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朱
子
学
と
太
極
拳
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で
読
む�
文
献�

し
ん
た
い 

テ
キ
ス
ト山

田　
　

俊
（
中
国
思
想
史
）

　

夏
の
朝
ま
だ
明
け
切
ら
な
い
公
園
の
、
薄
暗
い
灯
り
の
下
で
陳
式

太
極
拳
を�
錬�
っ
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
一
瞬
、
足
元
に
野
球
の

ね

ボ
ー
ル
が
転
が
っ
て
い
る
の
が
目
に
入
っ
た
。
足
の
位
置
を
微
妙
に

調
整
し
て
そ
れ
を
避
け
、
そ
の
後
も
何
度
か
歩
み
を
調
整
す
る
こ
と

で
、
踏
む
こ
と
な
く
終
え
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

そ
し
て
、
危
な
い
か
ら
ど
け
て
お
こ
う
と
手
を
伸
ば
し
た
時
、

　
「
…
…
」、

そ
れ
は
ボ
ー
ル
状
を
し
た
一
枚
の
枯
葉
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
。

　

少
し
、
あ
れ
こ
れ
と
考
え
た
。

　

枯
葉
で
は
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
も
「
異
物
」
を
巧
み
に
避
け
な

が
ら
太
極
拳
を
錬
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
よ
し
と
す
べ
き
な
の
か
。

い
や
、
枯
葉
を
ボ
ー
ル
と
誤
認
し
た
私
に
問
題
が
あ
っ
た
と
す
べ
き

で
は
な
い
の
か
。
意
識
を
自
分
自
身
に
過
度
に
集
約
し
て
い
る
た
め

に
、
外
界
の
事
物
を
正
し
く
認
識
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
は
問
題

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
太
極
拳
を
錬
っ
て
い
る
時

の
私
の
意
識
全
体
の
流
れ
の
中
で
、「
異
物
」
に
過
敏
に
注
意
を
払
っ

て
い
る
瞬
間
だ
け
は
、
そ
の
流
れ
が
い
び
つ
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

は
ず
だ
。
も
っ
と
言
え
ば
、
日
常
生
活
の
場
で
、
即
ち
、
子
供
と
公

園
を
散
歩
し
て
い
た
時
に
同
じ
枯
葉
を
目
に
し
た
ら
、
や
は
り
ボ
ー

ル
と
誤
認
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
〇
〇
五
年
度
後
期
「
中
国
文
化
論
演
習
」
の
授
業
で
、
清
代
の

�
陳��
�
ち
ん���
（
一
八
四
九
〜
一
九
二
九
年
）
な
る
人
物
の
『

き
ん

�
陳��
氏�
ち
ん 
し�
太
極
拳�

た
い
き
ょ
く
け
ん

�
図��
説�
』（
一
九
一
九
年
編
纂
）
を
学
生
と
一
緒
に
読
ん
だ
１

。
陳�
は

ず 
せ
つ

陳
氏
一
族
の
第
十
六
代
目
に
当
た
り
、
そ
の
兄
の
陳��
�����
は
十
九
歳
で

ぎ
ょ
う

武
術
学
校
に
入
り
、
毎
年
一
万
回
も
太
極
拳
を
練
習
し
、
二
十
年
一

日
の
ご
と
く
練
習
し
た
結
果
、
そ
の
拳
は
非
常
に
重
厚
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
も
と
も
と
武
芸
の
才
に
秀
で
て
い
た
兄
に
対
し
て
、
弟
の

陳�
は
む
し
ろ
文
才
に
恵
ま
れ
、
陳
氏
一
族
が
代
々
伝
え
て
来
た
太

極
拳
の
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
志
す
。
彼
の
著
述
に
は
『�
陳�ちん

�
氏���
家�
し 

か�
乗�
』、『

じ
ょ
う

�
安��
愚�
あ
ん 
ぐ�

軒�けん�
詩��
文��
集�
』、『

し 
ぶ
ん 
し
ゅ
う

�
陳��
氏�
ち
ん 
し�

太�たい�
極�きょく�
拳�けん�
図�
』、
『

ず

�
太
極
拳�

た
い
き
ょ
く
け
ん

�
引��
蒙��
入��
路�
』、『

い
ん 
も
う 
に
ゅ
う 
ろ

�
三
三�
さ
ん
さ
ん�

拳��
譜�
』
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
２

。
こ
の
よ
う
に
、

け
ん 
ふ

陳
式
太
極
拳
の
精
髄
を
初
め
て
理
論
化
し
編
纂
し
た
も
の
と
し
て
、

陳�
の
『
陳
氏
太
極
拳
図
説
』
は
現
在
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

陳
氏
一
族
と
は
、
明
代
末
期
頃
に
河
南
省
温
県
の
後
に�
陳��
家��
溝�
と

ち
ん 
か 
こ
う

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
土
地
に
移
り
住
ん
だ�
陳
卜�
を
第
一
代
と
し
、

ち
ん
ぼ
く

実
質
上
第
九
代
の�
陳
王
廷�
あ
た
り
か
ら
代
々
陳
式
太
極
拳
を
伝
え
て

ち
ん
お
う
て
い

来
た
一
族
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
各
種
あ
る
太
極
拳
の
源
流
が
こ
の

陳
式
太
極
拳
で
あ
り
、
陳
式
太
極
拳
は
陳
氏
一
族
に
よ
っ
て
代
々
創

鑫

鑫

垚

鑫鑫
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意
工
夫
が
加
え
ら
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
見
解
が
存

在
す
る
の
だ
。
陳�
は
、
言
わ
ば
こ
う
し
た
陳
氏
の
伝
統
の
ど
真
ん

中
に
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
彼
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
陳
氏
太

極
拳
図
説
』
に
は
、
陳
氏
太
極
拳
に
関
す
る
一
つ
の
伝
統
が
そ
こ
に

集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

さ
て
、
講
義
の
予
習
の
た
め
に
こ
の
『
陳
氏
太
極
拳
図
説
』
を
改

め
て
通
読
し
て
気
付
い
た
こ
と
に
、
い
わ
ゆ
る
朱
子
学
的
思
想
の
影

響
が
極
め
て
濃
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
、「
太
極
拳
」
な
ど
と
、「
太
極
」

の
語
を
冠
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
太
極
拳
が
北
宋
の
思
想
家
、��
周�
し
ゅ
う

�
敦��
頤�
（
一
〇
一
七
〜
一
〇
七
三
年
）
の
「

と 
い
ん

�
太��
極��
図�
」
以
来
の
宋
学

た
い 
き
ょ
く 
ず

の
伝
統
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

陳�
に
限
ら
れ
ず
、
例
え
ば
、�
楊��
澄��
甫�
の
『
太
極
拳
体
用
全
書
』
３

よ
う 
ち
ょ
う 
ほ

等
も
、「
体
用
」
と
い
う
概
念
自
体
が
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。
む
し

ろ
、
そ
の
こ
と
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
、
迂
闊
で
あ
っ
た

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
少
し
、
陳
式
太
極
拳
の
理
論
と
朱
子
学
の
類
似
性
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
陳
氏
太
極
拳
図
説
』
の
「�
太��
極��
拳��
纏��
絲��
精�
図
���
」
は
次
の
よ
う
に

た
い 
き
ょ
く 
け
ん 
て
ん 
し 
せ
い 
ず

述
べ
て
い
る
。

純
粋
に
天
と
同
等
に
な
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
の
拳
の
攻
撃

は
自
然
の
動
き
に
従
い
、
完
全
に
自
然
と
一
体
と
な
り
生
き
生

き
と
し
て
、
太
極
の
本
来
の
あ
り
様
が
、
我
が
身
体
か
ら
生
み

鑫

鑫

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。（「
太
極
拳
纏
絲
精
図
」）

　
「
生
き
生
き
と
し
て
」
は
原
文
で
は
「�
活
溌��
溌��
地�
」。
朱
子
学
で
は

か
つ
は
つ 
は
つ 
ち

よ
く
使
わ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
活
溌
溌
地
」と
は
何
か
。
偉
大
な
道
が
こ
の
世
界
の
間
に
満
ち

溢
れ
て
あ
ら
ゆ
る
所
で
具
体
的
な
働
き
を
起
こ
す
こ
と
だ
。
空

を
見
上
げ
れ
ば�
鳶�
が
空
を
飛
ん
で
い
る
の
も
そ
の
一
つ
だ
。
見

と
び

下
ろ
せ
ば
魚
が
淵
よ
り
躍
り
上
が
る
の
も
そ
の
一
つ
だ
。
人
の

場
合
は
、
日
常
の
場
に
お
け
る
様
々
な
事
柄
、
人
の
道
に
お
け

る
事
柄
、
夫
婦
が
知
っ
て
い
る
事
柄
、
夫
婦
で
出
来
る
事
柄
、

聖
人
に
も
知
ら
ず
出
来
な
い
事
柄
が
あ
る
等
、
こ
れ
ら
に
具
体

的
に
見
ら
れ
る
も
の
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
世

界
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
事
柄
と
し
て
具
体
化
し
て
い
る
点
か
ら
、

道
は
具
体
的
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。（
朱

熹
『
四
書
或
問
』
巻
四
「
中
庸
」）。

　

朱
子
学
で
は
、
本
来
は
形
而
上
の
存
在
で
あ
る
た
め
見
る
こ
と
の

出
来
な
い
「
道
」
が
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
の
様
々
な
事
物

に
具
体
化
し
て
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
具
体
化
の
仕
方
を

「
生
き
生
き
し
て
い
る
（「
活
溌
溌
地
」）」
と
言
う
の
だ
。
と
す
れ
ば
、

「
太
極
拳
纏
絲
精
図
」
の
立
場
は
、
こ
の
「
道
」
の
具
体
的
現
れ
方

の
一
つ
と
し
て
太
極
拳
の
動
作
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
太
極
拳
の
動
き
は
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
事
柄
の
レ
ベ
ル
で

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
陳
氏
太
極
拳
図
説
』
の
「�
太�たい�
極�きょく�
拳�けん�
経��
論�
」
で
も
次
の
よ
う
に

き
ょ
う 
ろ
ん

－ ８４ � －



述
べ
て
い
る
。

遥
か
太
古
の
混
沌
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
は
、
次
の
段
階
で
は
陰

陽
の
二
気
に
展
開
す
る
。
こ
の
世
界
に
は
陰
陽
の
み
し
か
存
在

し
な
い
。
天
地
も
ま
た
陰
陽
で
あ
り
、
万
物
も
こ
の
陰
陽
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
聖
人
だ
け
が
こ
の
陰
陽
を
維
持
し
、
理
に
よ
っ

て
陰
陽
の
気
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
陰
陽
の
気
に
よ
っ
て
理
に

具
体
性
を
あ
た
え
、
人
間
社
会
の
道
徳
規
範
や
日
常
生
活
の
あ

ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
そ
れ
を
具
体
的
に
現
わ
し
、
上
空
を
見

上
げ
て
は
天
に
恥
じ
る
こ
と
な
く
、
下
を
見
下
ろ
し
て
は
人
に

恥
じ
る
こ
と
が
な
い
境
地
に
至
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
こ
の
世
界
に
お
け
る
優
れ
た
人
、
至
人
な
の
で
あ

る
。（「
太
極
拳
経
論
」）

「
道
徳
規
範
や
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
」、
原
文
は
「
人
倫
日
用

之
間
」。
万
物
を
生
み
出
す
根
源
と
さ
れ
る
「
理
」
は
「
陰
陽
の
二

気
」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
理
」
は
形
而
上
の
存
在
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
理
念
で
あ
る
た

め
、
そ
れ
自
体
は
具
体
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、「
陰
陽
の
二

気
」
と
一
体
と
な
る
こ
と
で
「
理
」
は
初
め
て
具
体
性
を
持
つ
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
体
と
な
っ
た
「
理
」
と
「
陰
陽

の
二
気
」
は
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
生
き
生
き
と
し
て
現
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
太
極
拳
経
論
」
は
、
拳
術
書
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
朱
子
学
の
哲
学
書
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
印

象
を
与
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。「
太
極
拳
経
論
」
は
更
に
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

気
を
養
う
こ
と
を
怠
っ
て
戦
い
の
場
に
臨
ん
で
は
い
け
な
い
。

気
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
好
き
勝
手
に
動
い
て
は
な
ら
な
い
。
力

を
長
く
使
っ
て
い
る
と
、
あ
る
時
、�
微�
か
な�
趣�
が
溢
れ
出
て
、

か
す 

お
も
む
き

不
可
思
議
な
理
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
り
、
万
物
の
根
源
が
唯

一
の
理
で
あ
る
こ
と
に
突
如
と
し
て
気
付
く
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
は
何
と
も
心
地
よ
い
も
の
で
あ
る
。（「
太
極
拳
経
論
」）

「
万
物
の
根
源
が
唯
一
の
理
で
あ
る
こ
と
に
突
如
と
し
て
気
付
く
こ

と
が
出
来
る
」、
原
文
は
「
万
殊
一
本
、
豁
然
貫
通
」。
万
物
を
根
底

か
ら
支
え
る
「
理
」
を
窮
め
る
方
法
と
し
て
、
朱
子
学
で
は
「�
格
物�
」

か
く
ぶ
つ

と
い
う
こ
と
を
言
う
。「
格
物
」
と
は
、
個
々
の
万
物
の
本
質
で
あ
る

「
理
」
を
一
つ
ず
つ�
窮�
め
て
い
く
こ
と
を
言
う
。
一
つ
一
つ
の
事
物

き
わ

の
「
理
」
を
窮
め
る
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
、
あ
る
段
階
で
、

突
如
と
し
て
、
全
て
の
事
物
の
「
理
」
に
つ
い
て
類
推
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
そ
の
瞬
間
を
「�
豁
然
貫
通�
」
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

か
つ
ぜ
ん
か
ん
つ
う

そ
の
結
果
、
万
物
の
個
々
の
「
理
」
が
実
は
唯
一
の
「
理
」
に
他
な

ら
な
い
こ
と
を
体
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
だ
。
陳�
は
、

太
極
拳
の
一
つ
一
つ
の
動
作
に
具
体
化
し
て
い
る
「
理
」
を
窮
め
て

い
く
内
に
、
突
如
と
し
て
、
根
源
の
唯
一
の
「
理
」
を
悟
る
瞬
間
が

あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
陳�
は
太
極
拳
の
具
体
的

動
作
の
一
つ
一
つ
を
「
格
物
」
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
う
し
た
陳�
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
太
極
拳
の
動
作
は
あ
く
ま

で
も
具
体
的
事
柄
か
ら
離
れ
て�
錬�
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
。

ね

鑫

鑫

鑫
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今
見
た
表
現
で
は
、「
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
」
か
ら
切
り
離

し
て
錬
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

さ
て
、『
文
彩
』
の
創
刊
号
に
載
せ
た
拙
文
「���
�
で
読
む�
文
献�
」
で

し
ん
た
い 

テ
キ
ス
ト

は
４

、
主
と
し
て
仏
教
の
禅
宗
文
献
を
材
料
に
「
心
身
一
如
」
の
喪

失
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
そ
の
時
は
、
全
く
意
識
さ
れ
な

い
「
心
身
一
如
」
の
境
地
こ
そ
が
理
想
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
外
界
の

影
響
が
加
わ
る
こ
と
で
、
そ
の
「
一
如
」
が
急
速
に
喪
失
し
て
い
く

こ
と
を
考
え
て
み
た
。
つ
ま
り
、
外
界
物
を
外
界
物
と
し
て
意
識
し

な
い
主
体
の
あ
り
方
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
わ
け
だ
。

　

だ
が
、
陳�
が
大
き
く
依
拠
す
る
朱
子
学
で
は
、
こ
う
し
た
考
え

方
は
仏
教
や
道
教
の
誤
っ
た
立
場
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、

思
う
に
、
道
教
・
仏
教
の
欠
点
は
具
体
的
動
き
を
嫌
い
、
動
き

の
無
い
静
か
さ
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
思
想
に
は
本
体

が
あ
る
も
の
の
作
用
が
な
い
こ
と
だ
。
…
だ
い
た
い
、
道
教
・

仏
教
は
静
か
な
る
こ
と
を
説
い
て
こ
の
世
界
の
動
き
を
な
く
そ

う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
ま
る
で
眠
り
続
け
て
覚
め
ず
、

有
用
を
無
用
に
捨
て
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
聖
人
賢
者
は
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。　
（
朱
熹
『
朱
子
文
集
』
巻
五
十
四

「
答
徐
彦
章
」）

　

道
教
と
仏
教
が
具
体
的
な
作
用
を
嫌
い
静
か
さ
を
求
め
る
の
は
、

「
道
」
が
個
々
の
事
物
に
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
目
を
背

け
、
形
而
上
と
し
て
の
「
道
」
そ
の
も
の
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
、

鑫

朱
熹
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
世
界
と
の
関

り
を
断
ち
切
り
、
内
な
る
形
而
上
の
「
道
」
の
み
に
執
着
し
て
い
る

点
で
、
道
教
・
仏
教
は
誤
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
朱
子
学
の
立
場
が
陳�
の
太
極
拳
理
論
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
太
極
拳
を
錬
る
時
に
、
外
界
を
意

識
す
る
こ
と
で
内
な
る
自
己
が
「
ぐ
ら
つ
く
」
こ
と
を
避
け
よ
う
と

す
る
の
は
、
道
教
・
仏
教
流
の
考
え
方
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
朱
子
学
に
基
づ
く
陳�
の
理
論

で
は
、
太
極
拳
を
錬
る
そ
の
時
そ
の
時
に
お
い
て
、
常
に
そ
れ
は
日

常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
外
界
の
出
来
事
の
一
つ
一
つ
に
常
に
向
か
い
な

が
ら
、
そ
の
出
来
事
と
の
交
わ
り
の
中
に
お
い
て
こ
そ
内
な
る
主
体

を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
具
体
的
に
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
朱
子
学
的
発
想
に
立
脚

し
た
陳�
の
理
論
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
稿
「���
�
し
ん
た
いで
読
む�
文
献�
」

テ
キ
ス
ト

で
考
え
た
様
な
レ
ベ
ル
で
の
「
心
身
一
如
」
は
、
陳�
が
主
張
す
る

陳
式
太
極
拳
の
伝
統
理
論
に
お
い
て
は
、
極
め
て
低
次
元
の
も
の
で

し
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

二
〇
〇
六
年
五
月
、
中
国
の
山
東
大
学
の
学
生
を
相
手
に
講
義
を

す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
講
義
内
容
は
私
の
専
門
と
す
る
道
教
研
究
に

つ
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
講
義
後
に
中
国
人
学
生
諸
君
と
自
由
に
質

疑
応
答
す
る
時
間
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
大
半
は
道
教
に
関

鑫

鑫

鑫

鑫
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す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
中
に
一
人
、
太
極
拳
と
道
教
の
関
係
に
つ

い
て
質
問
し
た
学
生
が
い
た
。
前
年
度
に
熊
本
県
立
大
学
で
中
国
文

化
と
太
極
拳
の
講
義
を
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
応
答
は

か
な
り
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
彼
が
太
極
拳
と
道
教
の
関
係
を

質
問
し
た
の
は
実
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
、
太
極
拳
の
創
始
者
は
明

代
の�
張
三����
と
い
う
道
士
（
＝
道
教
修
行
者
）
で
あ
る
、
と
い
う
別

ち
ょ
う
さ
ん
ぽ
う

の
見
解
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
５

。
先
の
陳
氏
一
族
創
始
説
と
並
べ
て
、

太
極
拳
の
創
始
に
関
す
る
二
大
説
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
６

。

　

彼
の
質
問
に
答
え
る
に
先
立
っ
て
、
私
は
学
生
諸
君
に
「
太
極
拳

の
創
始
者
は
誰
だ
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
尋
ね
た
。
彼
等
か
ら
は
、

声
を
揃
え
て
「
張
三�
！
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
私
が
続
け

て
「
本
当
に
そ
う
思
い
ま
す
か
？
皆
さ
ん
は
『�
太��
極��
大��
師��
張��
三��　
�
』

た
い 
き
ょ
く 
だ
い 
し 
ち
ょ
う 
さ
ん 
ぽ
う

と
い
う
映
画
７

を
見
た
の
で
は
な
い
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、
こ

れ
も
ま
た
多
く
の
学
生
が
「
ア
ハ
ハ
ッ
」
と
笑
っ
て
答
え
た
。
つ
ま

り
、
太
極
拳
の
創
始
者
は
誰
か
と
尋
ね
ら
れ
れ
ば
「
張
三�
」
と
答

え
る
が
、
そ
れ
は
武
侠
映
画
や
武
侠
小
説
の
世
界
の
事
柄
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
認
識
も
一
方
で
彼
等
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

張
三�
は
明
代
に
実
在
し
た
道
士
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
道
教

研
究
者
・
李
遠
国
氏
は
、
張
三�
に
は
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
三
教

を
同
等
の
も
の
と
し
て
扱
う
思
想
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
上
で
８

、

「
道
」
と
い
う
も
の
は
、「
窮
理
尽
性
以
至
於
命
」
そ
の
も
の
に

他
な
ら
な
い
（『
張
三�
全
集
』「
大
道
論
」）。

と
、
張
三�
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
も
と
も
と
『
易
経
』「
説
卦
」

丰

丰

丰

丰

丰
丰

丰

に
見
ら
れ
る
「
理
を
窮
め
性
を
尽
く
し
、
以
っ
て
命
に
至
る
」
の
表

現
は
、
確
か
に
朱
子
学
が
好
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
語
を
用
い
て

い
る
こ
と
で
張
三�
に
は
「
理
学
」（
＝
朱
子
学
）
の
影
響
が
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
朱
子
学
が

隆
盛
し
た
元
代
を
継
ぐ
明
代
に
張
三�
は
活
動
し
て
い
る
。
明
代
の

人
物
の
文
章
に
朱
子
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
問
題
は
別
の
所
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
、
李
遠
国
氏
が

資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
「
大
道
論
」
が
果
た
し
て
張
三�
の
作
で

あ
る
の
か
が
疑
わ
し
い
。
後
世
の
仮
託
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
９

。

百
歩
譲
っ
て
「
大
道
論
」
が
張
三�
の
作
だ
と
し
て
も
、
朱
子
学
的

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
彼
の
思
想
が
朱
子
学
と
融
合
し

て
い
る
こ
と
と
は
別
問
題
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
も
張
三�

の
作
か
ど
う
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
李
遠
国
氏

が
張
三�
の
文
と
し
て
引
用
し
て
い
る
「�
玄��
機��
直��
講�
」
と
い
う
文
に

げ
ん 
き 
ち
ょ
く 
こ
う

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

最
初
に
、
心
の
感
情
を
消
し
去
り
、
雑
念
を
取
り
去
る
。
こ
れ

が
先
ず
な
す
べ
き
「�
築��
基��
煉��
己�
」
の
修
養
な
の
で
あ
る
。（「
玄

ち
く 
き 
れ
ん 
こ

機
直
講
」）

毎
日
、
先
ず
（
心
を
）
暫
く
静
か
に
さ
せ
る
。
心
身
が
全
て
鎮

ま
り
、
呼
吸
が
整
っ
て
か
ら
、
初
め
て
両
方
の
目
を
僅
か
に
閉

ざ
し
、（
身
体
の
内
部
の
）
心
臓
の
下
、
腎
臓
の
上
、
一
寸
三
分

の
所
に
意
識
を
集
中
し
、
そ
れ
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
か
と

丰

丰

丰

丰

丰

丰
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い
っ
て
過
度
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
忘
れ
去
っ
て
も
な
ら
な

い
が
、
過
度
に
働
き
か
け
て
も
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
様
々

な
雑
念
が
全
て
消
え
去
っ
た
時
、
光
り
輝
く
も
の
の
み
が
そ
こ

に
残
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「�
正��
念�
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
ょ
う 
ね
ん

（「
玄
機
直
講
」）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
雑
念
を
生
み
出
す
原
因
と
な
る

外
界
と
の
関
り
を
断
ち
切
り
、
自
己
の
内
側
の
み
に
意
識
を
集
中
す

る
こ
と
で
修
養
を
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
「�
内
丹�
」

な
い
た
ん

「�
存��
思�
」
等
と
呼
ば
れ
る
道
教
の
伝
統
的
修
養
方
法
に
相
当
す
る
。

そ
ん 
し

即
ち
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
事
物
と
の
関
り
の
場
に
お
い
て
修
養
し

よ
う
と
す
る
朱
子
学
と
は
異
な
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

　

朱
子
学
以
降
に
道
教
を
論
じ
る
者
の
多
く
は
、
朱
子
学
を
意
識
せ

ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
子
学
を
意
識
す
る

こ
と
と
、
朱
子
学
と
有
機
的
に
融
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
別
問

題
な
の
で
あ
る
。
朱
子
学
的
発
想
と
道
教
的
発
想
が
実
は
な
か
な
か

相
容
れ
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
以
前
少
し
考
え
た
こ
と
が
あ
る

が　

、
や
は
り
、
張
三�
の
道
教
的
修
養
論
と
朱
子
学
的
思
想
と
は
な

１０
か
な
か
溶
け
合
い
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
陳�
の
『
陳
氏
太
極
拳
図
説
』
で
描
写
さ
れ
て

い
る
も
の
が
陳
式
太
極
拳
の
伝
統
的
理
論
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
つ

な
ら
ば
、
張
三�
と
の
関
り
か
ら
は
二
つ
の
結
論
し
か
導
き
出
さ
れ

な
い
。
一
つ
は
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
陳
式
太
極
拳
の
理
論
は
張

三�
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
張
三�
は
太
極
拳
の

丰
鑫

丰

丰

丰

創
始
者
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
張
三�
が
太
極
拳
を
創
始
し
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
本
来
朱
子
学
的
要
素
は
な
く
、
後
世
、

そ
こ
に
朱
子
学
的
要
素
が
加
わ
り
、
張
三�
の
時
の
も
の
と
は
そ
の

内
容
が
全
く
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
何
れ
の
場
合

に
し
ろ
、
現
在
伝
わ
る
陳
式
太
極
拳
の
理
論
と
張
三�
と
が
関
り
が

あ
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
陳�
の
理
論
が
陳
式
太
極
拳
の
理
論
を
代
表
す
る
も
の
で

あ
る
と
の
前
提
を
暫
く
横
に
措
く
な
ら
ば
、
事
態
は
異
な
っ
て
く
る
。

「
私
は�
砲
捶�
（
陳
氏
一
族
に
代
々
伝
わ
る
少
林
系
の
拳
術
：
筆
者
）

ほ
う
す
い

も
太
極
拳
も
練
習
し
て
い
ま
せ
ん
。
易
経
を
熟
読
し
て
い
る
だ
け
で

す
。」
と
、
陳�
は
呉
図
南
な
る
人
物
に
語
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が　

、
１１

「
練
習
し
て
い
ま
せ
ん
」
の
語
を
ど
の
程
度
真
に
受
け
て
よ
い
も
の

な
の
か
。
ま
た
、「
兄
の
武
術
が
大
成
し
た
こ
と
に
よ
り
、
発
奮
し
て

書
物
を
著
述
し
、
陳
氏
が
代
々
伝
え
て
来
た
太
極
拳
の
理
論
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
志
し
た
。」
と　

、
兄
の
武
芸
の
才
に
気
付
き
、
自

１２

身
は
武
芸
自
体
を
窮
め
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
理
論
化
す
る
こ
と
を
選

択
し
た
と
い
う
陳�
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
或
い
は
、
陳�

の
文
章
は
過
剰
に
理
論
化
に
走
り
す
ぎ
て
い
た
、
些
か
机
上
の
空
論

と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
当

に
陳
式
太
極
拳
の
歴
代
の
拳
士
達
が
皆
な
陳�
が
言
う
よ
う
な
朱
子

学
的
世
界
の
中
で
拳
を
錬
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
を
感
じ

は
す
る
も
の
の
、
こ
れ
ば
か
り
は
私
に
は
分
か
ら
な
い
。

　

太
極
拳
創
始
者
と
張
三�
と
の
問
題
は
、
実
は
色
々
な
思
惑
も
絡

丰丰

丰
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ん
で
お
り
、
慎
重
に
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る　

。
１３

こ
こ
で
は
、
と
て
も
微
妙
な
問
題
で
あ
る
と
だ
け
述
べ
て
お
く
に
留

め
た
い
。

　
『
文
彩
』
創
刊
号
に
文
章
を
書
い
た
頃
か
ら
丁
度
二
年
が
経
過
し

た
。
こ
の
間
、
二
日
に
一
度
、
一
度
に
二
回
ず
つ
太
極
拳
を
錬
っ
て

き
た
の
で
、
二
年
間
で
七
百
三
十
回
前
後
練
習
し
た
こ
と
に
な
る
。

改
め
て
数
え
て
み
る
と
非
常
に
少
な
い　

。
食
事
の
回
数
で
す
ら
こ

１４

の
間
に
二
千
回
を
超
え
て
い
る
。
呼
吸
の
数
を
言
え
ば
比
較
に
す
ら

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
私
に
と
っ
て
太
極
拳
を
錬
る
こ
と
は
、
食
事

を
採
る
程
に
も
日
常
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
思
え

ば
、「
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
」
で
太
極
拳
を
錬
る
こ
と
な
ど
私

に
は
到
底
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
朱
子
学
の
影
響
だ
の
、
道
教
的
だ

の
、
と
言
う
事
自
体
、
私
に
は
無
理
な
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

太
極
拳
の
一
つ
一
つ
の
動
作
で
「
格
物
」
を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、「
枯
葉
」
を
「
ボ
ー
ル
」
と
誤
認
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ

た
は
ず
な
の
だ
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
二
年
の
間
に
、
ま
た
一
つ
世
界
が
広
が
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。�

（
注
）

１　

テ
キ
ス
ト
は
『
陳
氏
太
極
拳
図
説
』（
上
海
書
店
出
版
社
。
一
九
八
六

年
）
を
用
い
た
。
本
論
で
の
引
用
文
も
同
書
に
よ
る
。

２　

沈
家�
・
顧
留
馨
『
陳
式
太
極
拳
』
所
収
「
陳�
伝
略
」（
人
民
体
育

出
版
社
。
一
九
九
四
年
）。

３　

楊
澄
甫
『
太
極
拳
体
用
全
書
』（
上
海
書
店
、
一
九
九
五
年
）。

４　
「���
�
で
読
む�
文
献�
」（
熊
本
県
立
大
学
文
学
部
『
文
彩
』
創
刊
号
、
二
〇

し
ん
た
い 

テ
キ
ス
ト

〇
五
年
）。

５　

こ
の
立
場
の
典
型
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
黄
耐
之
著
・
永
冨
博
道
訳

『
古
伝
太
極
拳
―
張
三
峯
と
彼
の
太
極
拳
』（
株
式
会
社
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・

マ
ガ
ジ
ン
社
。
一
九
八
六
年
）
等
が
あ
る
。

６　

も
っ
と
も
、
陳
氏
一
族
創
始
説
に
つ
い
て
も
近
年
は
疑
問
視
さ
れ
て
い

る
。
笠
尾
恭
二
『
太
極
拳
血
戦
譜
』（
福
星
堂
、
一
九
九
九
年
）、
清
水
豊

『
太
極
拳
秘
術
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）、「
真
説
・
太
極
拳
論
（
歴
史

篇
）」（『
月
刊　

秘
伝
』
二
〇
〇
六
年
九
月
号
、
Ｂ
Ａ
Ｂ
ジ
ャ
パ
ン
）
等

は
若
干
の
立
場
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
太
極
拳
は
外
部
者
で
あ
る
西
安

出
身
の
蒋
発
が
陳
家
溝
の
陳
長
興
（
第
十
四
代
）
に
伝
授
し
た
も
の
と
し

て
い
る
。

７　

太
極
拳
創
始
者
と
し
て
の
張
三�
の
生
涯
を
描
い
た
映
画
。
ジ
ェ
ッ

ト
・
リ
ー
主
演
、
一
九
九
四
年
製
作
。
邦
題
は
『
マ
ス
タ
ー
・
オ
ブ
・
リ

ア
ル
カ
ン
フ
ー
／
大
地
無
限
』。

８　

李
遠
国
『
道
教
気
功
養
生
学
』（
四
川
省
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八

八
年
）
五
百
十
二
頁
。

鑫

丰

－ ７９ � －



９　

黄
兆
漢
『
明
代
道
士
張
三�
考
』（
台
湾
学
生
書
局
。
中
華
民
国
七
十

七
年
）。

　
　

拙
稿
「
董
思
靖
『
道
徳
真
経
集
解
』
の
思
想
」（『
中
国
の
思
想
世
界
』

１０
所
収
。
イ
ズ
ミ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。

　
　

前
掲
清
水
氏
著
五
十
五
頁
所
引
。

１１
　
　

前
掲
「
陳�
伝
略
」。

１２
　
　

中
国
で
は
創
始
者
を
巡
っ
て
訴
訟
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
例

１３
え
ば
、
趙
堡
太
極
拳
と
和
式
太
極
拳
の
創
始
者
を
巡
る
騒
動
に
つ
い
て
は
、

鄭
徳
「
護
法
衛
道
、
弘
揚
国
粋
」（『
武
当
』
二
〇
〇
五
年
第
四
期
）
を
参

照
。

　
　

ち
な
み
に
、
陳�
の
一
年
で
一
万
回
と
い
う
回
数
は
、
一
日
当
た
り
二

１４
十
八
回
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 丰

鑫

－ ７８ � －
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