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問
題
の
所
在

羅
欽
順
（
字
は
允
升
、
號
は
整
菴
、
1
４
６
５
〜
１
５
４
７
、
江
西
省
泰
和

縣
の
人
）
は
明
朝
の
大
儒
で
あ
り
、
彼
の
『
困
知
記
』
は
明
淸
に
お
い

て
論
爭
を
引
き
起
こ
し
た
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
時
代
・
日
本
江
戶
時
代

の
儒
者
に
も
幅
廣
く
讀
ま
れ
、
深
い
影
響
を
與
え
た
。
羅
欽
順
の
理
論

は
、
一
般
的
に
心
學
を
批
判
し
て
理
學
を
修
正
し
た
も
の
と
さ
れ
、「
朱

學
後
勁

（
１
）」

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
論
の
內
部
構
造
か
ら
見
る
な

ら
ば
、
黃
宗
羲
（
１
６
１
０
〜
１
６
９
５
）
と
そ
の
師
劉
宗
週
（
１
５
７
８

〜
１
６
４
５
）
に
よ
る
、『
明
儒
學
案
』
で
の
羅
欽
順
に
對
す
る
評
價
が

代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

思
う
に
先
生
（
羅
欽
順
）
の
理
氣
論
は
極
め
て
精
確
で
あ
る
が
、

た
だ
心
性
論
の
み
が
そ
の
理
氣
論
と
矛
盾
し
て
い
る
。
…
…
先
生

は
、
天
性
は
生
を
受
け
た
瞬
閒
か
ら
整
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、「
明

覺
」
は
生
ま
れ
た
後
に
發
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
明
覺
」

は
心
で
あ
っ
て
性
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
…
…
性
を
心
の

主
と
し
て
い
る
の
は
、
理
が
氣
を
生
じ
る
と
い
う
說
と
明
ら
か
に

同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
生
の
理
氣
論
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か

（
２
）。

　

中
國
哲
學
の
一
般
的
な
思
考
形
態
と
し
て
は
、
理
氣
論
は
必
ず
心
性

論
と
一
致
す
る
べ
き
で
あ
り
、
理
、
氣
が
一
つ
な
ら
ば
、
心
、
性
も
一

つ
、
理
、
氣
が
二
つ
な
ら
ば
、
心
、
性
も
二
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

槪
し
て
言
う
な
ら
ば
、
黃
宗
羲
の
意
見
は
、
そ
の
師
劉
宗
週
の
羅
欽
順

に
對
す
る
評
價
「
理
と
氣
が
一
な
ら
ば
、
心
と
性
は
二
つ
に
は
な
ら
な
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い（
３
）」

と
一
致
し
て
お
り
、「
先
に
性
を
心
の
前
に
立
て
て
こ
れ
を
主
に

す
る

（
４
）」

こ
と
は
正
し
く
な
い
と
す
る
。『
學
案
』
は
中
國
初
の
思
想
史

の
著
作
で
あ
る
た
め
、
明
朝
儒
學
史
の
硏
究
に
お
い
て
多
大
な
影
響
力

を
有
し
て
い
る
。
註
意
す
べ
き
な
の
は
、
羅
欽
順
は
陽
明
心
學
を
批
判

し
た
最
初
の
人
物
で
あ
り
、
後
世
に
お
い
て
羅
欽
順
を
論
じ
た
も
の
の

多
く
が
心
學
硏
究
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
も
劉

宗
週
・
黃
宗
羲
に
よ
る
羅
欽
順
評
價
、
つ
ま
り
「
理
氣
は
一
つ
」
な
の

に
「
心
性
は
二
つ
」
と
い
う
矛
盾
が
、
羅
欽
順
を
批
判
す
る
際
に
よ
く

擧
げ
ら
れ
、
批
判
の
論
據
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

本
文
は
羅
欽
順
の
思
想
の
理
論
構
造
を
分
析
し
、
劉
宗
週
・
黃
宗
羲

に
よ
る
羅
欽
順
評
價
を
再
檢
討
す
る
も
の
で
あ
る

（
５
）。

一
、
理
氣
渾
然
說

羅
欽
順
の
理
氣
觀
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、「
天
地
の
閒
は
一
氣
の

み
」
で
あ
り
、「
渾
然
と
し
て
閒
隙
が
な
い
」
も
の
で
あ
る
。

思
う
に
天
地
を
通
じ
、
古
今
を
貫
い
て
い
る
の
は
一
氣
の
み
で
あ

る
。
…
…
そ
れ
は
す
こ
ぶ
る
錯
綜
し
て
い
る
が
亂
れ
ず
、
そ
の
よ

う
で
あ
る
理
由
を
知
ら
な
く
て
も
そ
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ

が
い
わ
ゆ
る
理
な
の
で
あ
る
。
初
め
か
ら
別
に
（
理
と
い
う
）
物

が
あ
っ
て
、
氣
に
依
っ
て
立
ち
、
氣
に
附
い
て
行
わ
れ
る
の
で
は

な
い

（
６
）。

「
天
地
を
通
じ
、
古
今
を
貫
い
て
」
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
氣
が

空
閒
に
お
い
て
は
無
限
で
あ
り
、
時
閒
に
お
い
て
は
窮
ま
り
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
氣
は
微
著
、
徃
來
、
動
靜
、
循
環
な
ど
二
つ
の

氣
が
互
い
に
擦
れ
あ
い
、
推
移
し
て
い
く
運
動
を
通
じ
て
、
四
季
の
交

替
、
民
の
日
用
彝
倫
、
人
事
の
成
敗
を
促
す
。
卽
ち
、
世
界
の
萬
事
萬

物
の
統
一
性
は
、
一
つ
の
氣
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
。
理
は
千
條
萬
緖

の
氣
の
運
動
と
化
生
の
中
で
「
そ
の
よ
う
で
あ
る
理
由
を
知
ら
な
く
て

も
そ
の
よ
う
で
あ
る
」
も
の
で
あ
り
、
氣
の
運
動
と
化
生
の
中
で
生
ま

れ
た
一
種
の
內
在
的
秩
序
で
あ
る
。

天
地
の
閒
に
は
一
氣
の
み
で
あ
る
と
す
る
と
、
理
に
對
す
る
說
明
が

必
要
に
な
る
。
羅
欽
順
は
あ
く
ま
で
も
「
理
を
理
解
す
る
の
は
極
め
て

難
し
い
」
と
考
え
、
１
５
３
１
年
に
『
續
』
八
十
章
を
完
成
し
て
、
理

に
つ
い
て
說
明
し
て
い
る
。

理
は
た
だ
氣
の
理
で
あ
っ
て
、
氣
の
轉
折
點
か
ら
觀
る
べ
き
で
あ

る
。
行
っ
て
、
來
る
、
そ
れ
が
轉
折
點
で
あ
る
。
行
け
ば
必
ず
來

て
、
來
れ
ば
必
ず
徃
く
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
な
る
理
由
を
知
る

こ
と
は
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
る
で
一
物
が
そ
の
閒

を
主
宰
し
て
そ
う
さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
理
と

名
付
け
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
…
…
理
は
氣
よ
り
認
識
す
べ
き
で
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は
あ
る
が
、
氣
を
理
と
見
な
す
の
は
閒
違
い
で
あ
る

（
７
）。

「
理
は
氣
の
條
理
で
あ
る
」
と
は
、
羅
欽
順
・
王
陽
明
・
湛
甘
泉
の

う
ち
誰
の
觀
點
で
あ
る
の
か
斷
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
こ
の
三
人
が

正
德
・
嘉
靖
年
閒
に
ほ
と
ん
ど
同
時
に
こ
れ
を
述
べ
た
こ
と
に
は
疑
い

の
餘
地
が
無
い

（
８
）。「

轉
折
點
」
と
は
、
氣
の
運
動
形
態
（
動
靜
・
徃
來
・

開
闔
・
昇
降
等
）
の
閒
の
、
對
立
と
統
一
の
轉
換
點
で
あ
る
。「
氣
の
轉

折
點
」
と
は
、
理
は
氣
か
ら
獨
立
し
て
氣
と
對
に
な
る
よ
う
な
存
在
で

は
な
い
、
と
い
う
事
を
說
明
し
て
い
る
。「
ま
る
で
一
物
が
そ
の
閒
を

主
宰
し
て
そ
う
さ
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
は
、
理
が
因
果
關
係
に

お
け
る
原
因
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
自
然
の
⺇
（
樞
紐
）
で

あ
り
、
主
宰
し
な
い
主
宰
」
と
し
て
、
理
は
氣
と
交
じ
り
合
い
、
あ
る

い
は
氣
に
屬
し
な
が
ら
そ
の
秩
序
を
保
つ
。
羅
欽
順
は
、
程
頤
の
「
天

地
の
閒
に
は
た
だ
一
つ
の
感
應
の
み
が
あ
る
」
と
い
う
語
を
さ
ら
に
明

確
に
し
て
、「
感
應
す
る
の
は
氣
で
あ
る
」、「
天
に
お
い
て
も
人
に
お

い
て
も
一
つ
で
あ
る
」
と
す
る
。
人
の
理
性
は
、
こ
の
自
分
と
萬
物
を

形
成
す
る
眞
の
「
衟
」
で
あ
る
感
應
の
理
を
認
識
す
る
事
が
で
き
る
し
、

陰
陽
・
晝
夜
・
寒
暑
・
徃
來
を
正
し
く
體
得
し
て
、
自
然
の
變
化
と
宇

宙
の
究
極
の
價
値
を
理
解
し
、
人
の
情
性
を
把
握
す
る
事
が
で
き
る
。

ゆ
え
に
「
理
は
氣
よ
り
認
識
す
べ
き
で
あ
る
が
、
氣
を
理
と
見
な
す
の

は
閒
違
い
で
あ
る
」「
氣
か
ら
理
を
認
識
す
る
」
と
い
う
の
は
、
氣
は

第
一
位
の
槪
念
で
あ
る
が
、
理
は
本
體
論
か
ら
考
え
れ
ば
、
氣
よ
り
も

先
に
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
氣
か
ら
獨
立
し
て
存
在
す
る
な
ど
と
は
言

え
な
い
。「
氣
を
理
と
見
な
す
」
の
が
正
し
く
な
い
の
は
、
理
と
氣
の

實
態
槪
念
と
屬
性
槪
念
を
混
同
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
と
氣
の
渾
然
と
し
た
關
係
は
、
太
極
と
陰
陽
が
「
一

で
あ
っ
て
二
」
で
あ
り
、「
二
で
あ
っ
て
一
で
あ
る
」
こ
と
に
起
因
す
る
。

天
地
の
閒
に
お
い
て
、
陰
陽
で
な
け
れ
ば
化
生
し
な
い
し
、
太
極

で
な
け
れ
ば
化
生
を
說
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
太
極
を
神
明
と
言
い
、
陰
陽
を
化
生
と
言
う
の
は
正
し
く

な
い
。
…
…
陰
陽
と
言
う
と
必
ず
內
に
太
極
が
存
在
し
、
太
極
と

言
う
と
必
ず
內
に
陰
陽
が
存
在
す
る
。
一
而
二
、
二
而
一
で
あ

る（
９
）。

羅
欽
順
が
最
も
尊
敬
し
信
賴
し
て
い
る
の
が
程
顥
で
あ
る
。
彼
は
、

程
顥
の
學
問
は
「
孔
・
孟
の
正
脉
」
で
あ
る
と
考
え
、「
天
の
衟
を
陰

と
陽
と
す
る
」「
一
陰
一
陽
が
衟
で
あ
る
」
と
い
う
程
顥
の
言
葉
は
、

短
い
言
葉
で
は
あ
る
が
、
形
而
上
下
が
渾
然
と
し
て
い
て
閒
隙
が
無
い

こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
、
と
羅
欽
順
は
い
う
。
そ
し
て
彼
は
、
理
氣

が
渾
然
と
し
て
い
て
閒
隙
が
無
い
と
い
う
說
の
妨
げ
と
な
る
あ
ら
ゆ
る

說
を
批
判
し
、
朱
子
學
を
擁
護
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
理
氣
渾
然
の
論

述
の
統
一
性
を
主
張
し
た
。
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叔
子
（
程
頤
）
の
說
に
は
や
や
理
屈
が
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
と

い
う
の
は
、
…
…
「
陰
陽
た
ら
し
め
る
所
以
が
衟
で
あ
る
」
と
い

う
箇
所
で
あ
る
。
私
が
考
え
る
に
、「
所
以
」
の
二
字
は
形
而
上

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、
や
は
り
（
理
と
氣
の
）
二
物
を
指
し

て
い
る
と
い
う
疑
い
が
生
ず
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
…
…
朱
熹
が

や
や
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、「
理

と
氣
は
必
ず
二
物
で
あ
る
」
と
い
う
點
な
の
で
あ
る）

（（
（

。

朱
子
は
「
辨
蘇
黃
門
老
子
解
」
に
お
い
て
「
衟
と
器
と
は
名
稱
は

異
な
っ
て
い
る
が
、實
際
は
一
物
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、

「
私
の
衟
は
一
つ
の
も
の
で
貫
か
れ
て
い
る
」と
言
う
。
こ
れ
は
、

「
理
と
氣
は
必
ず
二
物
で
あ
る
」
と
い
う
說
と
ま
た
異
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る）

（（
（

。

羅
欽
順
は
、程
頤
の
「
陰
陽
た
ら
し
め
る
所
以
は
衟
で
あ
る
」
と
「
闔

辟
た
ら
し
め
る
所
以
は
衟
で
あ
る
」
の
「
所
以
」、
乁
び
朱
熹
の
「
理

と
氣
は
必
ず
二
物
で
あ
る）

（（
（

」の
說
は
、「
渾
然
と
し
て
い
て
隙
閒
が
な
い
」

と
い
う
理
氣
の
本
來
の
特
徵
と
合
わ
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ば
か
り

か
週
敦
頤
の
「
妙
合
」
說
に
つ
い
て
も
、「
あ
ら
ゆ
る
物
は
必
ず
二
つ

が
あ
っ
て
こ
そ
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
朱
熹
が
常
に
理
氣
を
二
物
と

い
う
の
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
見
な
し
た
。
羅
欽
順
は
ま
た
薛

瑄
の
「
氣
に
は
聚
散
が
あ
り
、
理
に
は
聚
散
が
な
い
」
と
言
う
「
一
有

一
無
」
說
は
、「
氣
が
集
ま
る
の
は
、
集
の
理
で
あ
り
、
氣
が
散
じ
る

の
は
散
の
理
で
あ
る
」
と
修
正
す
る
べ
き
と
し
た
。

羅
欽
順
の
理
氣
論
は
、
本
源
論
か
ら
言
え
ば
「
氣
一
元
論
」
あ
る
い

は
「
氣
本
論
」
で
あ
り
、
關
係
論
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、「
理
氣
渾
然
」

說
で
あ
る
と
言
え
る
。
朱
熹
の
「
理
氣
二
物
說
」
に
對
す
る
羅
欽
順
の

批
判
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
の
李
滉
が
『
理
氣
非
一
物
辯
證
』
と
い
う
文

章
を
書
い
て
、
羅
欽
順
の
「
理
氣
一
物
」
說
を
批
判
し
た
。
朱
熹
・
羅

欽
順
乁
び
朝
鮮
儒
學
者
逹
は
、
理
氣
を
論
じ
る
際
に
よ
く
「
物
」
の
字

を
使
用
し
て
い
る
。
朱
熹
の
「
格
物
」
に
對
す
る
理
解
か
ら
見
る
と
、

物
と
は
「
事
」
で
あ
り
、
彼
は
「
不
是
一
囘
事
（
同
じ
事
で
は
な
い
）」

と
い
う
意
味
で
「
二
物
」
を
使
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
氣
に
は

形
而
上
と
形
而
下
が
あ
り
、
屬
性
と
實
體
の
區
別
が
あ
る
。
羅
欽
順
は

む
し
ろ
理
が
一
物
と
さ
れ
る
事
を
警
戒
し
た
た
め
に
、理
氣
を
「
二
物
」

と
見
な
す
こ
と
に
反
對
し
た
。

な
お
、羅
欽
順
は
「
理
は
氣
か
ら
認
得
す
べ
き
で
あ
る
」
と
言
う
が
、

「
氣
を
理
と
見
な
す
」の
は
正
し
く
な
い
と
す
る
。こ
の
意
味
に
お
い
て
、

理
氣
は
一
物
で
は
な
い
。
彼
は
、朱
熹
の
「
理
氣
は
必
ず
二
物
で
あ
る
」

と
い
う
說
と
、
程
頤
が
形
而
下
の
對
𧰼
に
使
用
し
た
「
所
以
」
に
對
し

て
、
嚴
し
い
批
判
を
し
た
。
朱
子
の
弟
子
逹
に
よ
る
『
語
類
』
編
集
の

過
程
で
强
調
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
爲
政
者
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
の
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過
程
の
中
で
過
度
に
流
れ
た
の
で
あ
れ
、
明
代
で
は
理
が
朱
子
學
の
大

き
な
記
號
に
な
っ
て
い
る
の
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
羅
欽
順
は
程
顥
の

理
氣
渾
然
說
を
顯
彰
し
、
程
頤
と
朱
熹
の
「
や
や
理
屈
に
合
わ
な
い
箇

所
」
を
意
識
的
に
修
正
す
る
こ
と
で
、
朱
子
學
に
お
け
る
理
が
實
體
の

理
と
み
な
さ
れ
る
危
險
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。

二
、
性
と
氣

心
性
論
は
羅
欽
順
が
生
涯
最
も
盡
力
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
私
の

『
困
知
記
』
は
千
萬
言
を
費
や
し
た
が
、
緊
要
な
の
は
心
性
の
二
字
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」。羅
欽
順
の
心
性
論
を
分
析
す
る
に
は
、

彼
の
性
と
氣
、
性
と
理
、
心
と
性
の
區
別
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
彼
の
理
氣
論
の
構
造
か
ら
言
え
ば
、
性
と
氣
の
關
係
は

心
性
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
內
容
で
あ
る
と
い
え
る
。
結
論
か
ら
言

う
な
ら
ば
、
羅
欽
順
は
子
思
・
孟
子
の
人
性
論
を
高
く
評
價
し
て
い
る
。

子
思
の
「
天
命
を
之 

性
と
謂
う
」
と
い
う
說
は
、
人
の
生
ま
れ
つ
き

の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
子
思
・
孟
子
と
吿
子
の
性
論
は

矛
盾
し
て
い
な
い
と
考
え
、
氣
に
よ
っ
て
性
を
說
明
す
る
。
次
の
四
段

は
、
性
に
對
す
る
羅
欽
順
の
理
解
を
比
較
的
明
確
に
表
し
て
い
る
。

人
と
物
と
は
元
來
同
一
の
氣
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
、
惻
隱
の
心

が
通
じ
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
だ
か
ら
「

に

し
ん
で
民
を
慈

し
み
、
民
を
慈
し
ん
で
物
を
愛
す
る
」
と
い
う
の
は
、
理
の
當
然

で
あ
り
、
自
然
に
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
人
爲
的
に
そ
う
さ

せ
た
の
で
は
な
い）

（（
（

。

孟
子
が
「
忘
る
る
こ
と
勿
か
れ
、
助
長
す
る
こ
と
勿
か
れ
」
を
氣

を
養
う
方
法
と
す
る
の
は
、
氣
と
性
が
一
物
で
あ
り
、
形
而
上
と

形
而
下
の
區
分
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
性
を
養
う
こ
と
は
氣
を

養
う
こ
と
で
あ
り
、
氣
を
養
う
こ
と
は
性
を
養
う
こ
と
だ
と
見
な

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
言
葉
が
違
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
他

に
區
別
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い）

（（
（

。

孟
子
が
…
…
「
よ
く
自
身
の
性
を
養
う
」
と
は
言
わ
ず
に
「
氣
」

と
言
っ
た
の
は
、
吿
子
が
「
氣
を
求
む
る
こ
と
勿
か
れ
」
と
述
べ

た
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
二
人
の
差
異
が
わ
か
る
の
だ）

（（
（

。

程
叔
子
は
い
う
。「
性
に
關
す
る
孟
子
の
言
說
は
、
文
脉
の
中
で

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孟
子
は
、吿
子
の
「
生
を
之 

性
と
謂
う
」

を
閒
違
い
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
性
な
の
だ
」。

叔
子
が
性
を
論
じ
る
言
葉
は
多
い
が
、
こ
の
章
の
內
容
は
特
に
完

璧
で
あ
る）

（（
（

。

「
人
と
物
と
は
元
來
同
一
の
氣
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
、
惻
隱
の
心

が
通
じ
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
言
う
の
は
、
犬
・
牛
・
人
は
根
源
か

ら
見
れ
ば
同
一
の
氣
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
天
地
の
閒
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に
は
二
つ
の
根
本
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る）

（（
（

」。
こ
の
性
論
は
「
天
地

の
閒
は
氣
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
考
え
と
一
致
し
て
い
る
し
、
ま

た
上
に
引
い
た
孟
子
の
「
勿
忘
勿
助
長
（
忘
る
る
こ
と
な
か
れ
、
助
長
す

る
こ
と
な
か
れ
）」
に
對
す
る
言
說
に
お
い
て
も
「
一
物
」
と
い
う
言
葉

が
見
え
、「
氣
と
性
は
一
物
で
あ
っ
て
、
形
而
上
と
形
而
下
の
區
分
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
脉
か
ら
見
れ
ば
、
性
は
氣

を
本
と
し
て
お
り
、
氣
は
性
を
麭
攝
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
孟
子
が

「
氣
」
と
言
っ
た
り
「
性
」
と
言
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
用
字
法
と

關
係
し
て
い
る
。
羅
欽
順
は
、
孟
子
が
「
養
氣
」
と
言
っ
て
「
養
性
」

と
言
わ
な
い
の
は
、
吿
子
の
「
氣
を
求
め
る
こ
と
勿
か
れ
」
と
い
う
語

に
對
し
て
の
表
現
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
氣
を
受
け
て
生
ず
る
」
と

い
う
面
に
お
い
て
は
、
孟
子
と
吿
子
は
い
ず
れ
も
氣
が
根
本
だ
と
認
め

て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
程
叔
子
は
「
孟
子
の
性

に
關
す
る
言
論
は
文
脉
の
中
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
の
で

あ
る
。
羅
欽
順
は
初
め
て
氣
を
受
け
た
瞬
閒
を
性
と
言
い）

（（
（

、
ま
た
孟
子

と
吿
子
の
性
論
は
生
・
質
の
二
字
の
意
味
で
は
一
致
し
て
お
り
、
こ
の

點
に
つ
い
て
は
董
仲
舒
も
贊
成
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る）

（（
（

。

詳
し
く
分
析
す
る
な
ら
ば
、
羅
欽
順
の
性
說
は
實
は
宋
代
衟
學
の
觀

點
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
資
料
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
子
思
・
孟
子

な
ど
の
中
國
の
よ
り
早
期
の
性
論
に
近
い
。
す
な
わ
ち
、
性
は
天
賦
の

も
の
、
あ
る
い
は
自
然
の
傾
向
・
目
的
で
あ
り
、
こ
の
點
か
ら
す
れ
ば
、

人
と
物
の
性
は
同
じ
で
あ
り
、
程
顥
の
「
定
性
書
」
に
お
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
「
性
无
內
外
（
性
に
は
內
外
が
な
い
）」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
性
に
比
べ
れ
ば
、
宋
明
衟
學
の
主
流
で
あ
る
諸
學
說
に

お
け
る
性
は
、「
本
源
的
な
性
」
で
あ
り
、
純
化
さ
れ
た
槪
念
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

上
記
の
通
り
羅
欽
順
は
初
め
て
氣
を
受
け
た
瞬
閒
を
性
と
す
る
た

め
、
性
を
い
わ
ゆ
る
「
天
命
の
性
」
と
「
氣
質
の
性
」
に
二
分
す
る
の

は
誤
っ
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。

「
天
命
の
性
」
と
い
う
な
ら
ば
、す
で
に
氣
質
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
「
氣
質
の
性
」
と
言
う
と
き
の
性
は
、「
天
命
の
性
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
性
に
二
つ
の
名

前
を
附
し
、
氣
質
と
天
命
を
對
に
し
て
言
う
の
は
、
言
葉
が
す
っ

き
り
し
て
い
な
い）

（（
（

。

一
つ
の
性
に
二
つ
の
名
前
を
付
し
、「
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
る
の

は
誤
り
だ
」
と
言
う
も
の
の
、
一
つ
に
す
る
事
も
で
き
な
い
。
學

者
た
ち
の
疑
い
は
結
局
解
け
ず
、
議
論
百
出
し
て
今
に
至
る
ま
で

喧
し
い）

（（
（

。

天
命
の
性
・
氣
質
の
性
に
つ
い
て
は
、
張
載
が
こ
れ
を
提
出
し
、
二

程
が
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
。
羅
欽
順
は
、こ
の
よ
う
に
「
天
命
の
性
」
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と
「
氣
質
の
性
」
と
し
て
思
惟
を
二
分
し
て
理
氣
の
區
分
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
め
て
尊
く
絶
對
的
で
あ
る
と
い
う
理
の
性

質
が
强
化
さ
れ
、
最
終
的
に
は
理
氣
論
を
人
の
常
識
を
超
え
た
神
祕
主

義
に
陷
ら
せ
た
、
と
述
べ
る
。
存
在
論
的
な
意
味
で
は
、
純
粹
な
天
理

の
性
は
存
在
は
す
る
が
、
實
存
の
世
界
に
存
在
す
る
の
は
氣
質
の
性
だ

け
で
あ
っ
て
、
氣
質
か
ら
獨
立
し
た
天
理
も
存
在
し
な
い
。
羅
欽
順
は

『
尙
書
』、『
週
易
』、『
中
庸
』、『
孟
子
』
な
ど
に
お
け
る
性
に
關
す
る

言
說
を
擧
げ
て
こ
れ
ら
を
肯
定
し
な
が
ら
、
宋
代
以
降
に
お
い
て
一
つ

の
性
に
二
つ
の
名
を
附
し
て
い
る
こ
と
が
學
者
た
ち
を
惑
わ
し
て
い
る

と
指
摘
す
る
。「
一
性
二
名
」
が
も
た
ら
す
問
題
と
し
て
は
、
理
と
氣

が
同
時
に
一
人
の
人
物
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
す
る
と
、
善
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
は
ま
る
で
理
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
惡
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
は
ま
る
で
氣
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
で
、
氣

そ
れ
自
體
が
そ
の
人
の
個
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
實
際
の

自
然
存
在
お
よ
び
秩
序
と
は
适
合
し
な
い
。
氣
一
元
の
生
化
と
い
う
羅

欽
順
の
理
解
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
性
は
氣
質
の
性
（
あ
る
い
は
氣
の
性
）

で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
天
命
の
性
な
の
で
あ
る）

（（
（

。

「
氣
質
の
性
」は
宋
明
か
ら
理
と
對
立
的
な
槪
念
と
さ
れ
て
き
た
が
、

羅
欽
順
は
そ
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
面
を
强
調
し
、
性
に
お
け

る
「
氣
質
の
性
」「
天
命
の
性
」
と
い
う
二
つ
の
名
稱
を
統
一
す
る
こ

と
を
主
張
し
た
。
彼
は
、
性
と
氣
を
分
別
す
る
こ
と
、
そ
し
て
人
が
德

を
成
す
上
で
の
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
氣
に
付
與
す
る
こ
と
を
否
定
し

た
。
そ
し
て
、「
性
に
は
必
ず
欲
と
い
う
物
が
あ
り
、
こ
れ
は
人
爲
で

は
な
く
天
賦
で
あ
る
」
た
め
、こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
欲
に
は
節
と
無
節
が
あ
り
、
こ
れ
は
天
賦
で
は
な
く
人
爲
に
よ
る
の

で
あ
る
」
と
し
た）

（（
（

。
人
欲
は
天
で
あ
り
、
人
の
天
性
に
屬
し
て
い
て
、

こ
れ
を
去
る
べ
き
で
は
な
く
、
抑
壓
す
べ
き
で
も
な
く
、
合
理
的
な
範

圍
で
節
制
す
べ
き
で
あ
る
」
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
性
と
理

羅
欽
順
の
性
と
理
の
關
係
に
つ
い
て
は
、彼
の「
理
一
分
殊
」說
と「
性

卽
理
」
說
を
通
し
て
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
部
吉
雄
の
言
う
羅

欽
順
の
「
理
一
分
殊
」
に
關
す
る
說
明
は
特
別
に
明
確
な
わ
け
で
は
な

か
っ
た
が）

（（
（

、
羅
欽
順
自
身
は
自
分
の
「
理
一
分
殊
」
解
釋
に
相
當
な
自

信
を
持
っ
て
い
た
（
註
30
を
參
照
）。
彼
は
決
し
て
性
と
理
の
關
係
の
問

題
を
論
じ
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
論
述
の

要
點
は
、「
氣
の
條
理
」
の
理
と
「
氣
を
受
け
る
初
め
」
の
性
に
あ
っ
た
。

「
理
一
分
殊
」
に
つ
い
て
は
、
最
も
早
く
は
程
頤
の
『
答
楊
時
論
西

銘
書
』
に
お
い
て
、「「
西
銘
」
は
、
理
が
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
分
殊
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
墨
氏
は
、
根
本
を
二
つ
に
し
て
區
別
を
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無
く
し
て
い
る）

（（
（

」
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
民
は
吾
の
同
胞
で
、
物
と

吾
は
と
も
が
ら
で
あ
る
」
と
い
う
說
と
墨
子
の
「

愛
」
說
の
相
違
點

を
解
釋
し
て
い
る
。
羅
欽
順
は「
理
一
分
殊
」論
を
も
っ
て「
天
命
」・「
氣

質
」
の
「
一
つ
の
性
に
二
つ
の
名
稱
が
あ
る
」
說
に
代
え
る
こ
と
を
試

み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
性
と
理
の
關
係
を
說
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
た
。「

性
善
」
と
は
理
一
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
分
殊
に
つ
い
て

の
言
乁
で
は
な
い
。「
性
善
が
あ
り
性
不
善
が
あ
る
」
と
は
分
殊

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
理
一
に
つ
い
て
の
言
乁
で
は
な
い
。
程
・
張

は
子
思
・
孟
子
に
基
づ
い
て
性
を
言
う
が
、
專
ら
理
を
主
と
し
て

再
び
氣
質
の
說
を
推
せ
ば
、
分
殊
が
確
實
に
盡
く
せ
る
。
し
か

し
、「
天
命
の
性
」
は
も
と
よ
り
氣
質
に
つ
い
て
言
っ
て
お
り
、「
氣

質
の
性
」
に
お
け
る
「
性
」
と
は
天
命
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
性
に
二
つ
の
名
稱
が
あ
り
、
氣
質

と
天
命
を
對
の
言
葉
と
す
る
の
は
結
局
明
確
で
は
な
い
。
朱
子
は

人
々
が
（
性
を
氣
質
と
天
命
の
）
二
物
と
見
做
す
こ
と
を
最
も
恐
れ
、

「
氣
質
の
性
は
、
太
極
全
體
が
氣
質
の
中
に
落
ち
る
の
で
あ
る
」

と
言
っ
た
が
、「
落
ち
る
」
と
い
う
な
ら
ば
理
氣
に
「
閒
隙
が
無
い
」

と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
を
「
理
一
分
殊
」
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、

自
然
と
全
て
が
通
じ
、
い
わ
ゆ
る
「
天
下
に
は
性
の
外
の
物
は
な

い
」
と
な
る
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る）

（（
（

。

文
脉
か
ら
見
れ
ば
、「
理
一
分
殊
」
を
用
い
る
主
な
意
圖
は
、
性
一

說
を
徹
底
的
に
貫
く
こ
と
に
あ
る
。
羅
欽
順
の
理
論
構
造
で
は
、
性
と

は
所
謂
天
命
の
性
で
あ
り
、
氣
質
の
性
で
あ
る
。
た
だ
「
理
一
分
殊
」

の
み
が
性
を
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
れ
ば
、

性
は
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
人
・
物
を
麭
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、「
天

下
無
性
外
之
物
（
天
下
に
は
性
外
の
物
が
な
い
）」
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

孟
子
が
「
性
な
り
、
命
有
り
。
命
な
り
、
性
有
り
」
と
言
う
の
は
、

極
め
て
完
全
な
意
味
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
所
謂
「
理
一
分
殊
」
で

あ
る）

（（
（

。

思
う
に
、
人
閒
や
動
物
が
生
ま
れ
て
氣
を
受
け
た
ば
か
り
の
時
に

お
い
て
は
、
そ
の
理
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
形
を
成
し
た
後
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
自
然
の
衟
理
で

あ
る
し
、
そ
の
理
一
は
常
に
分
殊
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
性
命

が
精
妙
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
…
…
圣
人
が
再
び
現
れ
た
と
し
て

も
、
必
ず
私
の
言
葉
を
寀
る
だ
ろ
う）

（（
（

。

人
と
物
は
、
氣
を
受
け
て
生
じ
た
ば
か
り
の
時
に
は
、
物
が
人
の
よ

う
で
あ
り
人
が
物
の
よ
う
で
あ
り
、
人
も
物
も
理
は
同
じ
く
一
つ
で
あ

る
が
、
そ
の
形
を
成
し
て
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
差
異
を
持
ち
「
萬
殊
」

で
あ
る
。
こ
れ
が
孟
子
の
「
性
な
り
、
命
有
り
。
命
な
り
、
性
有
り
」
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と
い
う
「
性
命
の
妙）

（（
（

」
で
あ
る
。
羅
欽
順
は
「
山
を
見
る
」
と
い
う
比

喩
を
用
い
て
「
理
一
分
殊
」
說
を
說
明
し
て
い
る
。

山
の
本
體
は
そ
も
そ
も
定
ま
っ
て
い
る
が
、
見
る
人
が
移
動
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
山
の
形
が
違
っ
て
見
え
る
。
…
…
山
の
本
體
と
い

う
の
は
理
一
の
比
喩
で
あ
り
、
樣
々
に
姿
を
變
え
る
と
い
う
の
は

分
殊
の
比
喩
で
あ
る）

（（
（

。

そ
の
た
め
、
羅
欽
順
は
「
い
わ
ゆ
る
理
一
と
は
、
分
殊
か
ら
見
て
こ

そ
確
か
で
あ
る
」（『
困
知
記
』
卷
下
、
五
九
）
と
言
う
。
理
は
一
氣
の
變

化
の
理
で
、
そ
の
た
め
理
一
と
言
う
。
兩
者
の
關
係
は
、
理
一
は
分
殊

の
中
に
存
在
す
る
、す
な
わ
ち
千
差
萬
別
の
事
物
の
中
に
存
在
す
る
が
、

こ
れ
は
理
が
氣
よ
り
優
越
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
氣
の
自

然
な
變
化
と
い
う
通
常
の
過
程
に
お
い
て
、
具
體
的
な
事
𧰼
に
相
對
す

る
中
で
、
一
理
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
羅
欽
順
は
初
め
か
ら
「
理
一
分
殊
」
を
受
け
入
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
、「
性
卽
理
」
に
は
「
通
じ
る
所
と
通
じ
な
い
所

が
あ
り
、
何
年
經
っ
て
も
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」

が
、「
理
一
分
殊
」
を
手
が
か
り
と
し
て
何
度
も
こ
れ
を
體
認
す
る
こ

と
で
、「
程
頤
と
朱
子
の
言
葉
は
絶
對
に
私
を
欺
く
こ
と
は
な
い
」
と

確
信
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
心
性
の
辨
と
人
心
衟
心
說

羅
欽
順
は
性
を
自
然
の
本
然
の
善
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
れ
を
心
と

區
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
程
頤
と
朱
熹
が
心
と
性
を
嚴
格
に
區
別
し

て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
羅
欽
順
に
と
っ
て
性

は
理
を
指
し
、
人
閒
の
心
と
性
は
同
じ
く
氣
に
屬
す
る
が
、
彼
が
註
目

し
た
の
は
、
性
と
心
の
區
別
で
あ
っ
た
。
性
は
修
養
の
目
標
で
あ
り
、

性
に
對
し
て
言
え
ば
、
心
は
知
覺
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

…
…
心
は
人
の
神
明
な
る
も
の
で
あ
り
、
性
は
人
の
生
ま
れ
つ
き

の
理
で
あ
る
。
理
が
あ
る
と
こ
ろ
が
心
で
あ
り
、
心
が
有
す
る
も

の
が
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
混
同
し
て
一
つ
と
見
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
。『
虞
書
』
に
言
う
「
人
心
は
惟
れ
危
う
く
、
衟
心
は

惟
れ
微
か
な
り
」、『
論
語
』
に
言
う
「
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る

所
に
從
え
ど
も
、
榘
を
踰
え
ず
」、
ま
た
「
其
の
心
三
月
仁
に
違

わ
ず
」、『
孟
子
』
の
「
君
子
の
性
た
る
所
は
、
仁
義
禮
智 

心
に

根
ざ
す
」、こ
れ
ら
は
心
と
性
と
の
區
別
で
あ
る
。二
つ
の
も
の（
心
・

性
）
は
當
初
は
分
離
し
て
い
な
い
も
の
の
、
實
際
に
は
決
し
て
混

ざ
っ
て
は
い
け
な
い）

（（
（

。

近
世
の
學
者
た
ち
は
、
孟
子
の
「
仁
は
人
の
心
な
り
」
と
い
う
一

言
に
よ
っ
て
、「
心
と
は
つ
ま
り
仁
で
あ
る
」
と
言
い
張
っ
て
い
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る
が
、「
仁
を
以
て
心
に
存
す
」、「
仁
義
禮
智 

心
に
根
ざ
す
」
と

い
う
言
葉
も
孟
子
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
ど

の
よ
う
な
說
明
で
こ
れ
ら
を
一
貫
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
か
。
孔
子

が
顏
淵
を
「
其
の
心
三
月
仁
に
違
わ
ず
」
と
稱
し
た
の
は
、
仁
と

心
は
は
っ
き
り
と
區
別
す
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
を
悟
っ

て
初
め
て
仁
が
理
解
で
き
た
と
言
え
る
の
だ）

（（
（

。

羅
欽
順
は
、經
典
で
は
心
と
性
と
を
分
け
て
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

心
・
性
は
「
當
初
は
分
離
し
て
い
な
い
も
の
の
、
實
際
に
は
決
し
て
混

ざ
る
こ
と
は
な
い
」
と
す
る
。
心
と
性
は
氣
を
根
源
と
し
て
お
り
、
こ

の
意
味
に
お
い
て
二
者
は
氣
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
。
だ
が
、
性
が
人

の
生
理
・
自
然
原
理
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
心
は
人
の
神
明
・
虛
靈
知

覺
で
あ
り
、
人
の
思
惟
活
動
の
能
力
で
あ
る
。
羅
欽
順
は
も
っ
ぱ
ら
知

覺
の
意
味
を
も
っ
て
心
を
理
解
し
よ
う
と
し
、「
心
を
認
め
て
性
と
す

る
」
こ
と
を
批
判
し
て
、
心
學
者
の
閒
で
「
心
」
と
い
う
言
葉
が
甚
だ

主
觀
的
に
際
限
な
く
擴
大
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
反
對
し
た
。

…
…
人
心
の
本
體
は
天
の
本
體
で
あ
り
、
本
來
は
一
つ
の
も
の
で

あ
る
が
、
特
に
「
私
」
を
主
と
す
る
も
の
を
心
と
い
う
。
こ
れ
は

憶
說
で
は
な
く
、
確
實
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
「
心
が
通
じ
る
者

は
、天
地
人
物
の
全
て
が
自
身
の
心
の
內
に
在
る
こ
と
が
わ
か
る
」

と
言
っ
て
、
こ
の
心
に
よ
っ
て
天
地
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
心
は
大
き
く
、
天
地
は
小
さ
く
、
天
地
が
有
限
の
も
の

だ
と
わ
か
る
の
だ）

（（
（

。

心
學
の
挑
戰
に
對
抗
す
る
た
め
に
、
羅
欽
順
は
心
を
衟
心
・
人
心
に

分
け
て
說
明
す
る
。性
が
人
身
上
に
體
現
さ
れ
れ
ば
そ
れ
が
心
で
あ
り
、

心
は
ま
た
衟
心
と
人
心
に
分
け
ら
れ
る
。
人
心
と
は
自
然
の
秩
序
が
人

身
上
へ
體
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
が
生
ま
れ
つ
き
備
え
て
い
る
定

理
、
す
な
わ
ち
仁
義
禮
智
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
人
性
で
あ
る
。
衟
心
の

發
用
を
人
心
と
呼
び
、
人
心
と
衟
心
は
體
用
關
係
で
あ
る
。
性
が
生
ま

れ
つ
き
の
本
然
の
善
で
あ
れ
ば
、
性
と
は
人
・
物
の
全
て
を
麭
括
し
て

言
う
言
葉
で
あ
る
。衟
心
と
は
人
の
性
だ
け
に
限
定
し
た
言
葉
で
あ
り
、

こ
れ
が
人
と
物
の
區
別
な
の
で
あ
る
。

衟
心
は
性
で
あ
り
、
人
心
は
情
で
あ
る
。
心
は
一
つ
で
あ
る
の
に

二
つ
の
言
葉
で
言
う
の
は
、
動
靜
の
區
分
と
體
用
の
區
別
の
た
め

で
あ
る）

（（
（

。

朱
子
は『
中
庸
章
句
』に
お
い
て
、「
天
の
命
ず
る
、性
に
率
う
と
は
、

衟
心
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
註
釋
に
お
い
て
、「
大

本
と
は
、
天
命
の
性
で
あ
り
、
天
下
の
理
は
全
て
こ
れ
に
由
來
す

る
。
衟
の
本
體
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
大
本
を
天
命
の
性
と
言

い
、
天
命
の
性
を
衟
心
と
見
な
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
衟
心
は
明

ら
か
に
未
發
で
あ
る）

（（
（

。
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張
載
は
、「
性
と
知
覺
を
合
わ
せ
た
も
の
を
心
と
い
う
」
と
言
っ

て
い
る
。
や
は
り
こ
れ
は
人
心
・
衟
心
を
合
わ
せ
て
言
っ
た
も
の

で
あ
る
。
程
子
は
、「
自
ず
か
ら
人
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
を
心

と
い
う
。
こ
れ
は
專
ら
衟
心
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
言
っ
て
い
る）

（（
（

。

羅
欽
順
は
朱
熹
の
「
天
命
、
率
性
、
則
衟
心
之
謂
也
」、
程
子
の
「
自

存
諸
人
而
言
謂
之
心
」、
張
載
の
「
合
性
與
知
覺
、
有
心
之
名
」
等
を

あ
げ
て
、衟
心
と
人
心
は
「
一
つ
の
心
の
二
つ
の
名
稱
」
で
あ
る
と
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
心
學
の
「
無
限
の
心
」
と
い
う
言
說
を
否
定
し
よ
う
と

し
た
。
理
・
性
・
衟
心
は
、
羅
欽
順
に
お
い
て
は
「
異
名
同
實
」
な
の

で
あ
る
。

要
す
る
に
、
羅
欽
順
に
と
っ
て
は
、
性
と
心
、
衟
心
と
人
心
は
極
め

て
渾
然
と
し
て
い
て
、
複
雜
な
論
理
構
造
を
爲
し
て
い
る
。
性
は
人
の

生
ま
れ
つ
き
の
理
で
あ
り
、
心
は
虛
靈
知
覺
で
あ
り
、
心
は
ま
た
體
用

に
分
別
さ
れ
る
。
こ
れ
が
衟
心
・
人
心
で
あ
る
が
、
そ
の
衟
心
・
人
心

も
一
心
に
す
ぎ
な
い
。
心
は
氣
の
統
一
性
か
ら
見
る
と
性
と
同
一
で
あ

る
。
つ
ま
り
彼
の
心
性
論
は
、
彼
の
渾
然
と
し
た
理
氣
說
と
一
致
し
て

い
る
。
性
は
一
氣
か
ら
逸
脫
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
心
と
性
は
統
一
さ

れ
て
い
る
と
同
時
に
區
別
も
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
黃
宗
羲
が
言
う

よ
う
な
「
先
に
性
を
立
て
て
こ
の
心
の
主
と
す
る
（
先
立
一
性
以
爲
此
心

之
主
）」
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

結
論

以
上
の
通
り
、
羅
欽
順
に
と
っ
て
は
、
性
と
心
は
渾
然
と
し
て
お
り
、

複
雜
な
論
理
關
係
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
理
と
は
た
だ
氣
の
理
で
あ

り
、
性
も
ま
た
氣
を
受
け
た
當
初
の
生
理
、
す
な
わ
ち
本
然
の
善
で
あ

る
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
人
と
物
と
は
「
理
一
」
と
言
え
る
。

形
を
備
え
た
の
ち
、
人
と
物
は
各
々
そ
の
性
を
個
別
化
し
て
、「
萬
殊
」

と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
氣
を
超
越
し
た
意
味
、
あ
る
い
は
氣
と
對

立
す
る
意
味
に
お
い
て
は
、
決
し
て
性
を
語
ら
な
い
。
心
性
は
あ
く
ま

で
も
氣
に
由
來
し
て
お
り
、「
當
初
は
分
離
し
て
い
な
い
も
の
の
、
實

際
に
は
決
し
て
混
ざ
る
こ
と
は
な
い
」。
人
の
實
踐
の
場
面
に
お
い
て

は
、
心
・
性
、
衟
心
・
人
心
と
區
別
さ
れ
、
よ
り
複
雜
な
內
在
關
係
に

な
る
。
人
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
衟
心
・
性
・
理
は
、
名
は
異
な
る

が
實
質
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
點
に
お
い
て
物
と
は
區
別

さ
れ
る
。
つ
ま
り
彼
の
心
性
論
は
彼
の
渾
然
的
な
理
氣
論
と
十
分
に
整

合
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
劉
宗
週
お
よ
び
黃
宗
羲
が
提
出
し
た

羅
欽
順
の
理
論
に
お
け
る
矛
盾
は
、
羅
欽
順
の
本
意
と
は
合
致
し
な
い

批
判
で
あ
ろ
う
。
羅
欽
順
は
二
程
・
朱
子
を
「
篤
信
」
し
、
そ
の
思
想

を
基
盤
と
し
て
い
た）

（（
（

。
そ
れ
に
對
し
て
黃
宗
羲
は
强
力
な
王
學
的
背
景
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を
有
し
て
い
た
こ
と
は
註
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
羅
欽
順
の
よ
う

な
王
學
以
外
の
思
想
家
を
硏
究
す
る
際
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ

の
思
想
家
の
思
想
そ
れ
自
體
に
立
ち
戾
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

ま
た
『
學
案
』
が
構
筑
し
て
き
た
思
想
の
系
譜
か
ら
脫
却
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註（
１
）　

容
肇
祖『
明
代
思
想
史
』齊
魯
書
社
、１
９
９
２
年
。『
明
史
儒
林
傳
序
』

「
時
天
下
言
學
者
、
不
歸
王
守
仁
則
歸
湛
若
水
、
獨
守
程
、
朱
不
變
者
、

惟

與
羅
欽
順
云
」。（『
明
史
』
卷
二
八
二
『
儒
林
列
傳
序
』、
中
華
書

局
、
１
９
９
７
年
、
１
８
５
９
頁
）。

（
２
）　

蓋
先
生
之
論
理
氣
最
爲
精
確
…
…
第
先
生
之
論
心
性
、
頗
與
其
論
理

氣
自
相
矛
盾
。
夫
在
天
爲
氣
者
、在
人
爲
心
、在
天
爲
理
者
、在
人
爲
性
。

理
氣
如
是
、
則
心
性
亦
如
是
、
決
無
異
也
。
人
受
天
之
氣
以
生
、
祇
有

一
心
而
已
、而
一
動
一
靜
、喜
怒
哀
樂
、循
環
無
已
。
當
惻
隱
處
自
惻
隱
、

當
羞
惡
處
自
羞
惡
、
當
恭
敬
自
恭
敬
、
當
是
非
自
是
非
、
千
頭
萬
緖
、

感
應
紛
紜
、
歷
然
不
能
昧
者
、
是
卽
所
謂
性
也
。
初
非
別
有
一
物
、
立

於
心
之
先
、
附
於
心
之
中
也
。
先
生
以
爲
天
性
正
於
受
生
之
初
、
明
覺

發
於
既
生
之
後
、明
覺
是
心
而
非
性
。
信
如
信
言
、則
性
體
也
、心
用
や
。

性
是
人
生
以
上
、靜
也
、心
是
感
物
而
動
、動
也
。
性
是
天
地
萬
物
之
理
、

公
也
、
心
是
一
己
所
有
、
私
也
。
明
明
先
立
一
性
以
爲
此
心
之
主
、
與

理
能
生
氣
之
說
無
異
、
於
先
生
理
氣
之
論
、
無
乃
大
悖
乎
。
理
氣
是
一
、

則
心
性
不
得
是
二
。
…
…
今
以
喜
怒
哀
樂
未
發
之
中
爲
性
、
已
發
之
和

爲
情
、勢
不
得
不
先
性
而
後
心
矣
。
性
先
心
後
、不
得
不
有
罅
隙
可
尋
矣
。

（『
明
儒
學
案
』
卷
四
七
、「
諸
儒
學
案
中
一
・
文
莊
羅
整
庵
先
生
欽
順
」、

中
華
書
局
、
２
０
０
８
年
、
１
０
０
７
頁
）。

（
３
）　

先
生
既
不
與
宋
儒
天
命
、氣
質
之
說
、而
蔽
以
「
理
一
分
殊
」
之
一
言
、

謂
理
卽
是
氣
之
理
、
是
矣
。
獨
不
曰
性
卽
是
心
之
性
乎
？
心
卽
氣
之
聚

於
人
者
、
而
性
卽
理
之
聚
於
人
者
、
理
氣
是
一
、
則
心
性
不
得
是
二
。

心
性
是
一
、
性
情
又
不
得
是
二
。
使
三
者
於
一
分
一
合
之
閒
終
有
二
焉
、

則
理
氣
是
何
物
？
心
與
性
情
又
是
何
物
？
天
地
閒
既
有
個
合
氣
之
理
、

又
有
個
離
氣
之
理
。
既
有
個
離
心
之
性
、
又
有
個
離
性
之
情
、
又
烏
在

其
爲
一
本
也
乎
？
（『
明
儒
學
案
・
師
說
』、
１
〜
13
頁
）。

（
４
）　
『
明
儒
學
案
』
卷
四
七
「
諸
儒
學
案
中
一
・
文
莊
羅
整
庵
先
生
欽
順
」、

１
１
０
７
頁
。

（
５
）　

錢
穆
は
早
期
に
お
い
て
は
黃
宗
羲
の
說
に
同
意
し
て
、
羅
欽
順

の
說
は
（
心
性
論
が
理
氣
論
と
）
一
致
し
な
い
（『
陽
明
學
述
要
』、

１
９
５
５
年
）
と
し
て
い
た
。
し
か
し
晩
年
に
は
、「
梨
洲
の
（
羅
欽

順
に
對
す
る
）
批
判
」
は
羅
欽
順
が
嘉
靖
戊
子
年
（
１
５
２
８
年
）
に

完
成
し
た
『
困
知
記
』
の
「
蓋
通
天
地
亙
古
今
、
无
非
一
氣
而
已
（
天

地
を
通
じ
て
古
今
を
貫
く
の
は
、
一
氣
の
み
で
あ
る
）」
に
基
づ
い
て

い
る
が
、
辛
卯
（
１
５
３
１
年
）
に
成
立
し
た
『
續
說
』
で
は
羅
欽
順

は
は
っ
き
り
と
程
頤
の
「
性
卽
理
」
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
羅
欽
順

の
理
氣
の
說
は
朱
熹
の
理
氣
論
と
「
欣
和
無
閒
（
一
致
し
て
い
る
）」

と
す
る
（『
中
國
學
術
思
想
史
論
叢
（
七
）、
臺
北
・
東
大
圖
書
公
司
』、
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１
９
７
６
年
）。
ま
た
、
阿
部
吉
雄
は
羅
欽
順
の
「
理
一
分
殊
」
に
對

す
る
新
し
い
解
釋
に
よ
っ
て
、
黃
宗
羲
の
說
は
お
そ
ら
く
适
當
で
は
あ

る
ま
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）　

蓋
通
天
地
、
亙
古
今
、
無
非
一
氣
而
已
。
氣
本
一
也
、
而
一
動
一
靜
、

一
徃
一
來
、
一
闔
一
辟
、
一
升
一
降
、
循
環
無
已
。
積
微
而
著
、
由
著

復
微
、
爲
四
時
之
溫
涼
寒
暑
、
爲
萬
物
之
成
長
收
藏
、
爲
斯
民
之
日
用

彝
倫
、
爲
人
事
之
成
敗
得
失
。
千
條
萬
緖
、
紛
紜
膠
轕
、
而
卒
不
可
亂
、

有
莫
知
其
所
以
然
而
然
、
是
卽
所
謂
理
也
。
初
非
別
有
一
物
、
依
於
氣

而
立
、
附
於
氣
以
行
也
。（
『
困
知
記
』
卷
上
、
一
一
、
中
華
書
局
、

２
０
１
３
年
）。

（
７
）　

理
只
是
氣
之
理
、
當
於
氣
之
轉
折
處
觀
之
。
徃
而
來
、
來
而
徃
、
便

是
轉
折
處
也
。
夫
徃
而
不
能
不
來
、
來
而
不
能
不
徃
、
有
莫
知
其
所
以

然
而
然
、
若
有
一
物
主
宰
乎
期
閒
而
使
之
然
者
、
此
理
之
所
以
名
也
。

「
易
有
太
極
」、
此
之
謂
也
。
若
於
轉
折
處
看
得
分
明
、
自
然
頭
頭
皆
合
。

程
子
嘗
言
「
天
地
閒
只
有
一
個
感
應
而
已
、
更
有
甚
事
？
」
夫
徃
者
敢
、

則
來
者
應
、
來
者
感
、
則
徃
者
應
。
一
感
一
應
、
循
環
無
已
、
理
無
徃

而
不
存
焉
、
在
天
在
人
一
也
。
天
衟
惟
是
至
公
、
故
感
應
有
常
而
不
忒
。

人
情
不
能
無
私
欲
之
累
、
故
感
應
易
忒
而
糜
常
。
夫
感
應
者
、
氣
也
。

如
是
而
感
則
如
是
而
應
、
有
不
容
以
毫
髮
差
者
、
理
也
…
…
愚
故
嘗
曰
：

「
理
須
就
氣
上
認
取
、然
認
氣
爲
理
便
不
是
」。
此
言
殆
不
可
易
哉
。（『
困

知
記
』
續
卷
上
、
三
八
）。

（
８
）　

山
下
龍
二
は
羅
欽
順
の
「
理
は
氣
の
條
理
」
と
い
う
觀
點
を
王
陽
明

の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
分
析
し
た
（『
陽
明
學
の

終
焉
』、
硏
文
社
、
１
９
９
１
年
、
１
４
４
〜
１
４
７
頁
）。

（
９
）　

天
地
閒
非
陰
陽
不
化
、
非
太
極
不
神
、
然
遂
以
太
極
爲
神
、
以
陰
陽

爲
化
則
不
可
。⋯

⋯

言
陰
陽
則
太
極
在
其
中
矣
、
言
太
極
則
陰
陽
在
其

中
矣
。
一
而
二
、
二
而
一
者
也
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
三
八
）。

（
10
）　

所
謂
叔
子
小
有
未
合
者
、
劉
元
承
記
其
語
有
云
「
所
以
陰
陽
者
衟
」

又
云
「
所
以
闔
辟
者
衟
。」
竊
詳
「
所
以
」
二
字
、
固
指
言
形
而
上
者
、

然
未
免
微
有
二
物
之
嫌
。
以
伯
子
「
元
來
只
此
是
衟
」
之
語
觀
之
、
自

見
渾
然
之
妙
、
似
不
須
更
著
「
所
以
」
字
也
。
所
以
朱
子
小
有
未
合
者
、

蓋
其
言
有
云
「
理
與
氣
決
是
二
物
」。（『
困
知
記
』
卷
上
、
一
一
）。

（
11
）　

朱
子
「
辯
蘇
黃
門
老
子
解
」
有
云
「
衟
器
之
名
雖
異
、
然
其
實
一
物

也
」、
故
曰
「
吾
衟
一
以
貫
之
」。
與
所
云
「
理
氣
決
是
二
物
」
者
、
又

不
同
矣
。
爲
其
學
者
、
不
求
所
以
歸
於
至
一
可
乎
。（『
困
知
記
』
卷
上
、

七
九
）。

（
12
）　
『
困
知
記
』
卷
上
、
七
九
。

（
13
）　

人
物
之
生
、本
同
一
氣
、惻
隱
之
心
、無
所
不
通
。
故
「

而
仁
民
、

仁
民
而
愛
物
」、
皆
理
之
當
然
、
自
有
不
容
已
者
、
非
人
爲
之
使
然
也
。

（『
困
知
記
』
卷
上
、
二
三
）。

（
14
）　

孟
子
以
「
勿
忘
勿
助
長
」
爲
養
氣
之
法
、
氣
與
性
一
物
、
但
有
形
而

上
下
之
分
爾
、
養
性
卽
養
氣
、
養
氣
卽
養
性
、
顧
所
從
言
之
不
同
、
然

更
無
別
法
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
四
三
）。

（
15
）　

孟
子
之
學
、
亦
自
明
而
誠
、
知
言
養
氣
是
也
。
自
明
而
誠
者
、
未
必

便
造
其
極
、
理
須
善
養
、「
盡
心
知
性
」
一
章
卽
是
此
義
。
然
其
吿
公

孫
丑
不
曰
「
善
養
吾
性
」、
而
曰
「
氣
」
者
、
因
吿
子
「
勿
求
於
氣
」
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而
言
、
以
見
其
所
以
異
也
。（『
困
知
記
』
續
下
、
二
七
）。

（
16
）　

程
叔
子
云
「
孟
子
言
性
、
當
隨
文
看
。
不
以
吿
子
『
生
之
謂
性
』
爲

不
然
者
、
此
亦
性
也
…
…
」。
嘗
考
叔
子
論
性
之
語
亦
多
、
惟
此
章
意

極
完
備
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
六
六
）。

（
17
）　

元
明
言
：「
犬
牛
之
性
、
非
天
地
之
性
。」
卽
不
知
犬
牛
何
從
得
此
性

來
？
天
地
閒
須
是
二
本
方
可
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
五
八
）。

（
18
）　
「
天
命
之
謂
性
」、
自
其
受
氣
之
初
言
也
；
「
率
性
之
謂
衟
」、
自
其

成
形
之
後
言
也
。
蓋
形
質
既
成
、
人
則
率
其
人
之
性
、
而
爲
人
之
衟
；

物
則
率
其
物
之
性
、
而
爲
物
之
衟
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
二
〇
）。

（
19
）　

董
子
云
：「
性
者
、
生
之
質
也
。」
觀
吿
子
論
性
、
前
後
數
說
、
其

大
旨
不
出
生
、
質
二
字
而
已
。
董
子
知
尊
孔
子
、
未
必
不
知
有
孟
子
之

說
、
而
顧
有
合
於
吿
子
、
豈
其
亦
有
所
受
之
邪
！
（『
困
知
記
』
卷
下
、

一
八
）。

（
20
）　

但
曰
「
天
命
之
性
」、
固
已
就
氣
質
而
言
之
矣
、
曰
「
氣
質
之
性
」、

性
非
天
命
之
謂
乎
。
一
性
而
兩
名
、
且
以
氣
質
與
天
命
對
言
、
語
終
未

瑩
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
一
五
）。

（
21
）　

六
經
之
中
、言
心
自
帝
舜
始
、言
性
自
成
湯
始
。
舜
之
四
言
未
嘗
乁
性
、

性
固
在
其
中
矣
。
至
湯
始
明
言
之
曰
「
惟
皇
上
帝
、
降
衷
於
下
民
、
若

有
恆
性
、克
綏
厥
猷
、惟
後
」。
孔
子
言
之
加
詳
、曰
「
一
隂
一
陽
之
謂
衟
、

繼
之
者
善
也
、
成
之
者
性
也
。
仁
者
見
之
謂
之
仁
、
知
者
見
之
謂
之
知
、

百
姓
日
用
而
不
知
、
故
君
子
之
衟
鮮
矣
。」
又
曰
「
性
相
近
」。
子
思
述

之
、則
曰
「
天
命
之
謂
性
、率
性
之
謂
衟
。」
孟
子
祖
之
、則
曰
「
性
善
」。

凡
古
圣
賢
之
言
性
、
不
過
如
此
。
自
吿
子
而
下
、
初
無
灼
然
之
見
、
類

皆
想
像
以
爲
言
、
其
言
益
多
、
其
合
於
圣
賢
者
殊
寡
、
卒
未
有
能
定
於

一
者
。
乁
宋
、
程
張
朱
子
出
、
始
別
白
而
言
之
、
孰
爲
天
命
之
性
、
孰

爲
氣
質
之
性
、
參
之
孔
孟
、
驗
之
人
情
、
其
說
於
是
乎
大
備
矣
。
然
一

性
而
兩
名
、
雖
曰
「
二
之
則
不
是
」、
而
一
之
又
未
能
也
、
學
者
之
惑
、

終
莫
之
解
、
則
紛
紛
之
論
、
至
今
不
絶
於
天
下
、
亦
奚
怪
哉
。（『
困
知

記
』
卷
上
、
一
四
）。

（
22
）　
「
天
命
の
性
」
と
「
氣
質
の
性
」
の
二
分
化
は
王
廷
相
に
よ
っ
て
も

批
判
さ
れ
た
。「
人
有
二
性
、此
宋
儒
之
大
惑
也
」、「
余
以
爲
、人
物
之
性
、

無
非
氣
質
所
爲
者
、離
氣
言
性
、則
性
無
處
所
、與
虛
同
歸
；
離
性
言
氣
、

則
氣
非
生
動
、與
死
同
途
。
是
性
與
氣
相
資
而
有
、不
得
相
離
也
」（『
答

薛
君
采
論
性
書
』）。
王
陽
明
の
後
學
で
あ
る
楊
東
明
も
氣
質
の
性
を
肯

定
す
る
。「
氣
質
之
性
四
字
…
…
适
得
吾
性
之
眞
體
」、「
蓋
性
之
爲
氣

質
所
成
、
而
氣
質
外
無
性
、
則
安
得
外
氣
質
以
言
性
也
？
自
宋
儒
分
爲

氣
質
、義
理
兩
途
、而
性
之
義
始
晦
」（『
明
儒
學
案
・
北
方
王
門
學
案
』）。

（
23
）　

夫
性
必
有
欲
、
非
人
也
、
天
也
。
欲
之
有
節
無
節
、
非
天
也
、
人
也
。

（『
困
知
記
』
三
續
、
一
）。

（
24
）　

阿
部
吉
雄
「
羅
欽
順
」（『
中
國
の
思
想
家
（
下
卷
）』、
勁
草
書
房
、

１
９
６
３
年
、
５
７
１
〜
５
８
３
頁
）。

（
25
）　
『
西
銘
』
明
理
一
爾
分
殊
、
墨
氏
則
二
本
爾
無
分
。（「
答
楊
時
論
西

銘
書
」、『
二
程
集
』
６
０
９
頁
）。

（
26
）　
『
性
善
』、理
之
一
也
、而
其
言
未
乁
乎
分
殊
、『
有
性
善
、有
性
不
善
』、

分
之
殊
也
、
而
其
言
未
乁
乎
理
一
。
程
張
本
思
孟
以
言
性
、
既
專
主
乎

理
、
復
推
氣
質
之
說
、
則
分
之
殊
者
誠
亦
盡
之
。
但
曰
「
天
命
之
性
」、
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固
已
就
氣
質
而
言
之
矣
、
曰
「
氣
質
之
性
」、
性
非
天
命
之
謂
乎
？
一

性
而
兩
名
、
且
以
氣
質
與
天
命
對
言
、
語
終
未
瑩
。
朱
子
尤
恐
人
之
視

爲
二
物
也
、
乃
曰
「
氣
質
之
性
、
卽
太
極
全
體
墮
在
氣
質
之
中
。」
夫

既
以
墮
言
、
理
氣
不
容
無
罅
縫
矣
。
惟
以
理
一
分
殊
蔽
之
、
自
無
徃
而

不
通
、
而
所
謂
「
天
下
無
性
外
之
物
」、
豈
不
亶
其
然
乎
！
（『
困
知
記
』

卷
上
、
一
五
）。

（
27
）　

孟
子
「
性
也
、
有
命
焉
。
命
也
、
有
性
焉
」
一
章
、
意
涵
極
爲
完
備
、

正
所
謂
「
理
一
而
分
殊
」
也
。（『
困
知
記
』
卷
下
、
一
七
）。

（
28
）　

蓋
人
物
之
生
、
受
氣
之
初
、
其
理
惟
一
、
成
形
之
後
、
其
分
則
殊
、

莫
非
自
然
之
理
、
其
理
之
一
、
常
在
分
殊
之
中
。
此
所
以
爲
性
命
之
妙

也
。
語
其
一
、
故
人
皆
可
以
爲
堯
舜
、
語
其
殊
、
故
上
智
與
下
愚
不
移
。

圣
人
複
起
、
其
必
有
取
於
吾
言
矣
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
一
四
）。

（
29
）　

こ
れ
を
羅
欽
順
の
言
葉
で
解
釋
す
る
な
ら
ば
、「
同
中
有
異
、
異
中

有
同
、
性
命
之
實
、
無
餘
無
缺
」（『
困
知
記
』
卷
上
、
六
六
）
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

（
30
）　

窮
理
譬
則
觀
山
、
山
體
自
定
、
觀
者
移
步
、
其
形
便
不
同
。
故
自
四

方
觀
之
、
便
是
四
般
面
目
、
自
四
隅
觀
之
、
又
各
是
一
般
面
目
。
面
目

雖
種
種
各
別
、
其
實
只
是
此
一
山
。
山
之
本
體
、
則
理
一
之
譬
也
、
種

種
面
目
、
則
分
殊
之
譬
也
。
在
人
所
觀
之
處
、
便
是
日
用
閒
應
接
之
實

地
也
。（『
困
知
記
』
卷
下
、
三
七
）。

（
31
）　

…
…
夫
心
者
人
之
神
明
、
性
者
人
之
生
理
、
理
之
所
在
謂
之
心
、
心

之
所
有
謂
之
性
、
不
可
混
而
爲
一
也
。『
虞
書
』
曰
「
人
心
惟
危
、
衟

心
惟
微
」。『
論
語
』
曰
「
從
心
所
欲
、
不
踰
榘
」。
又
曰
「
其
心
三
月

不
違
仁
」。『
孟
子
』
曰
「
君
子
所
性
、
仁
義
禮
智
根
於
心
」。
此
心
性

之
辨
也
。
二
者
初
不
相
離
、而
實
不
容
相
混
。（『
困
知
記
』
卷
上
、一
）。

（
32
）　

近
世
學
者
因
孟
子
有
「
仁
、
人
心
也
」
一
語
、
便
要
硬
說
心
卽
是
仁
、

獨
不
思
「
以
仁
存
心
」、「
仁
義
禮
智
根
於
心
」、
其
言
亦
出
於
孟
子
、

又
將
何
說
以
通
之
邪
。
孔
子
之
稱
顏
淵
、
亦
曰
「
其
心
三
月
不
違
仁
」、

仁
之
與
心
、
固
當
有
辨
。
須
於
此
見
得
端
的
、
方
可
謂
之
識
仁
。（『
困

知
記
』
卷
下
、
二
八
）。

（
33
）　

愚
嘗
謂
：
人
心
之
體
、
則
天
之
體
、
本
來
一
物
、
但
其
主
於
我
者
謂

之
心
、
非
臆
說
也
、
乃
實
見
也
。
若
謂
「
其
心
通
者
、
洞
見
天
地
人
物

皆
在
吾
性
量
之
中
」、而
此
心
可
以
範
圍
天
地
、則
是
心
大
而
天
地
小
矣
、

是
以
天
地
爲
有
限
量
矣
。
本
欲
其
一
、
反
成
二
物
、
謂
之
知
衟
、
可
乎
！

（『
困
知
記
』
卷
下
）。

（
34
）　

衟
心
、
性
也
。
人
心
、
情
也
。
心
一
也
、
而
兩
言
之
者
、
動
靜
之
分
、

體
用
之
別
也
。（『
困
知
記
』
卷
上
、
四
）。

（
35
）　

朱
子
在
『
中
庸
章
句
』
中
有
云
：「
天
命
、
率
性
、
則
衟
心
之
謂
也
」。

註
解
有
云
：「
大
本
者
、
天
命
之
性
、
天
下
之
理
皆
由
此
出
、
衟
之
體
也
」。

夫
既
以
大
本
爲
天
命
之
性
、
以
天
命
之
性
爲
衟
心
、
則
衟
心
明
是
未
發
。

（「
答
陳
靜
齋
都
憲
」、『
困
知
記
』））。

（
36
）　

張
子
的
「
合
性
與
知
覺
、
有
心
之
名
」、
蓋

人
心
衟
心
而
言
也
。

程
子
曰
：「
自
存
諸
人
而
言
謂
之
心
。
則
專
指
衟
心
而
言
」。（『
困
知
記
』

三
續
、
三
六
）。

（
37
）　

一
部
、
取
舍
し
て
い
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
。
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※
本
文
は
、『
遼
甯
省
敎
育
庁
高
等
學
校
優
秀
人
才
計
划
』
助
成
に
よ
る
硏
究

成
果
で
あ
る
。

〈
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ワ
ー
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羅
欽
順
、『
困
知
記
』、
氣
、
心
性




