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は
じ
め
に

　

儒
学
に
お
け
る
復
古
の
性
格
は
孔
子
を
濫
觴
と
し
、
以
降
、
歴
代
の
儒
者
が

有
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
三
代
」
と
い
う
理
想
政
治
へ
の
憧

憬
が
現
実
問
題
と
結
び
つ
き
、
深
刻
な
社
会
的
変
革
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
宋

代
に
お
け
る
政
治
文
化
の
特
性
の
一
つ
と
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う

（
１
）

。

　

『
易
』
の
一
節
「
窮
す
れ
ば
則
ち
変
じ
、
変
ず
れ
ば
則
ち
通
じ
、
通
ず
れ
ば

則
ち
久
し
」
（
窮
則
変
、
変
則
通
、
通
則
久
）
が
范
仲
淹
の
「
答
手
詔
條
陳
十

事
」
（
『
范
文
正
公
文
集
』
巻
三
十
九
）
に
て
引
用
さ
れ
、
変
革
を
求
め
る
原
因

と
目
的
を
説
明
し
た
。
ま
た
、
北
宋
中
期
か
ら
直
面
し
た
「
窮
」
と
い
う
境
地

は
、
次
の
世
代
に
あ
た
る
王
安
石
の
上
奏
文
に
も
見
ら
れ
る
。

顧
ふ
に
内
は
則
ち
社
稷
以
て
憂
と
為
す
無
き
こ
と
能
は
ず
、
外
は
則
ち
夷

狄
を
懼
る
る
無
き
こ
と
能
は
ず
。
天
下
の
財
力
は
日
に
以
て
困
窮
し
、
而

も
風
俗
は
日
に
以
て
衰
壞
せ
り
。
四
方
有
志
の
士
は
諰
諰
然
と
し
て
、
常

に
天
下
の
久
し
く
安
か
ら
ざ
る
を
恐
る
。
（
「
擬
上
殿
劄
子
」
『
臨
川
文
集
』

卷
三
十
九
）

こ
こ
で
い
う
「
四
方
有
志
の
士
」
に
は
、
そ
の
後
の
政
敵
た
る
司
馬
光
も
、
二

程
兄
弟
も
含
ま
れ
て
い
る

（
２
）

。
現
実
で
の
「
窮
」
に
迫
ら
れ
、
「
変
」
に
よ
っ
て

苦
境
を
乗
り
越
え
る
「
通
」
が
求
め
ら
れ
、
宋
代
の
士
大
夫
た
ち
は
、
文
学
・

政
治
・
儒
学
な
ど
幅
広
い
領
域
に
わ
た
っ
て
画
期
的
な
改
革
運
動
を
起
こ
し
た
。

道
学
の
勃
興
も
そ
の
表
現
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

 
 

当
時
栄
え
て
き
た
学
派
に
は
、
王
安
石
の
新
学
、
司
馬
光
の
朔
学
、
三
蘇
の

蜀
学
と
二
程
兄
弟
の
代
表
す
る
理
学
が
数
え
ら
れ
る
。
中
で
も
、
二
程
の
理
学

は
南
宋
に
い
た
っ
て
、
朱
熹
に
よ
っ
て
発
展
せ
ら
れ
、
中
国
思
想
史
で
一
番
影

響
を
持
つ
学
説
と
な
っ
た
。
現
在
、
「
程
朱
理
学
」
と
い
う
言
い
方
が
通
用
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
理
学
を
語
る
以
上
、
朱
熹
と
二
程
と
を
一
緒
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
人
の
思
想
者
と
し
て
、
朱
熹

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
彼
が
な
ぜ
数
あ
る
前
代
の
学
説
か
ら
二
程
の
理
学
を
取

り
上
げ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
彼
な
り
の
選
別
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
 

宋
初
か
ら
の
学
術
の
成
果
に
つ
い
て
、
朱
熹
は
以
下
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い

る
。

国
初
、
人
は
便
ち
已
に
礼
義
を
崇
め
、
經
術
を
尊
び
、
二
帝
三
代
を
復
せ

ん
と
欲
し
、
已す

で自
に
勝す

ぐ

る
る
こ
と
唐
人
の
如
し
。
但
だ
説
き
て
未
だ
透
ら

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して

　
　
　

二
程
理
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再
検
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時
代
の
易
論
と
比
較
し
て

　
　
　
　

　

佟　
　
　
　

欣　

妍



- 32 -

ず
。
直
だ
二
程
出
づ
る
に
至
り
て
、
此
の
理
始
め
て
説
き
て
透
る
。
（
『
朱

子
語
類
』
巻
百
二
十
九
）

こ
の
よ
う
に
、
成
果
を
二
程
に
帰
結
さ
せ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
ら

が
唱
え
た
「
理
学
」
を
推
奨
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
宋
初
の
思
想
運
動
に
は
あ
る
種
の
コ
モ
ン
セ
ン

ス
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
儒
学
を
通
じ
て
、
二
帝
三
代
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

理
想
的
な
人
間
秩
序
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
程
の
理
学
が
特

に
推
奨
さ
れ
た
の
は
、
彼
ら
の
議
論
方
式
が
そ
の
時
代
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
を
表

す
の
に
、と
り
わ
け
有
力
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
三
代
に
立
ち
返
る
」

と
い
う
呼
び
か
け
に
潜
ん
で
い
る
時
代
課
題
を
、
い
か
に
し
て
学
説
理
論
で
為

し
遂
げ
る
か
、
と
い
う
命
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
程
の
学
術
貢
献
は
、
「
理
」
と
「
気
」
に
よ
る
形
而
上
と
形
而
下
の
区
別

を
提
唱
し
、
こ
の
世
界
の
あ
り
方
を
解
釈
す
る
議
論
の
方
式
だ
と
い
え
よ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
理
学
に
お
け
る
「
理
」
と
い
う
概
念
は
、
二
程
の
発
明
で
は

な
く
、
当
時
の
学
者
に
よ
く
語
ら
れ
た
日
常
的
な
語
彙
で
あ
る
。
し
か
し
、
程

顥
の
「
吾
が
学
に
は
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
言
え
、
天
理
と
い
う
二
字
は

自
分
で
体
認
し
て
き
た
」
（
『
二
程
外
書
』
卷
十
二
）
と
い
う
よ
う
に
、
自
覚
的

に
「
理
」
を
理
論
化
さ
せ
て
議
論
の
方
式
と
し
て
定
着
さ
せ
た
の
は
、
確
か
に

二
程
兄
弟
に
始
ま
っ
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
な
議
論
の
方
式
は
、

朱
熹
の
展
開
を
経
て
、
後
世
に
お
け
る
理
学
の
基
本
的
な
論
法
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
後
世
に
膨
大
な
議
論
空
間
を
提
供
し
た
哲
学
論

法
が
提
出
さ
れ
た
際
、
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
抱
か
れ
て
い
た
の
か
、
ど
う

の
よ
う
の
独
特
な
成
果
を
上
げ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
検
討
す
る
必
要
が
残

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
二
程
が
抱
い
て
い
た
時
代
の
問
題
意
識
を
視
座
に
据
え
、

同
時
代
の
司
馬
光
、
周
敦
頤
、
張
載
の
学
説
や
論
法
を
比
較
対
象
と
し
て
、
理

学
の
議
論
方
式
の
意
義
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
、
「
変
」
に
お
け
る
「
不
変
」
へ
の
探
求

 
 

学
説
や
論
法
に
お
け
る
問
題
意
識
を
考
察
す
れ
ば
、
二
程
に
限
定
し
て
見
ら

れ
る
も
の
も
あ
る
し
、
時
の
学
者
で
あ
れ
ば
誰
も
が
共
有
し
て
い
た
も
の
も
あ

る
。
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
北
宋
中
期
の
学
者
た
ち
に
共
通
す

る
時
代
の
課
題
に
つ
い
て
語
り
た
い
。

 
 

改
革
の
機
運
が
高
ま
っ
た
時
代
を
背
景
に
、
士
大
夫
た
ち
が
求
め
た
の
は
価

値
と
秩
序
の
再
構
築
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
変
革
」
の
思
潮
は
、

逆
に
、
「
不
変
」
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
努
力
へ
と
学
術
的
に
反
映
さ
れ
た
。

こ
こ
で
い
う
「
不
変
」
へ
の
追
求
に
は
、
二
つ
の
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。

 
 

一
つ
は
、
統
一
性
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
政
治
改
革
案
を
め
ぐ
っ

て
、
水
と
油
の
如
く
相
容
れ
な
い
対
立
の
派
閥
で
も
、
道
徳
や
認
識
に
つ
い
て

は
統
一
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
、
と
い
う
点
は
案
外
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
者
た
ち
が
既
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え

ば
、
鄧
小
南
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
王
安
石
に
し
て
も
、
司
馬
光
に
し
て
も
、

二
程
に
し
て
も
、
「
彼
ら
は
共
に
『
人
々
は
私
見
を
持
ち
、
諸
家
は
異
説
を
為

す
』
、
『
一
人
一
義
、
十
人
十
義
』
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
批
判
し
て
お
り
、
学

術
と
認
識
の
統
一
を
理
想
状
態
と
し
て
追
求
し
て
い
る

（
３
）

。
」
こ
の
よ
う
な
統
一

へ
の
追
求
は
、
政
治
上
の
専
制
を
深
め
る
面
が
あ
る
一
方
、
学
説
の
関
心
か
ら

見
れ
ば
、
む
し
ろ
施
政
者
に
万
物
を
憫
察
し
て
公
正
無
私
に
政
を
行
う
能
力
を

要
求
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

 
 

王
安
石
は
「
致
一
論
」
の
冒
頭
で
以
下
の
よ
う
に
「
致
一
」
と
い
う
論
点
を

提
唱
し
た
。

日本儒教学会報 五
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萬
物
に
は
至
理
有
ら
ざ
る
莫
し
。
其
れ
能
く
其
の
理
を
精
ら
か
に
す
れ
ば
、

則
ち
聖
人
な
り
。
其
の
理
を
精
ら
か
に
す
る
の
道
、
致
一
に
在
る
な
り
。

（
『
臨
川
文
集
』
卷
六
十
六
）

万
物
の
理
に
精
通
す
る
に
は
、「
一
」を
致
す
こ
と
で
あ
る
。こ
こ
で
い
う
「
致
一
」

は
、
普
く
通
用
す
る
準
則
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
多
元
的
な
存
在

を
整
合
す
る
た
め
の
適
切
な
方
法
と
い
う
意
味
に
王
安
石
が
着
目
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
時
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
一
言
に
つ
い
て
、
程
頤
は
以
下
の
よ
う

に
敷
衍
し
た
。

公
な
れ
ば
則
ち
一
、
私
な
れ
ば
則
ち
万
に
殊
る
。
至
当
は
一
に
帰
し
、
精

義
に
二
無
し
。
人
心
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
面
の
如
く
は
、
只
だ
是
れ
私
心

な
り
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷
十
五
）

　

「
至
当
は
一
に
帰
し
、
精
義
に
二
無
し
」
（
至
當
歸
一
、
精
義
無
二
）
と
い
う

語
は
、
今
で
は
陸
九
淵
の
代
表
的
な
主
張
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の

だ
が
、
実
は
『
御
注
孝
經
』
の
「
孝
經
序
」
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宋

初
に
至
る
と
、
既
に
し
ば
し
ば
口
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

（
４
）

。
こ
こ
に
挙

げ
た
程
頤
の
言
葉
は
、
こ
の
慣
用
表
現
の
前
後
に
解
説
を
付
け
て
敷
衍
す
る
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
孝
經
序
」
に
お
け
る
本
来
の
意
味
は
、
経
典
注
釈
で

積
み
上
げ
ら
れ
た
異
説
に
対
し
て
、
表
面
的
な
矛
盾
を
取
り
払
い
、
そ
こ
に
潜

ん
で
い
る
唯
一
無
二
の
至
当
な
理
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
程
頤
は
上
記
解
説

に
て
、
更
な
る
統
一
的
な
認
識
を
得
る
た
め
、
「
公
」
と
い
う
前
提
を
強
調
し

た
。
「
公
」
と
い
う
語
は
、
日
本
の
伝
統
で
は
「
公
家
」
や
「
公
領
」
の
よ
う
に
、

権
力
と
繋
が
っ
た
意
味
で
理
解
さ
れ
、
現
代
で
は
「
公
開
」
や
「
公
衆
」
の
よ

う
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
意
味
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で

語
ら
れ
る
「
公
」
と
は
や
や
、
意
味
が
異
な
る
。
程
頤
の
い
う
「
公
」
と
は
、

私
欲
を
捨
て
た
心
の
状
況
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
異
議
異
説
を
唱
え

る
の
は
私
利
私
欲
に
よ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
私
心
を
打
破
し
て
こ
そ
至
当
の
精

義
を
見
出
し
、
自
ず
と
共
同
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
 

従
っ
て
、
前
文
の
い
う
「
不
変
」
へ
の
追
求
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
方
向
性

が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
、
理
論
の
客
観
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

「
至
当
」
と
い
う
、
物
事
に
お
け
る
統
一
的
な
認
識
を
求
め
る
以
上
、
学
者

た
ち
は
「
天
下
古
今
の
共
に
行
ふ
所

（
５
）

」
の
「
道
」
を
唱
え
る
一
方
、
こ
う
し
た

不
易
流
行
の
「
道
」
を
具
体
化
し
て
語
る
、
即
ち
宇
宙
図
式
を
描
き
、
仁
義
礼

智
を
掲
げ
、
政
治
改
革
を
図
る
際
、
私
意
に
よ
る
作
為
が
と
り
わ
け
警
戒
さ
れ

て
き
た
。
こ
こ
で
、
「
客
観
性
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
彼
ら
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
、
道
徳
や
秩
序
も
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
面
が
重
視

さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
司
馬
光
は
「
易
総
論
」
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

故
に
易
は
、
隂
陽
の
變
な
り
、
五
行
の
化
な
り
。
天
よ
り
出
で
、
人
に
施
し
、

物
を
被
ひ
、
隂
陽
五
行
の
道
有
ら
ざ
る
は
莫
し
。
（
中
略
）
且
つ
子 

聖
人

を
以
て
諸こ

れ

を
胸
臆
よ
り
取
り
て
仁
義
禮
樂
を
為つ

く

る
と
為な

す
か
。
蓋
し
之
に

本
づ
く
所
有
り
。
（
『
溫
公
易
説
』
「
易
総
論
」
）

道
徳
の
仁
義
や
礼
楽
の
制
度
、
つ
ま
り
統
一
か
つ
普
遍
的
だ
と
思
わ
れ
る
も
の

が
、
こ
の
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
決
し
て
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
や
誰

か
の
一
存
に
依
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
自
然
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
だ
。
司
馬
光
の
場
合
、
そ
の
掲
げ
た
道
徳
秩
序
は
、
『
易
経
』
に
示
さ
れ

て
い
る
陰
陽
五
行
の
宇
宙
秩
序
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
後
節
に
て
詳
述
す
る
。
）

　

二
程
の
場
合
は
、
「
天
理
」
と
い
う
概
念
に
託
し
て
道
徳
秩
序
の
客
観
性
を

論
じ
て
い
る
。

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して
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沖
漠
と
し
て
朕
無
く
、
萬
象 

森
然
と
し
て
以
て
具
は
る
。
未
だ
應
ぜ
ざ

る
も
是
れ
先
な
ら
ず
、
已
に
應
ず
る
も
是
れ
後
な
ら
ず
。
百
尺
の
木
の
如

く
、
根
本
よ
り
枝
葉
に
至
る
ま
で
、
皆
是
れ
一
貫
な
り
。
上
面
の
一
段
事
、

形
無
く
兆
無
く
、
卻
て
人
の
旋
安
排
引
し
て
入
り
來
り
、
塗
轍
に
入
ら
し

む
る
を
待
つ
と
道
ふ
べ
か
ら
ず
。
既
に
是
れ
塗
轍
な
れ
ば
、
卻
て
只
だ
是

れ
一
個
の
塗
轍
な
り
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷
十
五
）

万
物
の
根
拠
を
形
而
上
に
ま
で
引
き
上
げ
、
形
而
上
の
「
理
」
と
形
而
下
の
「
気
」

と
を
区
別
し
て
物
事
を
語
る
の
は
、
理
学
に
お
け
る
典
型
的
な
議
論
方
式
で
あ

る
。
「
応
ず
る
」
と
い
う
の
は
、
形
而
上
の
「
理
」
の
形
態
化
・
具
象
化
、
即

ち
形
而
下
の
「
気
」
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
未
だ
應
ぜ

ざ
る
も
是
れ
先
な
ら
ず
、
已
に
應
ず
る
も
是
れ
後
な
ら
ず
」
と
い
う
の
は
難
解

な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以
下
の
一
節
を
参
照
す
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

天
理
と
云
ふ
は
、
這
の
一
個
の
道
理
に
し
て
、
更
に
甚な

ん

の
窮
む
る
こ
と
有

ら
ん
や
。
堯
の
為
に
存
せ
ず
、
桀
の
為
に
亡
び
ず
。
人
之
を
得
る
は
、
故

に
大
行
し
て
加
へ
ず
、
窮
居
し
て
損
は
ず
。
這
の
頭
上
に
來
り
て
、
更
に

怎い

か生
に
存
亡
加
减
を
説
き
得
ん
や
。
是
れ
他
れ
元
よ
り
少
し
も
欠
く
こ
と

無
く
、
百
理
具
さ
に
備
は
る
な
り
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷
二
上
）

人
が
天
理
を
認
識
で
き
る
か
ど
う
か
、
天
理
に
よ
っ
て
行
動
す
る
か
ど
う
か
、

つ
ま
り
実
現
す
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
天
理
が
損
益
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。
前
文
の
い
う
「
応
ず
る
か
ど
う
か
は
、
前
後
と
は
関
係
な
い
」
と
は
、

こ
れ
と
同
じ
く
客
観
性
に
つ
い
て
の
言
い
回
し
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
程
に
よ
り
、
「
天
理
」
は
「
沖
漠
と
し
て
朕
無
し
」
、
つ
ま
り
形
態
や
具
象

を
超
え
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
一
方
、
形
の
上
（
い
わ
ば
「
形
而
上
」
）
の
「
理
」

も
決
し
て
内
実
が
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
木
の
根
の
よ
う
に
、
現
実
の
道
徳
秩
序
の
根
拠
た
る
「
天
理
」
も
、
「
無

形
無
兆
」
で
あ
っ
て
も
、
人
の
作
為
や
計
ら
い
に
よ
る
も
の
と
な
れ
ば
、
道
徳

秩
序
そ
の
も
の
が
捏
造
さ
れ
た
も
の
、
い
わ
ば
「
教
入
塗
轍
」
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
「
塗
轍
」
も
現
在
で
は
「
途
轍
」
と
書
き
改
め
ら
れ
、
文
字

通
り
の
「
道
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
、
今
で
い
う
「
途
轍
の
な
い
」
の
よ

う
な
「
す
じ
み
ち
」
の
意
味
で
あ
る
。
二
程
の
論
述
の
最
後
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

世
間
に
「
途
轍
」
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
一
元
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ま
と
め

ら
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
う
い
う
一
元
的
な
「
途
轍
」
と
は
、
決
し
て
人

の
主
観
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
客
観
的
な
「
天
理
」
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
形
而
上
に
引
き
上
げ
、
「
天
理
」
の
一
元
性
と
客
観
性
を
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
は
と
も
か
く
、
同
じ
道
徳
秩
序
に
お

け
る
真
理
の
客
観
性
を
追
求
す
る
論
述
に
し
て
も
、
二
程
の
論
法
の
独
特
性
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

 
 

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
道
徳
秩
序
に
対
し
て
、
統
一
性
と
客
観
性
に
基
づ
い

て
論
じ
る
の
は
、
当
時
の
儒
学
者
の
共
通
点
だ
と
言
え
よ
う

（
６
）

。
広
く
い
え
ば
、

こ
の
こ
と
は
古
代
中
国
の
学
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
必
ず
辿
り
つ
く
と
こ
ろ
だ
と

も
言
え
る
。
張
光
直
氏
は
『
連
続
と
破
裂

―
文
明
起
源
新
生
の
草
稿
』
と
い

う
一
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
中
国
の
古
代
文
明
に
注
目
さ
れ
る
特

徴
の
一
つ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
一
つ
の
全
体
的
な
宇
宙

形
成
論
の
枠
組
み
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
牟
復
礼
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
『
真
の
中
国
の
宇
宙
起
源
論
は
、
あ
る
種
有
機
的
で
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク

な
起
源
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
宇
宙
全
体
の
構
成
成
分
は
、
同
じ
有
機
的
な
全
体

に
属
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
す
べ
て
が
参
加
者
と
し
て
自
発
自
生
な
シ
ス

テ
ム
の
中
で
相
互
作
用
し
て
い
る

（
７
）

。
』
」
一
つ
の
理
想
的
な
総
体
の
中
で
こ
そ
、

異
な
る
個
体
が
初
め
て
適
切
な
状
態
と
な
り
得
る
、
こ
れ
は
、
ど
の
時
代
の
中

日本儒教学会報 五
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国
人
も
共
有
し
て
い
る
観
念
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
道
徳
秩
序
に
お
け
る
観
念
は
、
時
代
の
課
題
に
焦
心
し
た
宋
代

学
者
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
学
説
に
よ
っ
て
異
な
る
点
は
む
し
ろ
、

そ
の
統
一
的
で
客
観
的
な
「
道
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
に
論
じ

る
か
と
い
う
問
題
を
巡
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
朱
熹
が
唱
え
た
、
宋

代
初
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
価
値
観
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
は
、
二
程
に
よ
り
初

め
て
は
っ
き
り
と
言
い
表
さ
れ
た
と
い
う
説
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
学
説
理

論
と
し
て
如
何
に
「
統
一
性
」
と
「
客
観
性
」
を
成
し
遂
げ
た
か
と
い
う
点
に

基
準
を
据
え
、
朔
、
濂
、
関
学
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
二
程
の
洛
学
、

謂
わ
ば
理
学
の
議
論
方
式
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　

二
、
形
而
上
へ
の
関
心

　

物
事
の
本
原
を
「
形
而
上
」
い
わ
ば
無
形
無
象
の
次
元
で
捉
え
る
の
は
、
二

程
か
ら
始
ま
っ
た
考
え
方
で
は
な
い
。
「
形
而
上
」
と
い
う
こ
の
表
現
は
、
現

在
「
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
」
の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、
実
は
『
易
経
』
の

「
形
而
上
者
謂
之
道
、
形
而
下
者
謂
之
器
」
（
『
繫
辭
伝
』
）
に
由
来
し
た
古
語
で

あ
る
。
無
論
、
『
易
経
』
に
載
る
こ
の
文
言
は
、
宋
代
の
儒
学
者
た
ち
の
熟
知

す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
北
宋
初
期
ま
で
遡
る
と
、
易
学
に
お
け
る
「
形
而
上
」
の
理
論
を

充
分
に
発
揮
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
道
学
の
枠
組
み
か
ら
一
旦
離
れ
れ
ば
、

儒
学
者
た
ち
に
と
っ
て
あ
ま
り
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。

　

道
学
者
た
ち
と
親
交
を
持
ち
、
朔
学
の
代
表
者
た
る
司
馬
光
は
、
そ
う
し
た

典
型
的
な
一
人
で
あ
っ
た

（
８
）

。
（
司
馬
光
の
学
問
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
主
に
史

学
方
面
の
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
同
時
に
易
学
に
も
気
を
配
っ
て
い
る

の
も
看
過
す
べ
き
な
い
。
彼
は
『
太
玄
』
を
ま
ね
て
自
分
な
り
の
易
学
シ
ス
テ

ム
『
潜
虚
』
を
作
り
、
ま
た
『
温
公
易
説
』
を
著
し
た
。
）
司
馬
光
が
「
形
而

上
者
謂
之
道
」
一
節
に
付
け
た
注

―
「
無
形
の
中
、
自
然
に
此
の
至
理
が
あ

る
」
（
『
溫
公
易
説
』
卷
五
）
か
ら
見
れ
ば
、
無
形
の
次
元
に
言
及
し
て
い
る
ば

か
り
か
、
「
理
」
と
い
う
言
葉
を
持
っ
て
「
道
」
を
解
釈
し
て
い
た
。
し
か
し
、

司
馬
光
の
易
学
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
い
う
言
い
方
は
経
典
注
釈
に
お
け
る
通
説

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
彼
に
と
っ
て
道
徳
秩
序
に
お
け

る
「
統
一
性
」
と
「
客
観
性
」
を
論
じ
る
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
形
而
上
」
に
つ

い
て
敷
衍
す
る
ま
で
も
な
く
別
の
論
法
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
二
程
の
「
形
而
上
」
に
対
す
る
関
心
は
、
い
っ
た
い
学
術
的
な

趣
味
だ
け
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
前
節
で
掲
げ
た
「
統
一
性
」
と
「
客
観
性
」

を
求
め
る
コ
モ
ン
セ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
配
慮

が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
答
え
る
た
め
、
ま
ず
、
「
形
而
上
」
へ
の
関
心
を
持
た

な
い
司
馬
光
の
理
論
の
経
緯
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
一
）

　

秩
序
の
「
統
一
性
」
と
「
客
観
性
」
に
対
す
る
司
馬
光
の
独
特
な
論
法
は
、「
義

は
數
よ
り
出
づ
れ
ば
な
り
」
と
い
う
易
学
の
主
張
か
ら
見
て
取
れ
る
。

或
ひ
と
曰
く
「
聖
人
の
易
を
作
る
や
、
數
の
為
か
、
義
の
為
か
。
」
と
。

曰
く
「
皆
之
が
為
な
り
。
」
と
。
「
二
者
孰
れ
か
急
な
る
。
」
曰
く
「
義
急

な
り
、
數
も
亦
た
急
な
り
。
」
と
。
「
何
為
れ
ぞ
數
の
急
な
る
。
」
曰
く
「
義

は
數
よ
り
出
づ
れ
ば
な
り
。
」
と
。
「
義
は
何
為
れ
ぞ
數
よ
り
出
づ
る
。
」

曰
く
「
禮
樂
刑
徳
は
、
隂
陽
な
り
。
仁
義
禮
智
信
は
、
五
行
な
り
。
義
は

數
よ
り
出
で
ざ
ら
ん
や
。
故
に
君
子
義
を
知
り
て
數
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
善

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して
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と
雖
も
之
を
統
ぶ
る
所
無
し
。
」
と
。
（
『
溫
公
易
説
』
「
易
総
論
」
）

　

『
易
経
』
に
お
け
る
象
数
派
と
義
理
派
の
対
立
は
古
く
か
ら
因
縁
あ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
こ
で
の
設
問

―
「
聖
人
の
易
を
作
る
や
、
數
の
為
か
、
義
の
為

か
」
に
は
、
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
司
馬
光
が
「
皆

之
が
為
な
り
」
と
回
答
し
た
の
は
、
象
数
か
義
理
か
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
然
の

法
則
と
人
の
道
義
を
別
物
と
し
て
分
割
し
て
見
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を

主
張
す
る
た
め
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
司
馬
光
は
「
義
は
數
よ

り
出
づ
れ
ば
な
り
」
と
し
て
、
「
数
」
の
根
源
性
を
強
調
す
る
。

　

「
義
は
數
よ
り
出
づ
れ
ば
な
り
」
と
い
う
説
に
は
、
彼
が
禮
樂
や
刑
徳
を
「
陰

陽
」
に
代
表
さ
れ
る
「
二
」
と
し
て
、
仁
義
禮
智
信
を
「
五
行
」
に
代
表
さ
れ

る
「
五
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
客
観

的
に
人
の
道
義
に
合
理
性
を
付
け
よ
う
と
す
る
意
思
が
見
ら
れ
る
。

　

一
方
、
彼
が
主
張
し
た
「
義
は
数
に
よ
る
」
と
い
う
説
に
よ
り
、
そ
の
着
目

し
た
現
実
問
題
も
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
謂
わ
ば
「
数
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
善

を
知
っ
て
も
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
、
つ
ま
り
、
多
様
な
倫
理
価

値
を
整
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
数
」
が
価
値
の
統
合
に
関
係
す

る
の
か
。
「
二
」
と
し
て
の
陰
陽
や
「
五
」
と
し
て
の
五
行
五
常
が
示
す
よ
う
に
、

こ
こ
で
い
う
「
数
」
は
あ
る
種
の
関
係
モ
デ
ル
に
当
た
る
。

　

司
馬
光
の
主
張
し
た
「
善
」
を
統
合
す
る
モ
デ
ル
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、「
五

行
」
の
「
五
」
に
基
づ
く
秩
序
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
『
溫
公
易
説
』
で
は
、
前

節
で
示
し
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
「
陰
陽
」
・
「
五
行
」
を
共
に
用
い
て
天
地
秩

序
を
解
説
す
る
一
方
で
、
基
本
的
に
は
「
五
常
」
・
「
五
事
」
・
「
五
官
」
な
ど
の

枠
組
み
で
人
間
社
会
の
倫
理
価
値
を
語
っ
て
い
る
。
彼
の
独
創
的
な
易
学
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
『
潛
虛
』
も
、
「
五
」
の
構
造
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
（
９
）

。
両
儀
の
「
二
」
、
四
時
四
方
の
「
四
」
、
五
行
五
常
の
「
五
」
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
伝
統
易
学
に
昔
か
ら
由
来
し
た
象
数
学
概
念
で
あ
る
。
司
馬
光
は
無

意
識
的
に
こ
れ
ら
を
継
承
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
数
」
に
お
け

る
選
択
に
は
、
司
馬
光
の
「
統
一
」
へ
の
考
え
方
が
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図
式
で
、
五
行
を
四
方
（
東
西
南
北
）
に
配
列
す
れ
ば
、
中
央
の
「
中
」
が
目

に
付
い
て
く
る
。
司
馬
光
は
『
潛
虛
』
「
名
図
」
に
お
い
て
、
巧
妙
に
「
五
行
」

の
構
造
を
利
用
し
、
対
立
す
る
元
素
―
―
「
水
・
火
」
や
「
木
・
金
」
の
間
に
、

沖
和
の
性
質
を
持
つ
「
土
」
を
中
間
に
置
き
、
そ
の
調
和
す
る
役
割
を
強
調
し

た
）
（1
（

。

　

同
じ
文
脈
に
お
い
て
、
「
五
」
は
「
三
」
に
も
簡
約
せ
ら
れ
る
。

光
謂お

も

へ
ら
く
、
「
易
に
太
極
有
り
」
は
、
一
の
謂
ひ
な
り
。
分
れ
て
陰
陽

と
為
り
、
陰
陽
の
間
に
必
ず
中
和
有
り
、
故
に
夫
れ
一
た
び
之
を
衍
げ
て

則
ち
三
に
し
て
小
成
す
。
（
『
溫
公
易
説
』
卷
五
）

「
一
た
び
之
を
衍
げ
て
」
と
い
う
の
は
、「
太
極
」
と
い
う
本
原
の
「
一
」
か
ら
、「
陰

陽
」
に
分
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
、
司
馬
光
独
自
の
論
法
が
見
ら
れ
る
。

「
一
」
か
ら
一
度
推
衍
す
れ
ば
、
「
二
」
で
な
く
「
三
」
に
至
る
と
彼
が
言
う
の

は
、
「
太
極
」
が
「
陰
」
・
「
陽
」
と
に
分
か
れ
れ
ば
、
そ
の
間
に
必
ず
「
中
和
」

と
い
う
第
三
の
概
念
が
共
に
出
て
く
る
。
司
馬
光
の
い
う
「
三
」
や
「
五
」
に

は
い
ず
れ
も
、
「
中
」
の
概
念
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
陰
陽
」
や
「
水

火
・
金
木
」
の
よ
う
な
分
立
し
て
対
立
す
る
も
の
を
、
調
和
し
て
統
合
す
る
作

用
を
担
う
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
関
係
モ
デ
ル
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
数
を

知
り
、
善
を
統
合
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

 
 

司
馬
光
の
思
想
に
お
け
る
「
中
」
の
重
要
性
は
、
従
来
の
研
究
者
に
も
注
目

さ
れ
て
き
た
。
「
中
」
は
「
三
」
や
「
五
」
に
見
ら
れ
る
「
一
つ
」
の
み
な
ら
ず
、「
太

極
」
と
い
う
人
間
価
値
の
根
拠
や
天
地
生
成
の
本
原
と
し
て
の
「
一
」
で
も
あ

る
）
（（
（

。
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『
溫
公
易
説
』「
易
有
太
極
」
の
一
節
で
、
司
馬
光
は
次
の
よ
う
に
注
を
与
え
た
。

太
極
と
は
、
中
な
り
、
至
な
り
、
一
な
り
。
凡
そ
物
の
未
だ
分
れ
ず
、
混

と
し
て
一
た
る
は
、
皆
太
極
た
り
。
（
中
略
）
太
極
と
は
何
ぞ
や
。
陰
陽

混
一
し
て
、
化
の
本
原
な
り
。
太
極
と
は
、
一
な
り
、
物
の
合
な
り
、
數

の
元
な
り
。

こ
こ
で
、
司
馬
光
は
万
物
が
分
か
れ
て
い
な
い
状
態
の
「
一
」
と
「
中
」
を
同

じ
く
「
太
極
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
い
う
「
混
と
し
て

一
た
る
」
、
「
物
の
合
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
見
解
が

分
か
れ
て
い
る

―
「
一
」(
即
ち
「
太
極
」
・
「
中
」)

を
宇
宙
生
成
論
の
意

味
で
捉
え
、
差
異
相
に
あ
る
万
物
が
分
化
す
る
前
の
状
態
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
一
方
、
思
想
上
の
概
念
が
個
々
に
細
分
化
さ
れ
る
前
の
抽
象
的
な

全
体
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る

）
（1
（

。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
司
馬
光
は
「
五
」
と
い
う
象
数
に
基
づ
き
、
「
中
」
を
原

則
と
し
て
、「
五
合
一
」
と
い
う
関
係
モ
デ
ル
で
、
秩
序
の
統
一
性
を
描
写
し
た
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
前
述
し
た
分
立
し
て
対
立
す
る
も
の
の
間
に

立
つ
調
和
者
が
強
調
さ
れ
る
の
と
同
様
、
人
間
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
に
と
あ

る
超
然
的
な
維
持
者
が
重
要
視
さ
れ
る
。
こ
の
維
持
者
自
身
も
全
体
か
ら
出
発

し
、
偏
ら
ず
に
「
中
道
」
を
行
う
か
ら
こ
そ
、
対
立
す
る
異
見
者
が
調
和
さ
れ
、

秩
序
の
統
一
が
保
ち
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
政
治
に
反

映
さ
せ
れ
ば
、
中
立
し
て
諸
方
を
統
合
す
る
と
い
う
君
主
像
が
鮮
明
と
な
っ
て

く
る
。
絶
え
間
な
い
政
治
争
い
に
翻
弄
さ
れ
た
司
馬
光
の
生
涯
に
照
ら
し
合
わ

せ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
心
が
け
も
よ
し
な
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

 
 

し
か
し
、
自
然
法
則
を
敷
衍
し
て
、
客
観
的
で
合
理
的
な
道
徳
秩
序
を
求
め

る
と
い
う
目
標
か
ら
検
討
す
れ
ば
、こ
の
理
論
は
本
当
に
主
観
の
参
与
な
し
に
、

「
統
一
性
」
を
「
客
観
的
」
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

 

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
司
馬
光
の
唱
え
る
「
中
和
」
の
重
要
性
と
「
統
合
」

の
正
当
性
は
、
ま
さ
し
く
異
質
な
も
の
（
陰
と
陽
、
水
と
火
）
が
本
質
上
相
容

れ
な
い
と
い
う
基
礎
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

陰
陽
相
ひ
讓
ら
ず
、
五
行
相
ひ
容
れ
ざ
る
は
、
正
な
り
。
陰
陽
醇
に
し
て

五
行
雜
な
ら
ざ
る
は
、
中
な
り
。
陽
盛
ん
な
れ
ば
則
ち
陰
微
へ
、
陰
盛
ん

な
れ
ば
則
ち
陽
微
ふ
。
火
進
め
ば
則
ち
木
退
き
、
土
興
れ
ば
則
ち
水
衰
ふ
。

陰
陽
の
治
、
少
き
こ
と
無
く
多
き
こ
と
無
し
。
五
行
の
守
、
偏
る
こ
と
無

く
頗
な
る
こ
と
無
し
。
之
を
尸
（
つ
か
さ
ど
）
る
者
は
其
れ
太
極
か
。
故

に
太
極
の
德
は
一
の
み
。
（
『
溫
公
易
説
』
「
易
有
太
極
章
」
註
）

「
陰
陽
は
相
譲
ら
ず
、
五
行
は
相
容
れ
な
い
」
は
「
正
」
、
即
ち
然
る
べ
き
と
さ

れ
、
陰
陽
五
行
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
さ
せ
る
「
中
」
は
異
質
な
も
の
か
ら
独
立
し

た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
異
質
な
も
の
自
身
が
本
質
的
に
は
衝
突
せ

ざ
る
を
得
ず
、
外
在
の
力
を
借
り
て
調
和
し
統
合
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
 

こ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
司
馬
光
に
と
っ
て
、
宇
宙
生
成

の
本
原
（
太
極
の
「
一
」
）
で
も
あ
り
、
具
体
的
な
事
柄
（
五
行
の
土
に
当
た

る
「
一
」
）
で
も
あ
る
「
中
」
が
、
な
ぜ
生
成
の
本
原
で
あ
り
な
が
ら
、
分
化

後
に
も
、
依
然
と
し
て
万
物
に
作
用
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
解
決
で

き
な
い
。
陳
睿
超
氏
が
『
司
馬
光
易
学
研
究
』
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ

う
し
た
困
難
は
、
本
体
論
的
な
「
根
原
」
と
宇
宙
発
生
論
的
な
「
本
源
」
が
畢

竟
並
存
で
き
な
い
こ
と
か
ら
く
る
。
し
か
し
、
司
馬
光
は
そ
れ
を
意
識
し
て
い

な
い

）
（1
（

。
論
理
的
に
み
れ
ば
、
部
分
や
個
人
が
「
本
性
的
に
相
容
れ
な
い
存
在
」

だ
と
す
れ
ば
、
自
然
に
「
合
一
」
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、

却
っ
て
統
一
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ

に
お
い
て
、
『
孟
子
』
告
子
篇
の
性
に
対
す
る
批
判
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
人
間
の
本
性
を
そ
こ
ね
て
仁
義
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か

）
（1
（

。
」

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して
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こ
の
論
法
に
従
え
ば
、
価
値
観
の
統
合
と
い
う
理
想
自
体
に
人
為
的
な
設
定
が

混
ざ
っ
て
し
ま
う
嫌
い
が
生
じ
て
し
ま
い
、
「
中
和
」
か
ら
派
生
し
た
倫
理
価

値

―
君
臣
の
間
の
忠
、
父
子
の
間
の
孝
、
友
人
の
間
の
義
な
ど

―
も
、
か

え
っ
て
司
馬
光
自
身
が
批
判
し
た
「
一
存
で
仁
義
礼
楽
を
作
る
」
こ
と
に
陥
り

か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

（
二
）

　

司
馬
光
の
学
問
は
史
学
を
基
と
し
て
、
実
務
を
重
視
し
、
特
に
禅
学
の
よ
う

な
空
理
空
論
に
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
た
。
二
程
は
司
馬
光
の
儒
学
を
守
る
立
場

を
高
く
評
価
し
た
も
の
の
、
彼
の
見
識
に
つ
い
て
は
「
禅
学
以
下
だ
」
と
批
判

し
た

）
（1
（

。
『
二
程
外
書
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
逸
話
が
載
っ
て
い
る

―
司
馬
光

が
『
中
庸
』
を
注
釈
し
て
い
た
際
、
疑
問
が
生
じ
て
中
断
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
程
顥
が
「
冒
頭
の
『
天
の
命
ず
る
を
こ
れ
性
と
謂
う
』
一
句
か
ら
疑
念
を

抱
く
べ
き
だ
」
と
揶
揄
し
た

）
（1
（

。
こ
の
批
判
か
ら
、
形
而
上
を
重
視
し
た
と
い
う

二
程
の
立
場
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
物
事
の
本
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

こ
と
に
も
認
識
の
分
岐
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

『
繫
辭
伝
』
の
「
一
陰
一
陽
、
こ
れ
道
と
謂
う
」
（
一
陰
一
陽
之
謂
道
）
）
に

対
す
る
司
馬
光
と
二
程
の
解
釈
を
以
下
に
並
べ
て
み
よ
う
。

光
聞
く
な
ら
く
、
一
陰
一
陽
を
之
道
と
謂
ふ
、
然
る
に
變
じ
て
之
に
通
ず

る
は
、
未
だ
始
め
よ
り
中
和
に
由
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
「
答
李
大

卿
孝
基
書
」
『
温
国
文
正
司
馬
公
文
集
』
巻
六
十
一
）

道
は
陰
陽
に
非
ざ
る
な
り
。
一
陰
一
陽
す
る
所
以
は
道
な
り
。
（
『
二
程
遺

書
』
卷
三
）

「
陰
陽
」
は
易
学
に
お
い
て
、
差
異
性
を
対
概
念
と
し
て
概
括
的
に
表
現
す
る

も
の
で
あ
る
。
性
質
と
し
て
の
陰
陽
・
剛
柔
、
時
間
と
し
て
の
昼
夜
・
生
死
、

価
値
と
し
て
の
善
悪
・
盛
衰
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
対
概
念
に
概
括
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
一
度
「
陰
陽
」
と
い
う
対
立
す
る
「
二
」
を
以
て
「
道
」
を

捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
「
道
」
の
統
一
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
司
馬

光
の
構
想
は
、
異
質
な
も
の
を
疎
通
す
る
媒
質
、
い
わ
ば
「
中
和
」
と
い
う
第

三
の
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
二
程
は
「
道
」
を
「
然
る

所
以
」
と
し
て
提
示
し
た
。
こ
こ
で
、
「
道
は
陰
陽
に
非
ざ
る
な
り
。
一
陰
一

陽
す
る
所
以
は
道
な
り
」
と
い
う
表
現
に
、
「
陰
陽
」
と
「
一
陰
一
陽
」
の
違

い
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
陰
陽
」
と
い
う
静
的
表
現
と
比
べ
て
、
「
一

陰
一
陽
」
と
い
う
表
現
は
動
的
な
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
二
程
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
感
」
で
あ
る
。

陰
陽
す
る
所
以
は
道
な
り
。
既
に
氣
を
曰
へ
ば
、
便(

た
ち
ま)

ち
是
れ

二
な
り
。
開
闔
を
言
へ
ば
、
已
に
是
れ
感
な
り
。
既
に
二
な
れ
ば
便
ち
感

有
り
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷
十
五
）

こ
こ
で
は
、
「
一
陰
一
陽
」
を
用
い
ず
、
「
陰
陽
す
る
所
以
は
道
な
り
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
程
頤
が
更
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
気
」
の
次
元
か
ら
言
え

ば
「
二
な
り
」
、
つ
ま
り
「
陰
陽
」
と
い
う
差
異
性
を
持
っ
て
い
る
。
「
開
闔
」

と
い
う
の
も
、
門
が
開
い
て
陽
気
が
生
息
し
て
い
き
、
門
が
閉
ざ
さ
れ
て
陽
気

が
収
斂
し
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
陰
陽
に
お
け
る
盛
衰
の
変

化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
二
な
れ
ば
便
ち
感
有
り
」
が
提
示
す
る
の
は
、
「
陰

陽
」
の
よ
う
な
「
気
」
の
次
元
で
異
質
な
も
の
が
、
必
ず
互
い
に
作
用
し
て
い

て
、
次
第
に
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

 
 

二
程
の
論
法
に
よ
れ
ば
、
異
質
な
も
の
の
間
に
は
必
然
的
に
そ
の
本
性
に
よ

る
相
互
作
用
（
「
感
」
）
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
道
」
の
「
然
る
所
以
」
と
し
て

提
示
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
「
一
陰
一
陽
」
に
お
け
る
相
互
作
用
を
必
然
か
つ

日本儒教学会報 五
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自
然
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
「
教
入
塗
轍
」

の
よ
う
な
根
拠
の
な
い
設
定
や
、
人
為
的
な
思
い
込
み
を
よ
り
鮮
明
に
否
定
し

た
と
い
え
よ
う
。

 
 

と
は
い
え
、
こ
う
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
客
観
性
は
現
実
に
お
い
て
無
条
件

に
肯
定
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
二
程
が
「
一
陰
一
陽
」
に
求
め
た
「
然
る
所
以
」

は
、
老
荘
で
い
う
「
仁
義
を
捨
て
て
始
め
て
、
天
地
の
徳
と
暗
合
す
る

）
（1
（

」
と
は

趣
が
異
な
り
、
現
代
科
学
の
意
味
で
言
う
自
然
法
則
と
も
異
な
り
、
常
に
人
の

世
に
お
け
る
善
悪
是
非
と
い
う
価
値
判
断
を
伴
う
も
の
で
あ
る

）
（1
（

。 

　

さ
れ
ば
こ
そ
、
二
程
は
ま
た
、
司
馬
光
が
「
中
」
を
以
て
解
決
し
よ
う
と
し

た
問
題
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
異
質
な
も
の
の
間
に

お
け
る
相
互
作
用
が
任
意
で
あ
れ
ば
、
混
乱
や
衝
突
を
き
た
さ
ざ
る
を
え
な
い

し
、
こ
の
相
互
作
用
で
変
化
す
る
世
界
も
無
秩
序
と
な
っ
て
し
ま
う
。
「
変
」

に
対
す
る
「
不
変
」
、
「
差
異
」
に
対
す
る
「
統
一
」
を
追
求
す
る
姿
勢
は
、
二

程
が
「
然
る
所
以
」
の
「
道
」
を
「
形
而
上
」
の
「
理
」
と
し
て
認
識
し
た
こ

と
か
ら
も
看
取
で
き
る
。

陰
陽
を
離
れ
了お

わ

れ
ば
更
に
道
無
し
。
陰
陽
す
る
所
以
は
是
れ
道
な
り
。
陰

陽
と
は
、
氣
な
り
。
氣
は
是
れ
形
而
下
の
者
、
道
は
是
れ
形
而
上
の
者
な

り
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷
十
五
）

「
陰
陽
を
離
れ
了
れ
ば
更
に
道
無
し
」
と
い
う
以
上
、
な
ぜ
形
而
上
・
形
而
下

を
か
っ
ち
り
区
別
し
て
「
然
る
所
以
」
を
論
じ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

こ
こ
に
お
け
る
問
題
意
識
は
、
二
程
の
「
気
」
を
本
原
と
す
る
論
法
へ
の
批
判

か
ら
見
ら
れ
る
。

氣
の
外
に
神
無
く
、
神
の
外
に
氣
無
し
。
或
ひ
は
清
ら
か
な
る
者
を
神
と

謂
へ
ば
、
則
ち
濁
れ
る
者
は
神
に
非
ざ
る
か
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷
十
一
）

清
虛
一
大
を
立
て
て
萬
物
の
源
と
為
す
は
、
恐
ら
く
未
だ
安
か
ら
ず
。
須

ら
く
清
濁
虛
實
を
兼
ね
、
乃
ち
神
と
言
ふ
べ
し
。
道 

物
を
體
し
て
遺
さ
ず
、

應
に
方
所
有
る
べ
か
ら
ず
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷
二
上
）

こ
の
二
条
目
は
張
載
の
「
太
虚
」
と
い
う
無
形
の
気
を
本
体
と
す
る
主
張
に
対

す
る
発
言
だ
と
考
え
ら
れ
る

）
（1
（

。
張
載
は
「
清
通
し
て
象
す
べ
か
ざ
る
」
の
気

（
い
わ
ば
「
神
」
）
を
無
形
と
有
形
を
貫
通
す
る
も
の
だ
と
す
る
論
法
で
、
世
界

の
統
一
性
を
説
明
し
て
き
た

）
11
（

。
第
一
条
目
に
お
け
る
程
顥
の
批
判
と
は
、
「
気
」

を
本
体
と
す
れ
ば
、
無
形
と
有
形
、
清
と
濁
を
貫
通
す
る
こ
と
は
説
明
し
に
く

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
も
し
「
神
」
が
「
気
」
で
あ
れ

ば
、
「
清
」
に
属
す
る
か
あ
る
い
は
「
濁
」
に
属
す
る
か
、
い
ず
れ
か
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
程
顥
が
「
清
虚
一
大
」
を
本
体
と
す
る
言
い
方

は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
な
い
と
い
の
は
、
万
物
の
統
一
的
な
本
た
る
「
道
」
が
、

必
ず
清
・
濁
、
虚
・
実
を
兼
ね
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
片
方
を
遺
す
べ
き
で
は

な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

張
載
の
い
う
「
神
」
は
、
「
象
す
べ
か
ざ
る
」
も
の
と
し
て
い
る
が
、
結
局

は
「
気
」
の
次
元
に
帰
着
さ
れ
た
。
理
学
の
後
継
者
た
る
朱
子
が
二
程
の
話
を

継
い
で
評
論
し
た
よ
う
に
、
「
そ
も
そ
も
横
渠
は
形
而
上
に
つ
い
て
語
ろ
う
と

し
た
が
、
返
っ
て
形
而
下
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
が
一
番
は
っ
き
り

し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
だ

）
1（
（

」
。
張
載
が
気
か
ら
「
一
」
を
説
明
し
て
い
る
、
こ
の

よ
う
に
形
而
下
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
、
世
界
の
統
一
を
言
い
当
て
る
こ
と
は

難
し
い
の
で
あ
ろ
う

）
11
（

。
気
本
論
に
お
け
る
根
本
的
な
問
題
は
、
司
馬
光
と
同
じ

く
「
統
一
」
を
説
明
す
る
た
め
、
対
立
す
る
異
質
な
も
の
に
、
第
三
の
概
念
を

導
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

二
程
が
形
而
上
を
語
る
際
、
畢
竟
「
変
」
（
気
）
に
「
不
変
」
（
理
）
を
求
め

る
こ
と
に
関
心
が
お
か
れ
て
い
る
。
程
頤
は
荘
子
の
「
斉
物
論
」
を
次
の
よ
う

に
批
判
し
た
。

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して
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莊
子
の
意
、
物
の
理
を
齊
へ
ん
と
欲
す
る
か
。
物
の
理
は
從
來
よ
り
齊

ひ
た
り
。
何
ぞ
莊
子
を
待
て
後
に
齊
は
ん
。
若
し
物
の
形
を
齊
ふ
れ

ば
、
物
の
形
從
來
よ
り
齊
は
ず
、
如
何
に
齊
ひ
得
ん
。
（
『
二
程
遺
書
』
卷

二
十
二
）

　

程
頤
の
『
齊
物
論
』
に
対
す
る
理
解
の
当
否
は
と
も
か
く
、
彼
が
注
目
し
て

い
る
の
は
、
「
斉
」
即
ち
「
統
一
」
へ
の
認
識
方
式
で
あ
る
。
「
物
の
形
從
來
よ

り
齊
は
ず
」
と
い
う
の
は
、
形
象
と
い
う
知
覚
物
の
次
元
で
は
、
物
事
は
必
ず

異
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
形
」で
な
く
「
形
」
の
「
上
」
、

つ
ま
り
「
理
」
の
次
元
で
「
一
」
（
「
斉
」
）
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
二
程
に

お
け
る
理
学
の
論
法
は
、
「
統
一
」
に
対
す
る
よ
り
客
観
的
な
認
識
方
式
と
、

よ
り
適
切
な
表
現
方
法
へ
の
模
索
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

二
程
は
「
理
」
を
形
象
と
い
う
知
覚
物
の
次
元
を
超
え
て
い
る
も
の
だ
と
主

張
す
る
が
、
「
気
」
の
根
拠
た
る
「
天
理
」
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
木

の
根
の
如
く
見
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
枝
葉
と
は
一
貫
し
て
お
り
、
決
し

て
内
実
の
な
い
虚
ろ
な
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
こ
の
内
実
と
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
大
雑
把
に
、
儒
教
の
仁
義
礼
楽
だ
と
答
え
を
出
し
て
も
、
と

て
も
納
得
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
形
象
を
超
え
た
次
元
の
も
の
を
伝
え
る
に
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
次
節

で
は
学
説
を
構
築
す
る
方
式
に
つ
い
て
、
二
程
の
理
学
論
法
を
さ
ら
に
検
討
し

よ
う
。

　
　
　
　

三
、
理
学
に
お
け
る
議
論
方
式
の
構
築

　

理
論
を
伝
え
る
た
め
に
、
ま
ず
、
伝
え
よ
う
と
す
る
内
容
に
相
応
し
い
表
現

方
法
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
に
お
け
る
創
造
的

な
動
き
は
、
北
宋
に
勃
興
し
た
「
図
書
学
」
に
見
ら
れ
る
。
「
図
書
学
」
に
お

け
る
「
図
」
と
は
『
河
図
』
、「
書
」
と
は
『
洛
書
』
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、『
河

図
』
と
『
洛
書
』
の
よ
う
に
図
式
を
も
っ
て
、
『
易
経
』
に
の
せ
ら
れ
た
理
論

を
解
説
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
文
で
言
及
し
た
司
馬
光
の
『
潛
虛
』
も
そ
の
例

の
一
つ
で
あ
る
。

　

伝
統
的
な
道
学
者
系
譜
の
中

）
11
（

、
象
数
伝
統
の
「
五
行
」
を
継
承
し
、
図
式
を

も
っ
て
世
界
秩
序
を
掲
示
し
た
者
に
は
、
周
敦
頤
が
い
る
。
周
敦
頤
の
代
表
作

に
は
『
太
極
圖
』
が
あ
り
、
そ
の
『
圖
説
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
周
敦
頤
『
太
極
圖
』
、
『
朱
子
全
書
』
）

無
極
に
し
て
太
極
。
太
極
動
い
て
陽
を
生
じ
、
動
極
ま
り
て
靜
、
靜
な
れ

ば
陰
を
生
じ
、
靜
極
ま
り
て
復
た
動
。
（
中
略
）
五
行
は
、
一
陰
陽
な
り
。

陰
陽
は
、
一
太
極
な
り
。
太
極
、
本
と
無
極
な
り
。
五
行
の
生
ず
る
や
、

各
々
其
の
性
を
一
に
す
。
無
極
の
真
、
二
五
の
精
、
妙
合
し
て
凝
り
、「
乾

道
男
を
成
し
、
坤
道
女
を
成
し
」
、
二
氣
交
感
し
て
、
萬
物
を
化
生
す
。
（
中

略
）
聖
人
之
を
定
む
る
に
中
正
仁
義
を
以
て
し
て
、
靜
を
主
と
し
、
人
極

を
立
て
り
。
故
に
「
聖
人
は
天
地
と
其
の
德
を
合
は
せ
、
日
月
と
其
の
明

を
合
は
せ
、
四
時
と
其
の
序
を
合
は
せ
、
鬼
神
と
其
の
吉
凶
を
和
す
。
」（
『
太

極
圖
説
』
）

日本儒教学会報 五
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世
界
の
統
一
性
に
お
い
て
周
敦
頤
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
「
太
極
→
陰
陽
→

五
行
」
の
よ
う
な
「
五
が
二
に
帰
す
、
二
が
一
に
帰
す
」
と
い
う
関
係
モ
デ
ル

で
あ
る
。
冒
頭
の
「
無
極
而
太
極
」
に
よ
り
、
「
太
極
」
を
世
界
の
本
原
と
し

て
形
而
上
の
領
域
に
ま
で
引
き
上
げ
る
と
い
う
意
識
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る

）
11
（

。

「
聖
人
は
中
正
仁
義
を
以
て
定
め
、
靜
を
主
と
し
て
、
人
極
を
立
つ
」
、
「
人
極
」

と
は
、
即
ち
人
間
秩
序
の
基
本
法
則
で
、
後
文
で
述
べ
る
「
中
正
仁
義
」
と
い

う
価
値
倫
理
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
う
い
う
価
値
倫
理
の
根
本
を
「
静
」
だ
と
主

張
す
る
の
は
、
彼
が
「
無
極
」
で
「
太
極
」
を
認
識
す
る
、
つ
ま
り
虚
静
無
為

を
も
っ
て
本
原
を
認
識
す
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

　

図
式
も
「
五
行
」
説
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
伝
統
易
学
に
昔
か
ら
由
来
す

る
理
論
方
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
奇
数
の
「
五
」（
五
行
五
常
）と
偶
数
の
「
四
」（
四

時
四
方
）
と
組
み
合
わ
せ
る
場
合
、
齟
齬
を
き
た
さ
ざ
る
を
え
な
い

）
11
（

。
こ
の
よ

う
な
不
一
致
と
解
説
の
主
観
性
が
、
象
数
の
確
実
性
に
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
た
。

司
馬
光
と
同
時
代
の
象
数
学
者
で
あ
る
邵
雍
は
「
加
一
倍
法
」
に
よ
っ
て
「
四
」

に
基
づ
く
秩
序
を
構
築
し
、
五
行
説
を
徹
底
的
に
放
棄
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
二
程
が
構
築
し
た
理
学
論
法
は
、
ま
ず
、
図
式
で
世
界

秩
序
を
呈
示
す
る
仕
方
を
放
棄
し
、
「
辞
」
即
ち
言
語
で
学
説
を
立
て
た
。
さ

ら
に
、
「
五
行
」
を
徹
底
的
に
捨
て
て
、
「
対
」
と
い
う
構
造
で
秩
序
モ
デ
ル
を

認
識
し
た
。

　

程
頤
は
張
閎
中
へ
の
書
函
で
「
義
は
数
に
よ
る
」
（
義
起
於
數
）
説
を
旗
幟

鮮
明
に
否
定
し
た
。

義
數
よ
り
起
こ
る
と
謂
へ
ば
、
則
ち
非
な
り
。
理
有
り
て
後
に
象
有
り
、

象
有
り
て
後
に
數
有
り
。
『
易
』
は
象
に
因
り
て
以
て
理
を
明
ら
か
に
し
、

象
に
由
り
て
數
を
知
る
。
其
の
義
を
得
れ
ば
、
則
ち
象
數
其
の
中
に
在
り
。

理
は
無
形
な
り
。
故
に
象
に
因
り
て
以
て
理
を
明
ら
か
に
す
。
理
は
辭
に

見あ
ら

は
る
。
則
ち
辭
に
由
り
て
以
て
象
を
觀
る
べ
し
。
故
に
其
の
義
を
得
れ

ば
、
則
ち
象
數
其
の
中
に
在
り
と
曰
ふ
。
（
『
答
張
閎
中
書
』
『
二
程
文
集
』

卷
九
）

　

彼
に
よ
る
と
、
根
源
性
を
「
象
」
や
「
数
」
ま
で
遡
る
の
で
は
未
だ
足
ら
ず
、

「
象
数
」
の
背
後
に
は
「
そ
う
な
る
所
以
」
、
即
ち
「
理
」
に
辿
り
着
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
「
理
」
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
「
辞
」
即

ち
文
字
が
重
要
視
さ
れ
た
。

　

彼
は
『
易
伝
』
の
序
文
で
更
に
こ
の
こ
と
を
敷
衍
し
た
。

易
に
聖
人
の
道
四
有
り
、
言
を
以
て
す
る
は
其
の
辭
を
尚
び
、
動
を
以
て

す
る
は
其
の
變
を
尚
び
、
製
器
を
以
て
す
る
は
其
の
象
を
尚
び
、
卜
筮
を

以
て
す
る
は
其
の
占
を
尚
ぶ
。
吉
凶
消
長
の
理
、
進
退
存
亡
の
道
、
辭
に

備
る
。
辭
を
推
し
卦
を
考
ふ
れ
ば
、
以
て
變
を
知
る
べ
く
、
象
と
占
と
は

其
の
中
に
在
り
（
中
略
）
辭
を
得
て
其
の
意
を
得
ざ
る
者
有
り
。
未
だ
其

の
辭
を
得
ず
し
て
能
く
其
の
意
に
通
ず
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
至
微
な
る

は
、
理
な
り
。
至
著
な
る
は
、
象
な
り
。
體
用
は
一
源
に
し
て
、
顯
微
は

間
無
し
。
會
通
を
觀
て
以
て
其
の
典
禮
を
行
へ
ば
、
則
ち
辭
備
は
ら
ざ
る

は
無
し
。
故
に
善
く
學
ぶ
者
は
、
言
を
求
む
る
こ
と
必
ず
近
き
に
自
る
。

近
き
を
易
す
る
は
、
言
を
知
る
に
非
ざ
る
な
り
。
予
の
傳
ふ
る
所
は
、
辭

な
り
。
又
た
辭
に
し
て
其
の
意
を
得
れ
ば
則
ち
人
に
在
り
。
（
『
周
易
程
氏

傳
』
「
易
傳
序
」
）

『
繫
辭
伝
』
が
掲
げ
た
「
辭
」
・
「
變
」
・
「
象
」
・
「
占
」
と
い
う
、
「
聖
人
の
道
」

を
伝
え
る
四
つ
の
方
法
に
対
し
て
、
程
頤
は
と
り
わ
け
「
辭
」
に
力
点
を
置
い

て
い
る
。
彼
の
い
う
「
予
の
傳
ふ
る
所
は
、
辭
な
り
」
と
い
う
の
は
、
司
馬
光

の
『
潛
虛
』
や
周
敦
頤
の
『
太
極
圖
』
の
よ
う
に
図
式
に
よ
っ
て
理
論
を
構
築

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して
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す
る
の
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
象
数
学
、
特
に
当
時
勃
興

し
た
図
書
学
と
、
一
線
を
画
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
説
を
立
て
る
手
段
を
選
択

し
た
の
に
は
、
二
つ
の
配
慮
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
、
図
象
に
託
す
以
上
、
「
形
象
」
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
形
而
上
・
形

而
下
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
説
明
す
る
の
が
困
難
と
な
る
。
「
太
極
」
を
周
敦

頤
の
よ
う
に
「
◯
」
で
描
き
出
す
と
、
未
分
化
の
原
始
の
気
と
し
て
理
解
さ
れ

か
ね
な
い
。
周
敦
頤
自
身
も
『
圖
説
』
で
「
無
極
に
し
て
太
極
」
の
言
葉
を
加

え
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
も
、
朱
熹
と

陸
九
淵
が
分
岐
す
る
よ
う
に
、
「
無
極
」
と
「
太
極
」
の
関
係
に
つ
い
て
ま
た

論
争
を
招
き
か
ね
な
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
「
静
止
し
た
「
図
象
」
や
抽
象
的
な
「
数
」
も
よ
り
、
異
質

な
る
も
の
間
に
存
在
す
る
内
在
的
な
関
係
を
よ
く
表
現
す
る
こ
と
に
、
「
辞
」

が
と
り
わ
け
優
勢
を
持
っ
て
い
る
。
「
陰
陽
」
を
単
な
る
「
二
」
だ
と
捉
え
れ
ば
、

「
二
」
の
間
に
お
け
る
関
連
に
は
、
必
ず
別
の
概
念
を
加
え
て
説
明
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
第
三
の
概
念
を
導
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
司
馬

光
の
「
中
和
」
も
、
張
載
の
「
神
」
も
、
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
考
え
ら
れ
よ

う
。
す
る
と
、
「
一
」
と
「
三
」
の
関
係
に
も
、
ま
た
問
題
が
生
じ
て
来
ざ
る

を
え
な
い
。
本
来
、
統
一
性
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
逆
に
「
数
」
が
派
生

し
て
切
り
が
な
い
し
、
ま
た
、
前
節
で
掲
げ
た
よ
う
な
人
為
的
造
作
の
嫌
い
を

避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
二
程
は
「
対
」
な
る
言
語
を
も
っ
て
「
天
理
」
に
お
け
る

基
本
的
な
秩
序
を
捉
え
た
。

質
に
必
ず
文
有
り
、
自
然
の
理
な
り
。
理
に
必
ず
對
待
有
り
、
生
生
の
本

な
り
。
上
有
れ
ば
則
ち
下
有
り
、
此
有
れ
ば
則
ち
彼
有
り
、
質
有
れ
ば
則

ち
文
有
り
、
一
は
獨
り
立
た
ず
、
二
な
れ
ば
則
ち
文
と
為
る
。
（
『
周
易
程

氏
伝
』
賁
卦
註
）

天
地
萬
物
の
理
、
獨
無
く
必
ず
對
有
り
。
皆
自
然
に
し
て
然
り
、
安
排
有

る
に
非
ざ
る
な
り
。
中
夜
以
て
思
ふ
每
に
、
手
の
之
を
舞
ひ
、
足
の
之
を

蹈
む
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
遺
書
』
巻
十
一
）

「
上
」
を
語
る
と
き
、
必
ず
対
と
な
る
「
下
」
の
観
念
が
潜
ん
で
い
る
。
「
此
」

が
あ
れ
ば
、
必
ず
対
と
な
る
「
彼
」
の
存
在
が
同
時
に
示
さ
れ
る
。
い
か
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
と
孤
立
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
必
ず
「
対
」
が
あ
る
。

程
顥
は
喜
ば
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
れ
が
人
為
的
で
押
し
付
け
る
こ
と
な

く
自
然
の
理

こ
と
わ
りだ

と
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

「
対
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
、
「
二
」
に
お
け
る
内
在
的
な
不
可
分
な
関
係
を

提
示
す
る
上
で
、
「
二
」
が
初
め
て
論
理
的
に
「
一
」
の
前
提
と
な
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
二
程
は
世
界
秩
序
の
統
一
性
に
対
し
、
よ
り
合
理
的
か
つ
適
切
な
論

法
を
立
て
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

冒
頭
で
引
用
し
た
「
窮
す
れ
ば
則
ち
変
じ
、
変
ず
れ
ば
則
ち
通
じ
、
通
ず
れ

ば
則
ち
久
し
」
を
改
め
て
振
り
返
っ
て
見
る
と
、「
変
」
に
よ
っ
て
「
通
」
を
求
め
、

「
窮
」
と
い
う
困
境
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
「
久
」
と
い
う
長
く
存
続
で
き
る
こ

と
で
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宋
代
の
学
者
た
ち
の
道
徳
や
学
説
に
お
い

て
「
統
一
」
を
追
求
し
た
の
は
、
鄧
小
南
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
実
の
社

会
問
題
に
と
っ
て
確
実
な
解
決
案
に
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
揚
さ
れ

た
終
極
理
想
と
君
子
小
人
論
は
、
思
想
気
風
上
の
専
制
主
義
と
政
治
上
の
党
派

闘
争
を
、
か
え
っ
て
招
い
て
し
ま
っ
た

）
11
（

。
こ
の
よ
う
に
極
め
て
高
め
ら
れ
た
道

徳
理
想
と
現
実
の
分
裂
が
、
理
学
の
内
面
的
転
向
を
招
い
た
と
論
じ
た
も
の
も

日本儒教学会報 五
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あ
る

）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
道
徳
や
秩
序
に
お
け
る
公
的
な
「
統
一
性
」

と
自
然
的
な
「
客
観
性
」
を
求
め
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
に
至
っ
て
も
当

時
あ
げ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
は
無
意
味
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

二
程
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
は
、
宋
明
理
学
の
内
部
か
ら
考
察
す
る
も
の

が
多
い
上
、
理
学
の
発
生
史
に
つ
い
て
は
、
政
治
改
革
運
動
と
繋
げ
て
士
大
夫

文
化
の
角
度
か
ら
、
あ
る
い
は
仏
教
の
問
題
意
識
の
影
響
と
い
う
面
か
ら
の
研

究
が
散
見
さ
れ
る

）
11
（

。
ど
ち
ら
も
有
力
な
説
で
あ
る
も
の
の
、
形
而
上
へ
の
関
心

が
い
か
に
現
実
的
な
問
題
意
識
と
繋
が
っ
て
い
る
に
つ
い
て
は
、
未
だ
思
考
の

余
地
が
残
っ
て
い
る
。
但
し
、
も
っ
ぱ
ら
概
念
分
析
で
の
み
「
理
」
を
解
釈
す

る
の
で
は
、
逆
に
空
中
楼
閣
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

　

本
稿
は
、
北
宋
に
お
け
る
時
代
思
潮
を
視
座
に
据
え
、
二
程
に
よ
る
理
学
論

法
に
お
け
る
問
題
意
識
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
。
こ
と
に
、
『
易
経
』
に

由
来
し
た
「
形
而
上
」
の
理
論
空
間
を
重
ん
じ
る
と
い
う
議
論
方
式
に
置
か
れ

た
二
程
の
着
眼
点
の
一
端
を
表
し
た
。
司
馬
光
や
張
載
の
論
法
と
比
較
検
討
す

る
と
、
「
礼
義
を
崇
め
、
經
術
を
尊
び
、
二
帝
三
代
を
復
さ
ん
と
欲
し
」
た
と

い
う
コ
モ
ン
セ
ン
ス
に
潜
ん
で
い
る
「
大
一
統
」
の
理
想
に
対
し
て
、
合
理
的

な
認
識
方
法
と
解
説
方
法
を
上
げ
る
に
は
、
二
程
の
提
示
し
た
理
学
の
論
法
が

独
自
の
優
位
性
を
有
す
る
と
言
え
よ
う
。

 
 

さ
ら
に
、
当
時
の
図
書
学
に
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
五
行
」
説
に
対
し
て
、

二
程
は
自
覚
的
に
「
辞
」
を
通
じ
て
、
天
理
の
基
本
的
な
秩
序
を
「
対
」
と
し

て
貫
い
た
。
よ
っ
て
、
分
別
し
て
い
る
「
二
」
を
一
体
と
し
て
捉
え
る
方
法
と
、

本
原
た
る
「
一
」
に
対
し
て
よ
り
適
切
な
表
現
方
法
を
提
供
し
た
と
も
い
え
よ

う
）
11
（

。

　
注

（
（
）　

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
余
英
時
氏
が
す
で
に
『
朱
熹
の
歴
史
世
界
』
（
三
聯
書
店
、

1
1
（
（

年
）
の
「
回
向
三
代
」
一
節
で
詳
論
し
た
。

（
1
）　

程
頤
が
少
年
時
代
に
上
奏
し
た
『
上
仁
宗
皇
帝
書
』
に
も
同
じ
憂
患
の
気
持
ち

が
見
ら
れ
る
。
新
法
が
行
わ
れ
た
当
初
、
程
顥
も
地
方
の
考
察
に
参
与
し
た
。
朱

熹
が
回
顧
し
た
よ
う
に
、「
熙
寧
変
法
を
行
い
初
め
た
こ
ろ
、
実
に
諸
公
が
共
に
謀
っ

た
。
明
道
先
生
も
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
、
蓋
し
当
時
は
変
す
べ
き
時
期
だ
っ
た
。
」

（
「
新
法
之
行
、
諸
公
實
共
謀
之
、
雖
明
道
先
生
不
以
為
不
是
、
蓋
那
時
也
是
合
變

時
節
。
」
『
朱
子
語
類
』
卷
一
百
三
十
）
。

（
1
）　

鄧
小
南
『
祖
宗
之
法
―
北
宋
前
期
政
治
略
述
』
、
三
聯
書
店
、1

1
（
1

年
、P

.
1
1
1

。

（
1
）　

「
至
當
歸
一
」
と
い
う
語
は
、
宋
初
聶
從
義
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
三
禮
圖
集
註
』

の
序
文
で
見
ら
れ
る
し
、
そ
の
出
典
た
る
「
孝
經
序
」
が
『
文
苑
英
華
』
に
収
録

さ
れ
て
い
た
。

（
1
）　

「
所
謂
達
道
と
は
、
天
下
古
今
の
共
に
行
ふ
所
な
り
。
所
謂
達
德
と
は
、
天
下
古

今
の
共
に
有
す
る
所
な
り
」
（
所
謂
達
道
者
，
天
下
古
今
之
所
共
行
。
所
謂
達
德
者
，

天
下
古
今
之
所
共
有
。
）
『
河
南
程
氏
經
説
』
卷
第
八
）

（
1
）　

銭
穆
氏
は
「
天
地
万
物
と
私
自
身
が
一
体
で
あ
る
こ
と
は
、
宋
代
儒
学
者
の
共

通
認
識
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
こ
と
を
認
識
あ
る
い
は
説
明
を
し
た

か
に
つ
い
て
の
み
、
異
同
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
『
陽
明
学
述
要
』
、
九
州
出

版
社
、1

1
（
1

年
。
）
土
田
健
次
郎
氏
も
『
道
学
の
形
成
』
に
お
い
て
、
表
現
は
異
な

る
が
、
北
宋
五
子
は
「
万
物
一
体
」
の
世
界
観
に
お
い
て
共
通
点
が
あ
る
と
指
摘

し
た
。

（
1
）　

張
光
直
著
、
郭
靜
訳
『
美
術
、
神
話
與
祭
祀
』「
後
記
」
、
遼
寧
教
育
出
版
社
、11

1
1

年
、

P
.
（
（
1

。

（
1
）　

司
馬
光
と
道
学
者
と
の
関
係
は
、
一
般
に
は
政
治
や
生
活
に
お
け
る
親
交
と
い

う
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
朱
熹
の
学
生
が
司
馬
光
を
「
力
行
に
は
篤
実
だ
が
、

見
識
が
浅
い
」
（
力
行
處
甚
篤
、
只
是
見
得
淺
）
と
評
価
し
た
こ
と
に
対
し
、
朱
熹

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して
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は
「
然
り
」
と
是
認
し
た
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
第
百
三
十
）
こ
こ
で
い
う
「
浅
さ
」

と
は
、
彼
の
学
問
が
史
学
を
基
に
し
て
、
実
務
を
重
視
し
、
特
に
禅
学
の
よ
う
な

「
虚
高
な
論
」
に
反
感
を
持
つ
こ
と
に
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
朱
熹
が
道
学
の
系
譜

を
論
じ
る
際
、
「
六
先
生
画
像
賛
」
（
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
八
十
五
）
で
司

馬
光
を
「
北
宋
五
子
」
と
と
も
に
「
六
先
生
」
と
し
て
並
び
称
し
た
こ
と
か
ら
も
、

司
馬
光
の
学
問
は
道
学
者
た
ち
と
何
ら
か
の
因
縁
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
司
馬
光
は
終
い
に
、
南
宋
で
形
成
さ
れ
た
道
学
系
譜
か
ら
排
さ
れ
た
。
上
記

に
て
挙
げ
た
議
論
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
形
而
上
へ
の
関
心
を
欠
い
て
い
た

た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）　

晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』
巻
三
上
に
よ
る
と
、「
此
の
書
五
行
を
以
て
本
と
為
し
、

五
五
相
乘
し
て
二
十
五
と
為
り
、
之
を
兩
し
て
五
十
を
得
。
首
め
に
氣
、
體
、
性
、
名
、

行
、
變
、
解
の
七
圖
有
り
。
」
（
此
書
以
五
行
為
本
，
五
五
相
乘
為
二
十
五
，
兩
之

得
五
十
。
首
有
氣
、
體
、
性
、
名
、
行
、
變
、
解
七
圖
。
）

（
（1
）　

『
潛
虛
』
「
名
図
」
の
符
号
配
列
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
中
和
精
神
に
つ
い
て
の

論
述
は
、
張
晶
晶
『
司
馬
光
哲
學
研
究—

以
荀
學
與
自
然
氣
本
論
為
進
路
』
（
花
木

蘭
文
化
出
版
社
、1

1
（
1

年
）
、
陳
睿
超
『
司
馬
光
易
学
研
究
』
（
北
京
大
學
出
版
社
、

1
1
1
1

年
）
を
参
照
。
『
潛
虛
』
の
易
学
に
お
け
る
「
五
」
に
対
応
す
る
名
相
は
複
雑
で
、

「
金
木
水
火
土
」
と
要
約
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
「
五
」
の
構
造
そ
の
も
の
に
着
目

す
る
た
め
、
一
応
伝
統
的
な
五
行
の
み
を
あ
げ
て
お
く
。

（
（（
）　

司
馬
光
は
、
ま
た
「
中
」
を
『
易
』
の
「
太
極
」
、『
書
』
の
「
皇
極
」
、『
礼
』
の
「
中

庸
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
（
「
夫
中
者
、
天
地
之
所
立
也
。
在
『
易
』
為
「
太
極
」
、

在
『
書
』
為
「
皇
極
」
、
在
『
礼
』
為
「
中
庸
」
。
」
『
答
景
仁
養
生
及
樂
書
』
）

（
（1
）　

前
説
は
、
司
馬
光
が
『
道
德
真
經
論
』
「
道
生
一
、
一
生
二
、
二
生
三
」
の
注
「
自

無
入
有
。
分
陰
分
陽
、
濟
以
中
和
」
で
、
虚
無
か
ら
有
が
生
ま
れ
、
無
分
別
の
原

始
物
か
ら
、
陰
陽
が
分
か
れ
て
生
ま
れ
る
と
往
々
に
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
（
こ

こ
で
、
「
虚
無
」
と
「
元
気
」
が
同
一
視
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の

余
地
が
あ
る
。
董
根
洪
『
司
馬
光
哲
學
思
想
述
評
』
山
西
人
民
出
版
社
、（

1
1
1

年
。

張
晶
晶
『
司
馬
光
哲
學
研
究—

—

以
荀
學
與
自
然
氣
本
論
為
進
路
』
花
木
蘭
文
化
出

版
社
、1
1
（
1

年
。
劉
蔚
華
『
略
論
司
馬
光
的
「
潛
虛
」
』
『
中
州
學
刊
』
、（

1
1
1

年
第

一
期
を
参
照
さ
れ
た
し
。
）
後
説
は
、
司
馬
光
の
太
極
を
屋
に
比
喩
す
る
例
を
引
用

し
、
「
太
極
」
を
「
宮
室
」
に
、
「
両
儀
」
を
「
土
木
」
に
、
「
四
象
」
を
「
堂
墉
棟

宇
」
に
た
と
え
、（
「
或
問
太
極
有
形
無
形
…
…
請
以
宮
為
喩
。
宮
者
、
土
木
之
為
也
。

舉
土
木
則
无
宮
矣
。
土
木
者
、
堂
墉
棟
宇
也
。
舉
堂
墉
棟
宇
則
无
土
木
矣
。
雖
然
、

合
而
言
之
、
則
宮
巍
然
在
矣
。
」
『
溫
公
易
説
』
卷
五
）
思
想
上
の
部
分
と
全
体
の

関
係
で
、
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
（
陳
睿
超
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
比
喩
は
、
仏
教
華
厳

宗
法
蔵
の
「
椽
舍
喩
」
に
由
来
す
る
と
推
測
す
る
。
氏
著
『
司
馬
光
易
学
研
究
』「
司

馬
光
哲
学
思
想
に
お
け
る
中
和
観
念
」
を
参
照
。
）

（
（1
）　

陳
睿
超
『
司
馬
光
易
学
研
究
』
北
京
大
學
出
版
社
、1

1
1
1

年
。

（
（1
）　

「
能
順
杞
柳
之
性
而
以
為
桮
棬
乎
？
將
戕
賊
杞
柳
而
後
以
為
桮
棬
也
？
將
戕
賊
杞

柳
而
後
以
為
桮
棬
、
則
亦
將
戕
賊
人
以
為
仁
義
與
？
」
（
『
孟
子
』
告
子
上
） 

（
（1
）　

「
今
日
卓
然
不
為
此
學
者
、
惟
范
景
仁
與
君
實
爾
。
然
其
所
執
理
有
出
於
禪
學
之

下
者
。
」
（
『
二
程
遺
書
』
卷
二
上
）  

（
（1
）　

司
馬
温
公
解
『
中
庸
』
至
「
人
莫
不
飲
食
、
鮮
能
知
味
」
、
有
疑
遂
止
。
笑
曰
：

我
將
謂
從
「
天
命
之
謂
性
」
便
疑
了
。
」
（
『
二
程
外
書
』
卷
十
二
）

（
（1
）　

「
讓
棄
仁
義
、
而
天
地
之
德
始
玄
同
矣
」
（
『
莊
子
』
『
胠
篋
篇
』
）

（
（1
）　

市
川
安
司
『
程
伊
川
哲
学
の
研
究
』
の
「
理
の
根
本
的
性
格
お
よ
び
そ
の
表
現
」

一
節
を
参
照
。
（
東
京
大
学
出
版
会
、（

1
1
1

年
。
）

（
（1
）　

『
正
蒙·

太
和
』
「
太
虛
無
形
、
氣
之
本
體
、
其
聚
其
散
、
變
化
之
客
形
爾
。
」
、「
太

虛
不
能
無
氣
、
氣
不
能
不
聚
而
為
萬
物
、
萬
物
不
能
不
散
而
為
太
虛
。
」
（
『
正
蒙·

太
和
』
）
「
神
、
天
德
。
化
、
天
道
。
德
其
體
、
道
其
用
。
一
於
氣
而
已
」
（
『
正
蒙·

神
化
』
）

（
11
）　

「
散
殊
而
可
象
為
氣
、
清
通
而
不
可
象
為
神
。
」
（
『
正
蒙·

太
和
篇
』
）  

 

（
1（
）　

「
渠
本
要
説
形
而
上
、
反
成
形
而
下
、
最
是
于
此
處
不
分
明
。
」
（
『
朱
子
語
類
』

卷
十
九
）
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（
11
）　

後
世
の
研
究
者
は
、「
太
虚
」
と
「
気
」
の
関
係
に
お
け
る
議
論
を
行
っ
て
き
た
。

「
気
本
論
」
と
「
理
本
論
」
で
張
、
程
の
理
論
を
区
別
す
る
の
も
一
般
な
論
述
で
あ

る
。
し
か
し
陳
来
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
張
載
と
二
程
は
「
虚
空
即
気
」
の
命

題
に
お
い
て
衝
突
す
る
の
も
、
歴
史
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
論
の
形
に
お
け

る
分
岐
を
一
律
に
思
想
家
の
自
覚
し
た
争
い
と
し
て
論
じ
れ
ば
、
往
々
に
俗
化
さ

れ
て
し
ま
う
。
」（
「
關
於
張
載
的
理
觀
和
氣
觀
」『
中
國
近
世
思
想
研
究
』
、
三
聯
書
店
、

1
1
（
1

年
）
自
覚
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
張
載
と
二
程
に
は
同
じ
く
本
原
が
「
一
」

で
あ
る
と
認
識
し
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
「
一
」
を
ど
の
よ
う
に
表
述
す
る
の
か
こ

そ
分
岐
し
て
い
る
。
彼
ら
が
共
に
関
心
を
持
つ
の
が
前
者
で
あ
る
か
ら
、
後
者
が

第
二
位
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 

（
11
）　

つ
ま
り
、
朱
熹
が
『
伊
洛
淵
源
錄
』
で
あ
げ
た
周
敦
頤
、
邵
雍
、
張
載
、
程
顥
、
程
頤
、

い
わ
ゆ
る
「
北
宋
五
子
」
で
あ
る
。
朱
熹
の
働
き
に
よ
っ
て
道
学
の
系
譜
が
広
が
っ

て
き
た
が
、
こ
の
説
は
現
代
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
検
討
す
る
余
地
が
残
っ
て
い
る
。

特
に
周
敦
頤
を
道
学
の
開
祖
と
し
て
位
置
付
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
も
積
み
上
が
っ
て
い
る
。
土
田
健
次
郎
『
道
学
の
形
成
』

（
創
文
社
、1

1
1
1

年
）
、
小
島
毅
『
宋
学
の
形
成
と
展
開
』
（
創
文
社
、（

1
1
1

年
）
を

参
照
さ
れ
た
し
。
本
文
は
周
敦
頤
の
学
説
に
お
け
る
「
図
式
」
と
「
五
行
」
と
い

う
二
点
に
注
目
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
た
だ
二
程
と
思
想
的
な
関
連
性
を
持
つ
と

い
う
意
味
だ
け
で
伝
統
的
な
道
学
系
譜
論
を
用
い
る
。

（
11
）　

「
無
極
」
と
「
太
極
」
の
関
係
に
お
け
る
議
論
は
、
朱
熹
と
陸
九
淵
か
ら
盛
ん
に
な
っ

て
き
た
。
こ
の
論
争
の
背
後
に
は
、
道
学
系
譜
と
「
周
程
授
受
」
へ
の
認
識
差
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
は
、
土
田
健
次
郎
『
道
学
の
形
成
』
（
創
文
社
、1

1
1
1

年
）
、
吾
妻
重

二
『
宋
代
思
想
の
研
究
』
（
関
西
大
学
出
版
部
、1

1
1
1

年
）
、
楊
柱
才
『
道
學
宗
主
：

周
敦
頤
思
想
研
究
』
（
人
民
出
版
社
、1

1
1
1

年
）
、 

陳
來
『
宋
明
理
學
』
（
華
東
師
範

大
學
出
版
社
、1

1
1
1

年
）
を
参
照
さ
れ
た
し
。

（
11
）　

例
え
ば
、
五
常
の
「
仁
義
礼
智
信
」
を
四
徳
の
「
元
亨
利
貞
」
に
配
す
る
際
、

あ
ま
り
が
出
て
く
る
。
漢
唐
以
来
の
説
は
、
主
に
「
信
」
あ
る
い
は
「
智
」
を
取

り
出
し
て
、
他
の
四
者
が
普
遍
的
に
持
つ
性
質
と
し
て
、
迂
遠
的
に
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
選
択
と
解
説
は
漢
代
以
来
、
歴
代
の
注
釈
者
の
間
で
も
紛

然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
（
李
鼎
祚
『
周
易
集
解
』
、 

孔
穎
達
『
周
易
正
義
』
に

お
け
る
「
乾
、
元
亨
利
貞
」
一
節
の
注
を
参
照
さ
れ
た
し
。
）

（
11
）　

鄧
小
南
『
祖
宗
之
法—

—

北
宋
前
期
政
治
略
述
』
（
三
聯
書
店
、1

1
（
1

年
版
。
）  

（
11
）　

劉
子
健
『
中
國
轉
向
内
在
：
兩
宋
之
際
的
文
化
内
向
』
（
江
蘇
人
民
出
版
社1

1
1
1

年
）
、
葛
兆
光
『
中
國
思
想
史
』
第
二
卷
（
復
旦
大
學
出
版
社
、1

1
1
1

年
）
「
洛
陽

與
汴
梁
：
文
化
重
心
與
政
治
中
心
的
分
離
」
一
節
を
参
照
さ
れ
た
し
。 

 
 

（
11
）　

宋
明
理
学
の
内
部
の
研
究
は
、
陳
来
氏
の
『
宋
明
理
学
』
（
遼
寧
教
育
出
版
社
、

（
1
1
（

年
）
な
ど
が
参
照
で
き
る
。
政
治
文
化
の
研
究
は
余
英
時
氏
の
『
朱
熹
的
歷

史
是
世
界—

—

宋
代
士
大
夫
政
治
文
化
研
究
』
（
三
聯
書
店
、1

1
（
（

年
）
が
代
表
と
な

る
。
理
学
論
法
と
仏
教
の
関
係
は
、
土
田
健
次
郎
氏
の
新
作
『
朱
熹
の
思
想
体
系
』

の
附
篇
（
汲
古
書
院
、1

1
（
1

年
）
が
参
照
で
き
る
。 

 

（
11
）　

「
対
」
と
い
う
概
念
は
、
二
程
の
創
見
で
は
な
く
、
「
五
行
」
の
よ
う
に
昔
由
来

の
観
念
で
あ
る
。
市
川
安
司
の
言
っ
た
通
り
、
對
観
念
は
「
伊
川
独
自
の
特
色
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
北
宋
哲
学
者
の
思
考
法
全
般
に
亙
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
範
囲
を
広
げ
れ
ば
、
中
国
哲
学
す
べ
て
に
亙
っ
て
発
見
し
う
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
」
（
『
程
伊
川
哲
学
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、（

1
1
1

年
）
。
し
か

る
に
、
同
時
代
の
哲
学
者
と
比
べ
、
二
程
こ
そ
「
対
」
を
秩
序
の
基
本
構
造
と
し

て
徹
底
的
に
貫
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
論
は
、
今
後
の
研

究
に
譲
っ
て
お
く
。

二程理学の再検討―同時代の易論と比較して




