣
り
、
慾
を
約
し
て
以
て
貞
を
守
る
。
…
此
れ
性
を
全
う
す
る
の
道
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

審
名
章
1
6
で
は
、
言
葉
を
理
の
表
現
手
段
、
理
を
言
葉
の
根
本
と
い
う
關

　

明
者
は
道
家
的
理
想
を
髄
現
す
る
人
物
に
と
ど
ま
ら
な
い

係
で
あ
る
と
説
明
し
た
上
で
、

　
　
故
に

明
者
は
言
を
課
し
て
以
て
理
を
尋
ね
、
理
を
遺
し
て
言
を
著
さ
ず
。
名
を
執
り
て
以
て
實
を
責
め
、
實
を
棄
て
て
名
を
存
せ
ず
。

　
　
然
ら
ば
則
ち
言
と
理
と
兼
ね
通
じ
、
而
し
て
名
と
實
と
倶
に
正
し
。
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と
述
べ
、
明
者
は
、
孔
子
が
示
し
た
「
正
名
」
を
髄
現
す
る
人
物
と
も
言
え
る
（
。

　
さ
ら
に
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
法
家
的
思
想
に
基
づ
く
統
治
法
の
實
行
者
と
し
て
明
者
が
登
場
す
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

法
術
章
14

で

は
、
法
の
有
用
性
を
説
い
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

　
　
是
を
以
て
明
主
は
務
め
て
其
の
法
に
循
ひ
、
時
に
因
り
て
宜
を
制
す
。
筍
し
く
も
人
に
利
あ
ら
ば
、
必
ず
し
も
古
に
法
ら
ず
、
荷
し

　
　
く
も
事
に
周
ね
け
れ
ば
・
警
に
循
ふ
べ
か
ら
ブ
…
此
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
・
法
は
宜
し
く
饗
動
す
べ
き
こ
と
二
代
に
非
τ
川

　
績
く
賞
四
討
章
1
5
で
も
、
賞
罰
の
基
準
を
明
確
に
し
正
し
く
實
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
や
は
り
「
明
」
の
語
を
用
い
て
説
明
し
た
上
で
、

「
明
」
を
有
す
る
君
主
の
話
で
締
め
く
く
る
。

　
　
是
を
以
て
明
主
の
賞
罰
は
、
己
の
た
め
に
非
ず
、
國
の
た
め
を
以
て
な
り
。
己
に
適
へ
ど
も
國
に
功
無
き
者
は
、
賞
を
加
へ
ず
。
己

　
　

に
逆
ら
ふ
も
國
に
便
あ
る
者
は
、
罰
を
施
さ
ず
。

　

「
明
」
は
「
明
智
」
と
熟
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
意
味
的
に
「
智
」
と
近
い
。
『
劉
子
』
で
は
「
智
者
」
も
し
ば
し
ば
言
及
が
あ

る
の
で
、
そ
ち
ら
も
見
て
み
よ
う
。

　
法
術
賞
1
4
に
お
い
て
は
、
時
宜
に
磨
じ
た
法
や
禮
の
修
正
の
必
要
性
を
訴
え
た
上
で
、

　
　
故

に
智
者
は
法
を
作
り
、
愚
者
は
こ
れ
を
制
す
。
賢
者
は
禮
を
更
め
、
不
肖
者
は
こ
れ
に
拘
わ
る
。

と
述
べ
、
法
家
に
「
智
」
、
儒
家
に
「
賢
」
の
言
葉
を
利
用
す
る
。
以
下
の
三
章
で
の
智
者
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
政
策
や
封
雁
、
聡

明
な
判
断
力
と
先
見
性
を
有
す
る
。

　
　
是

を
以
て
智
者
は
寛
に
し
て
懐
、
嚴
に
し
て
温
、
柔
に
し
て
毅
、
猛
に
し
て
仁
、
剛
に
し
て
其
の
柔
を
濟
ひ
、
柔
に
し
て
其
の
強
を

　
　
抑
ふ
れ
ば
、
強
弱
相
参
じ
、
緩
急
相
弼
く
。
斯
の
善
性
を
以
て
す
れ
ば
、
未
だ
物
に
迂
ひ
て
悔
吝
す
る
者
有
る
を
聞
か
ず
。
（
和
性
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章
3
8
）

　
　
是
を
以
て
智
者
は
小
道
の
大
務
を
妨
げ
、
小
察
の
大
明
を
傷
つ
く
る
を
知
り
、
細
識
を
損
棄
し
て
情
性
を
針
散
す
。
（
観
量
章
4
4
）

　
　
是
を
以
て
智
者
は
利
を
見
て
難
を
思
ひ
、
闇
者
は
利
を
見
て
患
を
忘
る
。
難
を
思
へ
ば
難
至
ら
ず
、
患
を
忘
る
れ
ば
患
反
っ
て
生
ず
。

　
　

（利
害
章
4
7
）

　
ま
た
、
や
や
「
明
」
と
は
意
味
的
に
や
や
離
れ
て
し
ま
う
が
、
「
賢
」
に
關
わ
る
言
葉
も
散
見
す
る
。
先
の
法
術
章
1
4
に
登
場
し
た
「
賢

者
」
以
外
で
「
賢
」
な
る
者
を
結
論
に
利
用
す
る
の
は
、
次
の
一
つ
だ
け
で
あ
る
。

　
　
権
の
輕
重
は
、
猶
ほ
甲
冑
の
髄
を
衛
る
が
ご
と
し
。
介
冑
は
冠
を
禦
げ
ど
も
常
に
服
す
べ
か
ら
ず
、
権
は
以
て
理
度
，
す
れ
ど
も
常

　
　
に

用
ふ
べ
か
ら
ず
。
賢
哲
に
非
ざ
る
自
り
は
、
能
く
庭
す
る
こ
と
な
し
。
（
明
謙
章
3
5
）

一
つ
だ

け
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
最
後
の
九
流
章
5
5
に
お
い
て
諸
子
の
思
想
を
分
析
し
、
結
論
と
し
て
儒
道
の
雨
思
想
を
最
上
の
教
え

に

据
え
た
上
の
結
論
と
し
て
、

　
　
今
治
世
の
賢
、
宜
し
く
禮
教
を
以
て
先
と
な
す
べ
し
。
嘉
遁
の
士
、
雁
に
無
爲
を
以
て
是
れ
務
む
べ
し
。
則
ち
操
業
倶
に
遂
げ
て
身

　
　
名
両
ら
全
し
。

と
締
め
く
く
る
。
こ
こ
で
は
、
今
を
生
き
る
統
治
者
に
封
し
て
「
賢
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。

「
明
」
「
智
」
「
賢
」
で
表
さ
れ
る
理
想
的
人
格
像
は
、
聖
人
や
君
子
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
多
分
に
現
實
的
で
、
冷
静
か
つ
的

確
な
判
断
力
で
現
實
に
即
雁
す
る
能
力
を
有
す
る
者
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
「
明
」
「
智
」
「
賢
」
を
↓
括
り
に
し
て
言
及
状
況
を
表
し
た
の
が
圖
4
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
a
・
b
・
c
と
比
べ
る
と
、
言
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e

そ

の
他

　
上
記
の

三
種

に
當
て
は
ま
ら
な
い
呼
稽
を
い
く
つ
か
畢
げ
て
お
く
。
ま
ず
、
観
量
章
4
4
に
は
「
達
者
」
、

い
う
表
現
が
登
場
す
る
。

　
　
是

を
以
て
達
者
の
懐
は
則
ち
滉
潅
に
し
て
無
涯
に
し
て
、
編
人
の
情
は
必
ず
刻
殼
に
し
て
煩
細
な
り
。

貧
愛
章
4
9
に
は
「
達
人
」
と

上

よ
り
之
を
観
れ
ば
、
趨
舎

葉
の
種
類
が
多
い
た
め
も
あ
っ
て
敷
が
多
く
、
特
に
偏
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、
法
術
章
1
4
に
「
明

べ
て

が

登
場
す

る
黙
に
は
着
目
し
た
い
。
「
智
」
者
は
法
術
章
1
4
に
一
度
登
場
し
た
後
は
後
半
の
愼
陳
章
3
3
以

い
。

降L
E智

露
場一
し
て
こ
な

の
三
種
す

遮
遼
巌
麟
灘
灘
㌫
講
灘
綴
蹴
遮
疏
灘
遮
㌶
蝿
魏
灘
耀
瓢
當
…
霊
當
㍑
㌶
㌶
噸
灘

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

没

0

図4「明」・「智」・「賢」
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の
跡
、
寛
隆
の
量
、
断
じ
て
識
る
べ
し
。
（
観
量
章
4
4
）

　
　
是

を
以
て
達
人
は
禍
福
の
機
を
観
、
成
敗
の
原
を
馨
み
、
筍
得
を
以
て
自
ら
を
傷
つ
け
ず
、
過
宏
を
以
て
自
ら
を
害
せ
ず
。
（
貧
愛

　
　
章
4
9
）

後
者
は
直
後
に
『
老
子
』
と
『
禮
』
の
言
葉
を
引
い
て
お
り
、
儒
道
に
土
ハ
通
す
る
理
想
像
を
提
供
す
る
。

　
そ

の

他
、
專
學
章
6
に
は
「
學
者
」
が
登
場
す
る
。
聖
人
や
君
子
に
比
べ
れ
ば
そ
の
期
待
水
準
は
低
い
だ
ろ
う
が
、
努
力
を
怠
ら
ず
理

想

を
追
求
す
る
存
在
と
し
て
言
及
し
て
お
り
、
理
想
的
人
格
の
内
に
入
れ
て
よ
い
と
見
な
す
。

二
　
著
述
意
識
と
理
想
的
人
格
の
關
係

　
以
上
の

よ
う
に
言
及
さ
れ
る
理
想
的
人
格
を
五
種
に
分
類
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
理
想
的
人
格
が
『
劉
子
』
全
酷
の
中
で
ど
の

よ
う
な
分
布
で
登
場
す
る
か
、
全
種
を
封
象
と
し
て
篇
ご
と
に
集
計
し
た
結
果
を
グ
ラ
フ
に
表
し
た
の
が
圖
5
で
あ
る
。
「
聖
」
は
先
の

a
、
「
古
」
は
b
、
「
明
」
は
d
を
示
す
。

　
一
見
し
て
分
か
る
と
お
り
、
理
想
的
人
格
へ
の
言
及
は
篇
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
篇
ご
と
に
扱
う
内
容
が
異
な
る

以

上
、
篇
ご
と
の
主
張
を
補
強
す
る
た
め
に
理
想
的
人
格
を
引
き
合
い
に
出
す
必
要
性
が
異
な
る
の
は
、
い
わ
ば
當
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

そ

れ
で

も
理
想
的
人
格
の
種
類
、
登
場
頻
度
が
均
等
な
い
し
は
ラ
ン
ダ
ム
に
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
理
想
的
人
格
に
言
及
す
る
回
敷
の
多
い
篇
は
い
く
つ
か
に
固
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ピ
ー
ク
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
序
盤
の
耕
樂
章
7
、
貴
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農
章
H
、
法
術
章
1
4
お
よ
び
そ
の
後
の
五
篇
が
第
一
の
ピ
ー
ク
、
中
盤
の
愼
言
章
3
0
、
貴
言
章
3
1
お
よ
び
そ
の
前
後
敷
篇
が
第
二
の
ピ
ー

ク
、
さ
ら
に
は
、
終
盤
の
正
賞
章
5
1
か
ら
惜
時
賞
5
3
の
あ
た
り
に
小
さ
な
山
が
あ
り
、
そ
れ
を
第
三
の
ピ
ー
ク
と
呼
ぼ
う
。
第
一
ピ
ー
ク

を
代
表
す
る
三
篇
の
う
ち
、
辮
樂
章
7
と
貴
農
章
1
1
の
二
つ
は
b
が
そ
の
全
て
を
占
め
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
b
の
出
現
範
團
は

挾

く
、
第
一
ピ
ー
ク
内
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
登
場
す
る
。
一
方
、
第
ニ
ピ
ー
ク
を
代
表
す
る
二
篇
は
、
a
、
c
、
d
の
三
種
が
入
り
交
じ

濃
灘
竃
灘
灘
灘
魏
蜘
濃
蹴
㌶
欝
㌶
遮
鶏
灘
魏
竃
…
灘
雛
灘
難
㌶

0 1 2

図5

3 4 5
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る
。
こ
の
う
ち
、
a
と
c
は
と
も
に
こ
の
中
盤
の
ピ
ー
ク
内
に
多
く
、
そ
の
前
後
で
は
言
及
が
少
な
い
。
d
は
全
髄
に
わ
た
っ
て
比
較
的

均

等
に
登
場
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
明
者
は
貴
言
章
3
1
を
最
後
に
第
三
ピ
ー
ク
ま
で
登
場
し
な
く
な
り
、
以
降
は
「
智
者
」
に
と
っ
て

か
わ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
．
第
ニ
ピ
ー
ク
で
敷
多
く
言
及
さ
れ
る
理
想
的
人
格
は
、
そ
れ
以
後
の
言
及
が
激
減
す
る
と
い
う
性
質
が

見
ら
れ
る
。

　
ピ

ー
ク
の
谷
間
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
序
盤
の
六
篇
は
、
各
篇
一
回
ず
つ
と
い
う
意
味
で
は
少
な
い
が
、
種
類
の
異
な
る
理
想
的
人
格

を
必
ず
一
回
は
取
り
上
げ
て
い
る
。
一
方
、
因
顯
章
2
0
か
ら
命
相
章
2
5
ま
で
と
、
明
謙
章
3
5
か
ら
類
感
章
5
0
ま
で
は
、
理
想
的
人
格
へ
の

言
及
が
全
く
な
い
篇
が
目
立
つ
。
特
に
最
後
の
長
い
谷
間
は
全
髄
的
な
低
調
さ
が
際
だ
つ
。

　
以
前
の
論
考
で
指
摘
し
た
よ
う
に
，
、
『
劉
子
』
は
そ
の
前
半
部
分
、
命
相
章
2
5
あ
た
り
ま
で
は
音
の
葛
洪
が
著
し
た
『
抱
朴
子
』
外
篇

の

章
構
成
と
類
似
す
る
が
、
後
半
に
な
る
と
相
違
鮎
が
目
立
つ
。
こ
の
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
命
相
章
は
第
一
ピ
ー
ク
の
後
の

谷
間
の
終
わ
り
に
位
置
す
る
。

　
『
劉
子
』
後
半
が
『
抱
朴
子
』
外
篇
と
異
な
っ
て
し
ま
う
理
由
に
つ
い
て
の
推
論
に
つ
い
て
も
繰
り
返
し
て
お
く
。
通
塞
章
2
3
か
ら
命

相
章
2
5
ま
で
の
、
一
連
の
運
命
論
を
執
筆
す
る
段
階
あ
た
り
に
お
い
て
、
劉
書
の
人
生
に
お
け
る
何
ら
か
の
轄
回
鮎
と
な
る
状
況
が
獲
生

し
、
そ
の
心
境
攣
化
が
後
半
の
篇
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
運
命
論
關
連
の
三
篇
は
、
そ
の
内
容
上
理
想
的
人

格

を
登
場
さ
せ
に
く
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
前
と
そ
れ
以
後
と
で
は
、
言
及
さ
れ
る
理
想
的
人
格
が
異
な
る
の
も
事
實
で
あ
る
。

あ
る
程
度
の
出
入
り
は
あ
る
が
、
「
聖
賢
」
と
い
う
語
が
後
半
に
ほ
ぼ
見
え
な
く
な
る
黙
、
「
古
人
」
「
先
王
」
へ
の
言
及
も
後
半
に
な
る

と
激
減
す
る
黙
、
後
半
冒
頭
の
第
ニ
ピ
ー
ク
で
「
君
子
」
が
集
中
的
に
言
及
さ
れ
る
鮎
、
道
家
・
法
家
的
理
想
を
艘
現
す
る
明
者
を
多
用

す

る
前
半
に
封
し
、
後
半
は
智
者
が
多
用
さ
れ
る
黙
等
々
、
前
半
と
後
半
で
は
著
者
の
意
識
に
差
が
あ
る
こ
と
の
状
況
讃
援
と
し
て
見
な
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し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
理
想
的
人
格
の
使
い
分
け
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
疑
問
に
思
え
る
鮎
も
な
い
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
第
ニ
ピ
ー
ク
の
中
心
た
る
愼
言
章

30

と
貴
言
章
3
1
で
は
篇
中
に
聖
人
・
君
子
・
明
者
の
三
者
が
登
場
し
、
そ
こ
に
大
き
な
違
い
は
見
出
せ
な
い
。
そ
の
他
の
篇
で
の
記
述
も

考
え
合
わ
せ
る
と
、

　
・
身
の
災
い
を
避
け
る
た
め
、
道
家
的
庭
世
に
心
掛
け
る
。

　
・
人
の
意
見
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
。

　
・
人
の
才
を
見
抜
き
活
用
す
る
能
力
を
有
す
る
。

と
い
う
性
格
な
ど
は
共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
先
に
分
析
し
た
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
や
や
異
な
る
意
味
合
い
で
の
理

想

も
託
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
い
分
け
に
一
定
の
意
味
は
存
在
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
鮎
を
説
明
す
る
た
め
に
、
假
説
を
立
て
て
み
よ
う
。
前
半
で
は
、
個
人
的
な
修
養
と
諸
子
の
政
治
思
想
を
も
取
り
入
れ
た
政

治
思
想
に
封
す
る
意
欲
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
聖
人
・
聖
賢
・
古
人
・
先
王
な
ど
、
古
代
に
投
影
さ
れ
た
高
い
理
想
を
實
現
し

た
存
在
や
、
明
者
な
ど
、
儒
家
以
外
の
理
想
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
が
言
及
封
象
と
な
る
。
一
方
、
理
想
的
人
格
へ
の

言
及

が
激
減
す
る
運
命
論
三
篇
の
後
を
承
け
た
後
半
に
な
る
と
、
現
實
に
登
場
し
理
想
を
携
っ
て
世
を
攣
革
し
て
く
れ
る
可
能
性
の
あ
る

存
在
を
強
く
意
識
す
る
傾
向
が
生
じ
、
君
子
へ
の
言
及
が
盛
ん
と
な
る
こ
と
で
、
第
ニ
ピ
ー
ク
を
形
作
る
。
し
か
し
そ
の
熱
意
も
す
ぐ
に

減
退

し
、
理
想
的
人
格
へ
の
言
及
は
低
調
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
假
説
を
、
今
回
の
結
語
と
し
て
提
示
し
た
い
。
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お
わ

り
に

　
『
劉

子
』
の
著
述
活
動
と
著
者
劉
書
の
生
き
た
過
程
が
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
と
い
う
推
測
を
基
に
、
こ
の
書
で
言
及
さ
れ
る
理
想
的
人

格
の
様
相
に
つ
い
て
も
劉
書
の
意
識
饗
化
が
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
が
、
最
後
に
第
三
ピ
ー
ク
の
存
在
を
も
そ
の
間
接

讃
操

と
し
て
付
け
加
え
よ
う
。
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
言
苑
章
5
4
と
九
流
章
5
5
は
特
殊
な
篇
な
の
で
除
外
す
る
と
し
て
、
書
物
の
終
わ

り
に
再
び
理
想
的
人
格
へ
の
言
及
が
増
え
る
が
、
こ
れ
は
書
物
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
全
艘
を
見
返
す
機
會
に
遭
遇
し
、
下
火
と
な

っ

た
理
想
的
人
格
へ
の
意
識
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
は
言
え
な
い
か
。

　
第
ニ
ピ
ー
ク
後
の
「
智
者
」
や
「
達
人
」
「
達
者
」
な
ど
へ
の
言
及
の
意
味
な
ど
、
い
ま
だ
説
明
で
き
て
い
な
い
黙
は
い
く
つ
か
あ
る
。

ま
た
、
本
來
な
ら
さ
ら
に
こ
れ
ら
理
想
的
人
格
の
性
格
の
違
い
か
ら
『
劉
子
』
の
著
述
態
度
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
だ

が
、
紙
敷
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
冒
頭
で
述
べ
た
こ
と
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
は
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

184

＿注
1

）
①

「
『
劉
子
』
小
考
」
（
青
史
出
版
『
宮
澤
正
順
博
士
古
稀
記
念
東
洋
ー
比
較
文
化
論
集
ー
』
二
〇
〇
四
、
所
牧
）
、
②
「
『
劉

子
』
と
そ
の
著
述
意
識
」
（
『
六
朝
惰
唐
精
神
史
研
究
』
（
科
學
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
B
）
（
2
）
（
代
表
者
‥
宇
佐
美
文

理
）
研
究
成
果
報
告
書
）
、
二
〇
〇
五
、
所
牧
）
、
③
「
『
劉
子
』
と
劉
書
」
（
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
『
三
教
交
渉
論
叢
』
、



　
　

二
〇
〇
五
、
所
牧
）

（
2
）
「
『
劉
子
』
に
お
け
る
劉
書
の
思
想
」
（
日
本
中
國
學
會
報
六
三
）
。

（
3
）
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
前
稿
ま
で
用
い
て
い
た
傅
亜
庶
『
劉
子
校
繹
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
、
以
下
『
校
繹
』
）
に

　
　
加

え
、
陳
雁
鷺
校
訂
『
増
訂
劉
子
校
注
』
（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
八
、
以
下
『
増
訂
』
）
を
も
併
せ
参
照
す
る
。
『
校
繹
』
で
は
本

　
　
文
の
字
句
を
大
膿
に
改
饗
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
に
封
し
て
、
『
増
訂
』
は
極
力
本
文
に
改
攣
を
加
え
ず
、
注
に
お
い
て
『
校
稗
』

　
　

の
改
饗
内
容
を
も
加
え
た
字
句
の
異
同
を
丁
寧
に
論
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
4
）
『
劉
子
』
各
篇
に
つ
い
て
は
、
篇
名
を
記
す
場
合
に
の
み
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
に
お
け
る
表
現
に
從
っ
て
「
章
」
を
付
加
す
る
。

　
　

ま
た
、
篇
次
に
若
干
の
意
味
を
見
出
す
た
め
、
直
後
に
篇
番
號
を
記
す
。

（
5
）
た
だ
し
、
一
つ
の
篇
に
複
敷
箇
所
あ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
こ
の
敷
字
は
當
該
表
現
を
利
用
す
る
篇
の
敷
で
は
な
い
。

（
6
）
漢
代
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
の
聖
人
観
に
つ
い
て
の
攣
遷
に
つ
い
て
は
、
石
川
徹
「
魏
晋
時
代
の
聖
人
観
」
（
人
文
論
究
2
9
ω
）
を

　
　

参
照
。

（
7
）
『
道
藏
』
本
な
ど
で
は
「
賢
聖
」
に
な
っ
て
い
る
語
句
を
、
『
校
稗
』
（
注
（
3
）
参
照
）
で
は
全
て
「
聖
賢
」
に
改
め
る
。
こ
こ

　
　

で
は
両
者
を
同
一
視
し
、
「
聖
賢
」
と
い
う
言
葉
に
統
一
し
て
論
じ
る
。

（
8
）
薦
賢
章
に
つ
い
て
、
傅
亜
庶
の
『
校
鐸
』
は
『
劉
子
新
論
校
澤
』
の
孫
楷
第
の
説
に
從
い
、
「
古
人
」
を
「
人
臣
」
に
改
め
る
。
『
増

　
　

訂
』
は
こ
れ
を
否
定
、
原
文
の
ま
ま
で
よ
い
と
す
る
。

（
9
）
六
朝
時
代
の
「
明
」
に
つ
い
て
は
、
「
葛
洪
に
お
け
る
「
明
」
」
（
東
方
宗
教
九
六
）
に
て
論
じ
た
。

（
1
0
）
『
論
語
』
子
路
「
子
路
日
　
『
衛
君
待
子
而
為
政
、
子
將
雲
先
。
』
子
日
‥
「
必
也
正
名
乎
。
」
」
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（
H
）

（1
2
）

（1
3
）

こ
の
直
前
で
は
、
「
轡
を
執
る
者
は
、
馬
の
軌
に
遵
ふ
を
欲
し
、
法
に
明
ら
か
な
者
は
、
人
の
理
に
循
ふ
を
欲
す
。
」
と
述
べ
、
「
明
」

と
法
と
の
關
連
性
を
思
わ
せ
る
。

「
理
度
」
に
つ
い
て
は
、
孫
楷
第
は
「
度
理
」
の
誤
倒
と
す
る
。
正
賞
章
5
1
に
「
信
心
而
度
理
、
則
是
非
難
明
　
」
と
い
う
語
句

が

見
え
る
。

注

（
1
）
所
掲
論
文
③
。
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