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は
じ
め
に

　

朱
熹
沒
後
今
日
ま
で
の
八
二
○
年
の
閒
、
朱
子
學
に
關
す
る
硏
究
は

中
國
は
も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
も
す
で
に
長
い
歷
史
と
膨
大
な
量
の

蓄
積
を
有
し
て
い
る
。
古
い
時
代
の
硏
究
は
、
今
日
と
は
異
な
り
、
い

か
に
朱
子
學
を
生
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
に
朱
子
學
を
克
服
し
新

し
い
思
想
を
表
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
今
日
の
我
々
の
硏
究
は
、
朱
子
學
を
客
觀
的
に
對
𧰼

化
し
、
實
證
的
に
そ
の
思
想
構
造
を
描
き
出
し
、
そ
の
思
想
史
的
位
置

づ
け
を
圖
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
硏
究
は
硏
究
と
は
言
え
ず
、
こ

の
今
日
の
硏
究
だ
け
が
硏
究
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か

は
、
我
々
が
暗
默
の
前
提
と
し
て
い
る
「
客
觀
的
」「
實
證
的
」
と
い

う
態
度
の
可
能
性
と
妥
當
性
そ
の
も
の
が
俎
上
に
上
る
と
き
、
こ
れ
か

ら
の
硏
究
に
向
け
て
新
た
に
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
硏
究
と
い
う
營
み
そ
の
も
の
へ
の
問
い
か
け
か
ら
本

論
を
始
め
た
の
は
、
今
日
の
朱
子
學
硏
究
の
最
大
の
課
題
が
經
學
の
問

題
で
あ
り
、
今
日
の
硏
究
で
經
學
の
意
味
に
迫
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
學
に
お
け
る
經
學
の

意
味
を
讀
み
取
り
描
き
出
す
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
硏
究
と
は
違
っ

た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
新
た
な
硏
究
に
お
い

て
は
、
我
々
が
素
朴
に
盲
信
し
て
い
る
「
客
觀
的
」「
實
證
的
」
と
い

う
こ
と
そ
の
も
の
が
問
い
直
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
占
め
て
い
た
前
線
の
位

置
を
退
い
て
新
た
な
役
割
に
甘
ん
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
、
そ
う
い
っ
た
思
い
を
强
く
さ
せ
る
ほ
ど
、
今
日
ま
で
の
朱
子
學
硏
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究
に
お
け
る
經
學
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
隔
靴
搔
痒
の
感
が
否
め
な
い
も

の
な
の
で
あ
っ
た
。

　

朱
子
學
に
限
ら
ず
、
儒
敎
に
と
っ
て
經
學
が
そ
の
生
命
線
で
あ
る
こ

と
に
異
を
唱
え
る
者
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
ど
れ
だ
け
强
調
し
て

も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
、
そ
の
實
質
的
意
味
を
說
き

明
か
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
孔
子
の
「
述
べ
て
作
ら
ず
」

と
い
う
態
度
以
降
、
經
書
と
い
う
有
限
の
書
物
群
に
知
る
べ
き
全
て
が

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
新
た
に
「
作
る
」
こ
と
が
禁
じ
ら
れ

た
儒
者
た
ち
の
思
想
的
營
み
の
意
味
を
說
き
明
か
す
こ
と
に
成
功
し
た

硏
究
は
見
當
た
ら
な
い
。
そ
の
一
方
、「
述
べ
て
作
ら
ず
」
で
あ
る
以

上
、
孔
子
や
朱
熹
に
は
原
理
的
に
獨
自
の
思
想
は
な
い
は
ず
で
あ
る
の

に
、
我
々
は
孔
子
の
、
あ
る
い
は
朱
熹
の
思
想
を
語
ろ
う
と
す
る
。
今

日
の
硏
究
が
明
ら
か
に
し
た
孔
子
の
、
朱
熹
の
思
想
に
、
彼
ら
に
と
っ

て
の
經
書
の
意
味
が
本
當
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
朱
熹
の
唯

一
の
著
作
は
經
書
の
註
釋
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
註
釋

書
だ
け
か
ら
朱
熹
の
思
想
を
讀
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
語
錄

や
書

に
殘
さ
れ
た
言
葉
の
斷
片
か
ら
朱
熹
の
思
想
を
再
構
成
し
、
そ

れ
を
も
と
に
朱
熹
の
註
釋
を
理
解
し
、
經
學
史
の
中
に
朱
熹
を
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
今
日
の
我
々
に
は
、
經
書
の
持
つ
意
味
が
實
感
で

き
な
い
。
朱
熹
の
主
著
が
經
書
の
註
釋
書
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、『
朱

子
語
類
』
に
收
め
ら
れ
た
記
錄
の
大
半
が
經
書
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
そ
れ
と
は
別
の
ご
く
僅
か
な
扱
い
や

す
い
發
言
を
も
と
に
朱
熹
の
思
想
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
否
む
し

ろ
、『
朱
子
語
類
』
の
分
類
が
示
す
よ
う
に
、
朱
熹
の
門
人
た
ち
で
す

ら
「
理
」
や
「
氣
」
や
「
心
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
に
集
約
で
き
る
朱
熹

の
發
言
を
取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
と
は
言
え
、
彼
ら

が
日
々
語
り
合
っ
て
い
た
の
は
、『
朱
子
語
類
』
の
記
錄
の
量
が
示
す

通
り
經
書
に
ま
つ
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

朱
子
學
の
重
要
タ
ー
ム
「
格
物
窮
理
」
に
つ
い
て
、
今
日
の
我
々
は

樣
々
な
說
明
や
定
義
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
朱
熹
に
と
っ
て
の

「
格
物
窮
理
」の
現
場
が
經
書
を
讀
む
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

經
書
を
讀
む
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
今
日
の
我
々
が
十
分
に
說
き
明
か

せ
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
朱
熹
の
「
格
物
窮
理
」
を
理
解
で
き
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
樣
々
に
說
明
さ
れ
て
き
た
朱
子
學
の
構
造

を
、
經
書
と
い
う
存
在
を
加
え
た
上
で
再
檢
討
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
決

し
て
そ
の
逆
、
す
な
わ
ち
す
で
に
說
明
さ
れ
た
構
造
で
朱
熹
の
經
學
の

意
味
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

以
下
本
論
は
、
經
學
に
對
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
す
る
た

め
の
試
み
と
し
て
、
朱
熹
が
『
孟
子
』
の
一
節
を
め
ぐ
り
ど
の
よ
う
な
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議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
と
い
う
具
體
的
な
場
面
に
立
ち
會
う
こ
と

に
し
た
い
。
た
だ
し
、
本
論
の
考
察
は
上
述
し
た
今
日
の
硏
究
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
斷
っ
て
お
き
た
い
。
む
し

ろ
、
本
論
の
示
す
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら

の
硏
究
の
課
題
と
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

一
、
朱
熹
に
と
っ
て
の
『
孟
子
』

　
『
孟
子
』
が
四
書
の
一
つ
と
し
て
經
書
と
な
り
、
孟
子
が
孔
子
と
竝

び
稱
さ
れ
「
孔
孟
の
敎
え
」
が
儒
敎
の
代
名
詞
と
な
っ
た
の
は
、
朱
子

學
以
降
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
、
儒
者
の
閒

で
も
『
孟
子
』
あ
る
い
は
孟
子
に
對
す
る
評
價
は
毀
譽
襃
貶
樣
々
で
あ

り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
儒
者
の
思
想
的
立
場
を
物
語
っ
て
い

た
。
朱
熹
は
、
北
宋
の
衟
學
の
尊
孟
を
繼
承
し
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の

學
問
の
正
統
性
の
根
據
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
孟
子
と
い

う
存
在
を
衟
統
の
要
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
熹
は
後
世
に

生
き
る
儒
者
と
し
て
「
述
べ
る
」
餘
地
を
得
た
の
で
あ
り
、『
孟
子
』

と
い
う
書
が
經
書
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
熹
の
經
書
の
讀
み
方

に
新
た
な
可
能
性
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
朱
熹
は
、
孔
子
と
孟
子
、
あ
る
い
は
『
論
語
』
と
『
孟

子
』
の
閒
に
越
え
が
た
い
一
線
が
あ
る
こ
と
も
强
調
す
る
。
何
と
言
っ

て
も
、
孔
子
が
圣
人
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
孟
子
は
亞
圣
に
過
ぎ
ず
、

も
う
一
人
の
亞
圣
顏
子
と
比
較
し
て
も
孟
子
が
顏
子
の
上
位
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
孟
子
は
、
あ
く
ま
で
も
朱
熹
た
ち
と
同
じ
孔

子
を
學
ぶ
者
の
地
平
に
屬
し
、
そ
の
最
前
線
に
置
か
れ
た
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
孔
子
と
孟
子
、
あ
る
い
は
顏
子
と
孟
子
を
隔
て
る
一
線

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
的
境
地
の
差
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
目
標
と
し
て
の
孔
子
は
よ
り
手
の
屆
か
な
い
逃
げ
水
の
よ
う
な
存

在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た（

１
）。

　

孔
子
と
孟
子
と
の
閒
に
人
格
的
境
地
の
差
を
見
出
す
朱
熹
は
、『
論

語
』
と
『
孟
子
』
と
の
閒
に
も
、
そ
の
語
り
方
に
お
い
て
大
き
な
差
異

の
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故
そ
の
讀
み
方
に
も
違
い
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る（

２
）。

總
じ
て
、
孔
子
の
言
葉
が
具
體
的
か
つ
實
踐
的
で

あ
る
の
に
對
し
て
、
孟
子
の
言
葉
は
そ
の
こ
と
の
意
味
や
意
義
を
說
明

し
た
も
の
で
、
後
世
の
學
者
に
と
っ
て
孟
子
に
よ
る
說
明
は
方
便
と
し

て
不
可
缺
な
も
の
と
さ
れ
た
。
と
は
言
え
、
敢
え
て
說
明
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
孟
子
も
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
後
世
の
學
者
も
、
說
明
を
し

て
い
る
限
り
孔
子
の
境
地
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
說
明
は

あ
く
ま
で
も
具
體
的
な
日
々
の
實
踐
を
よ
り
主
體
的
に
續
け
て
行
く
た

め
に
示
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
得
て
納
得
し
た
か
ら
に
は
、

後
は
理
屈
を
言
わ
ず
實
踐
し
習
熟
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
理
屈
っ
ぽ
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く
說
明
を
す
る
こ
と
に
終
始
し
實
踐
が
伴
わ
な
い
と
い
う
批
判
は
、
朱

子
學
に
對
す
る
批
判
の
常
套
句
で
あ
る
が
、
朱
熹
と
て
同
じ
こ
と
を
門

人
た
ち
に
戒
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
朱
熹
は
む
し
ろ
說
明
に
よ
る
全
體

像
の
把
握
や
槪
念
の
明
瞭
化
こ
そ
が
實
踐
に
對
す
る
個
々
の
學
者
の
自

覺
を
促
し
、
そ
の
繼
續
を
保
證
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

　
『
孟
子
』
の
說
明
の
中
で
朱
熹
が
特
に
重
視
し
た
の
は
、一
つ
は
「
性

善
說
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
心
」
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い

ず
れ
も
孔
子
は
そ
れ
を
取
り
立
て
て
語
っ
て
は
い
な
い
。

　

孟
子
の
「
性
善
說
」
が
、
朱
熹
の
思
想
構
造
の
不
可
缺
な
基
礎
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
、
孔
子
は
「
性

相
近
し
」（
陽
貨
）
と
言
う
だ
け
で
、
弟
子
た
ち
に
「
夫
子
の
性
と
天
衟

と
を
言
ふ
は
、
得
て
聞
く
べ
か
ら
ず
」（
公
冶
長
）
と
さ
え
言
わ
し
め
て

い
る
。『
論
語
』
に
見
え
る
の
は
、
具
體
的
な
日
々
の
實
踐
に
關
す
る

こ
と
だ
け
で
、
そ
の
實
踐
が
可
能
で
あ
る
根
據
や
そ
れ
が
も
た
ら
す
も

の
を
保
證
す
る
た
め
の
說
明
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
孔
子
と

い
う
別
格
の
敎
師
に
よ
っ
て
、
學
ぶ
者
は
實
踐
を
通
し
て
お
の
ず
と
そ

れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
導
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
孔
子
と

孟
子
の
違
い
を
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。　

孔
子
は
人
に
敎
え
る
の
に
、「
居
處
に
は
恭
、
事
を
執
り
て
は
敬
、

人
と
交
わ
り
て
は
忠
」
と
言
う
だ
け
で
、
そ
の
中
に
す
べ
て
を
含

ま
せ
て
人
に
み
ず
か
ら
求
め
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
孟
子
に
到
る

や
と
た
ん
に
「
性
善
」
と
指
摘
し
て
、
も
は
や
圣
人
ら
し
く
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

孔
子
敎
人
只
言
居
處
恭
、
執
事
敬
、
與
人
忠
、
含
蓄
得
意
思
在
其

中
、
使
人
自
求
之
。
到
孟
子
便
指
出
了
性
善
、
早
不
似
圣
人
了
。

（『
朱
子
語
類
』
卷
十
九
・
17
條
、
四
三
○
頁
）

　

孔
子
に
直
接
導
か
れ
て
い
た
者
た
ち
は
、
孔
子
の
絶
妙
な
敎
え
に
よ

っ
て
實
踐
の
中
で
み
ず
か
ら
求
め
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
た
の
に
對

し
て
、
孔
子
沒
後
の
學
ぶ
者
に
は
實
踐
の
意
味
や
目
的
や
根
據
に
つ
い

て
の
說
明
が
必
要
で
あ
っ
た
。
孟
子
の
功
績
は
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
の
だ

が
、
同
時
に
そ
れ
故
孟
子
は
圣
人
ら
し
か
ら
ぬ
亞
圣
の
地
位
に
甘
ん
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

朱
熹
は
ま
た
、
み
ず
か
ら
の
最
優
先
課
題
で
あ
る
「
心
」
の
問
題
を

し
ば
し
ば
『
孟
子
』
の
言
葉
で
說
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。『
孟
子
』

吿
子
上
の
「
學
問
の
衟
は
他
無
し
、
其
の
放
心
を
求
む
る
の
み
」
や
孟

子
が
孔
子
の
言
葉
と
し
て
引
い
た
「
操
れ
ば
則
ち
存
し
、
舍
つ
れ
ば
則

ち
亡
ぶ
。
出
入
時
無
く
、
其
の
鄕
を
知
る
莫
き
は
、
惟
れ
心
の
謂
か
」
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は
、
朱
熹
に
集
大
成
さ
れ
る
北
宋
以
來
の
「
心
」
め
ぐ
る
議
論
に
し
ば

し
ば
登
場
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
心
」
の
問
題
が
學
問
の
最
優
先
課

題
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
と
こ
ろ
に
儒
學
の
再
生
と
し
て
の
衟
學
の

意
味
が
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
「
心
」
が
テ
ー
マ
化
し
た
こ
と
に
伴
う

弊
害
に
も
惱
ま
さ
れ
て
い
た
朱
熹
は
、
そ
の
功
罪
兩
面
の
淵
源
を
孟
子

に
遡
ら
せ
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

『
論
語
』
は
心
を
語
ら
ず
、
た
だ
具
體
的
な
事
柄
を
だ
け
語
っ
て

い
る
。
孟
子
は
心
を
語
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
心
を
求
め
る
弊
害

を
も
た
ら
し
た
。　

論
語
不
說
心
、
只
說
實
事
。
孟
子
說
心
、
後
來
遂
有
求
心
之
病
。

（
同
上
・
14
條
、
四
二
九
頁
）

　
『
論
語
』
の
中
で
は
主
題
的
に
語
ら
れ
て
い
な
い
「
心
」
の
問
題
を
、

孟
子
は
敢
え
て
取
り
上
げ
た
。
そ
こ
に
孟
子
の
功
績
が
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
「
心
」
を
意
識
し
求
め
る
限
り
「
心
」
の
問
題

は
解
決
し
な
い
と
い
う
實
踐
的
な
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
端
緖
を
開
い
た

と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、『
孟
子
』
の
中
で
特
に
重
視
さ
れ
る
の
が
、
本

論
で
以
下
に
取
り
上
げ
る
「
澔
然
之
氣
」
章
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』

に
お
い
て
も
、
こ
の
章
に
關
す
る
話
題
は
特
別
多
く
、
朱
熹
た
ち
が
こ

の
章
に
つ
い
て
盛
ん
に
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
の
こ
の
長
文
の
章
に
は
、
朱
子
學
に
と
っ
て
不

可
缺
な
テ
ー
マ
や
タ
ー
ム
が
い
つ
く
か
登
場
す
る
が
、
そ
の
中
心
は

「
養
氣
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
章
の
「
養
氣
」
に
對
す
る
註
目
は
、
朱
熹

は
程
子
を
繼
承
し
て
い
る
。『
孟
子
集
註
』
冐
頭
の
「
孟
子
序
說
」
に

は
、
程
子
の
次
の
言
葉
が
揭
げ
ら
れ
て
い
る
。

孟
子
の
性
善
と
養
氣
の
議
論
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
の
圣
人
が

明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

孟
子
性
善
養
氣
之
論
、
皆
前
圣
所
未
發
。（『
孟
子
集
註
』
孟
子
序

說（
３
））

孟
子
の
、
圣
人
の
學
問
に
お
け
る
功
績
は
數
え
き
れ
な
い
。
仲

尼
は
「
仁
」
の
一
字
を
語
っ
た
だ
け
だ
が
、
孟
子
は
口
を
開
け

ば
「
仁
義
」
を
說
い
た
。
仲
尼
は
「
志
」
を
語
っ
た
だ
け
だ
が
、

孟
子
に
な
る
と
（「
志
」
と
關
連
し
て
）
多
く
「
養
氣
」
の
こ
と
を

說
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
「
仁
義
」
と
「
養
氣
」
の
二
つ
だ
け
で

も
、
そ
の
功
績
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

孟
子
有
功
於
圣
門
、
不
可
勝
言
。
仲
尼
只
說
一
個
仁
字
、
孟
子
開
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口
便
說
仁
義
。
仲
尼
只
說
一
個
志
、
孟
子
便
說
許
多
養
氣
出
來
。

只
此
二
字
、
其
功
甚
多
。（
同
上（
４
））

　　
『
論
語
』
に
は
「
養
氣
」
は
お
ろ
か
「
氣
」
に
關
す
る
發
言
も
な
い
。

し
か
し
、
理
氣
論
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
說
明
し
よ
う
と
す
る
朱

熹
に
と
っ
て
、
孔
子
の
語
ら
な
か
っ
た
「
氣
」
あ
る
い
は
「
養
氣
」
を

『
孟
子
』
に
お
い
て
問
題
と
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

以
下
章
を
改
め
て
、「
澔
然
之
氣
」
章
を
め
ぐ
る
朱
熹
の
解
釋
と
、

そ
れ
に
關
す
る
門
人
た
ち
と
の
や
り
と
り
を
考
察
し
た
い
。

二
、「
志
」
と
「
氣
」

　
『
孟
子
』「
澔
然
之
氣
」
章
に
お
い
て
、「
氣
」
は
、
朱
熹
に
は
恰
好

の
二
項
對
比
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
志
」
と
「
氣
」、
も

う
一
つ
は
「
衟
義
」
と
「
氣
」
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
志
」
と
「
氣
」
で
あ
る
が
、
公
孫
丑
が
論
敵
吿
子
の
「
不
動

心
」
と
孟
子
の
そ
れ
と
の
差
異
を
質
問
し
た
場
面
に
お
い
て
、
孟
子
が

答
え
た
次
の
言
葉
の
中
に
登
場
す
る
。

夫
れ
志
は
氣
の
帥
な
り
。
氣
は
體
の
充
な
り
。
夫
れ
志
は
至
れ

り
、
氣
は
次
ぐ
。
故
に
曰
く
、
其
の
志
を
持
し
、
其
の
氣
を
暴
す

る
無
か
れ
、
と
。

夫
志
、
氣
之
帥
也
。
氣
、
體
之
充
也
。
夫
志
至
焉
、
氣
次
焉
。
故

曰
、
持
其
志
、
無
暴
其
氣
。

　　

こ
れ
に
對
し
て
、
朱
熹
は
『
集
註
』
で
次
の
よ
う
に
註
釋
を
施
し
て

い
る
。極

論
す
れ
ば
、
志
は
た
し
か
に
心
の
方
向
性
を
決
め
る
も
の
で
あ

り
、
氣
を
統
率
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
氣
も
人
の
身
を
滿
た
す
も

の
で
あ
っ
て
、
志
に
從
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
志
は
も
ち
ろ

ん
究
極
の
も
の
で
あ
り
、
氣
は
そ
れ
に
次
ぐ
の
で
あ
る
。　

若
論
其
極
、
則
志
固
心
之
所
之
、
而
爲
氣
之
將
帥
、
然
氣
亦
人
之

所
以
充
滿
於
身
、
而
爲
志
之
卒
徒
者
也
。
故
志
固
爲
至
極
、
而
氣

卽
次
之
。

　

こ
こ
で
朱
熹
は
、『
孟
子
』
本
文
の
「
志
は
氣
の
帥
」
と
い
う
表
現

に
卽
し
て
「
志
」
と
「
氣
」
の
主
從
關
係
を
明
示
し
て
い
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
主
た
る
「
志
」
が
從
た
る
「
氣
」
を
統
率
す
る
の
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
「
志
至
焉
、
氣
次
焉
」
の
解
釋
で
よ
り
明
確
に
な
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る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
の
「
至
」「
次
」
を
、「
至
極
」「
次
之
」
と
解

釋
す
る
朱
熹
は
、
價
値
と
し
て
「
志
」
が
「
氣
」
の
上
位
に
あ
る
こ
と

を
明
言
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
續
け
て
孟
子
が
引
い
た
「
其
の
志
を
持
し
て
、

其
の
氣
を
暴
す
る
無
か
れ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
の
價
値
的

主
從
・
上
下
關
係
の
意
味
合
い
は
一
轉
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
志
」
と

「
氣
」
は
、
そ
の
修
養
に
お
い
て
は
相
互
依
存
の
關
係
に
置
か
れ
る
の

で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
は
次
の
よ
う
に
解
釋
を
續
け
て
い
る
。

人
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
志
を
敬つ

つ

し
み
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

氣
も
十
分
に
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
つ
ま
り
內
外
本

末
雙
方
か
ら
養
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
孟
子
の
心

が
動
か
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
な
く
て
も
自
然
に
動
か
な
い
根

據
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
大
略
で
あ
る
。

人
固
當
敬
守
其
志
、
然
亦
不
可
不
致
養
其
氣
。
蓋
其
內
外
本
末
、

交
相
培
養
。
此
則
孟
子
之
心
所
以
未
嘗
必
其
不
動
、
而
自
然
不
動

之
大
略
也
。

　

こ
の
こ
と
は
、『
孟
子
』
本
文
に
お
い
て
も
、
公
孫
丑
の
次
の
問
い

か
け
に
導
か
れ
て
更
に
展
開
し
て
い
る
。

（
公
孫
丑
）「
旣
に
志
至
れ
り
、
氣
次
ぐ
と
曰
ひ
、
又
其
の
志
を
持

し
、
其
の
氣
を
暴
す
る
こ
と
無
か
れ
と
曰
ふ
者
は
何
ぞ
や
。」

（
孟
子
）「
志
壹
な
れ
ば
則
ち
氣
を
動
か
し
、
氣
壹
な
れ
ば
則
ち
志

を
動
か
す
。
今
夫
れ
蹶つ

ま
づ

く
者
趨は

し

る
者
、
是
れ
氣
な
り
。
而
し
て

反
り
て
其
の
心
を
動
か
す
。」

旣
曰
志
至
焉
、
氣
次
焉
、
又
曰
持
其
志
、
無
暴
其
氣
者
、
何
也
。

曰
、
志
壹
則
動
氣
、
氣
壹
則
動
志
也
。
今
夫
蹶
者
趨
者
、
是
氣

也
、
而
反
動
其
心
。

　
「
志
」
が
主
で
あ
り
至
極
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
志
」
さ

え
保
っ
て
い
れ
ば
よ
い
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
更
に
「
氣
」
を
損
な

わ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
公
孫
丑
の
問
い

か
け
に
、
孟
子
は
、「
氣
」
が
「
志
」
を
左
右
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と

を
答
え
て
い
る
。

　

こ
こ
の
部
分
に
對
す
る
『
集
註
』
の
朱
熹
の
解
釋
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。孟

子
の
言
っ
て
い
る
の
は
、
志
の
向
か
う
所
が
專
一
で
あ
れ
ば
、
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氣
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
從
う
が
、
氣
が
何
か
に
專
一
に
あ
れ
ば
志

も
反
對
に
そ
れ
に
動
か
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
人
が
つ
ま
ず
い
て
轉
ん
だ
り
あ
わ
て
て
走
っ
た
り
す
れ
ば
、

氣
が
そ
の
こ
と
に
夢
中
に
な
り
か
え
っ
て
心
を
動
か
す
。
だ
か

ら
、
志
を
保
持
し
た
上
で
さ
ら
に
必
ず
氣
を
損
な
う
こ
と
の
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

孟
子
言
志
之
所
向
專
一
、
則
氣
固
從
之
。
然
氣
之
所
在
專
一
、
則

志
亦
反
爲
之
動
。
如
人
顚
蹶
趨
走
、
則
氣
專
在
是
而
反
動
其
心

焉
。
所
以
旣
持
其
志
、
而
又
必
無
暴
其
氣
也
。

　

朱
熹
は
、「
氣
」
が
「
志
」
を
左
右
す
る
と
い
う
逆
轉
の
事
實
を
認

め
つ
つ
も
、
そ
の
價
値
的
逆
轉
を
避
け
る
べ
く
、
兩
者
相
互
を
一
體
の

も
の
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
念
に
は
念
を
入
れ
る
か
の
よ

う
に
、
程
子
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
、「
氣
」
が
「
志
」
を
左
右
す
る

場
合
を
例
外
的
な
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
る
。

志
が
氣
を
動
か
す
の
は
十
の
う
ち
九
、
氣
が
志
を
動
か
す
の
は
十

の
う
ち
一
。

志
動
氣
者
什
九
、
氣
動
志
者
什
一
。

　

　

こ
う
し
た
「
氣
」
に
對
す
る
愼
重
な
態
度
は
、
朱
熹
の
思
想
構
造
に

お
け
る
「
氣
」
の
位
置
を
熟
知
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
は
理
解
し
が

た
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
見
え
る
「
志
」
と
「
氣
」
の
對
比
は
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
朱
熹
思
想
構
造
を
貫
く
「
理
」
と
「
氣
」
の
二
項
對

比
に
當
て
は
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
氣
」
を
そ
の
價
値
的
上

位
の
槪
念
と
の
對
比
に
お
い
て
捉
え
る
や
り
方
は
朱
熹
の
常
套
手
段

で
、
こ
こ
に
同
じ
型
の
發
想
を
見
て
取
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。

　

朱
熹
の
理
氣
論
に
お
い
て
、「
氣
」
は
必
ず
し
も
「
理
」
に
對
し
て

二
義
的
・
從
屬
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

理
氣
論
が
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
說
明
原
理
と
な
る
中
で
、「
理
」
と
「
氣
」

の
關
係
は
い
つ
し
か
「
あ
る
べ
き
」
と
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
い
う
二
分

を
𧰼
徵
す
る
も
の
と
な
り
、「
氣
」
は
「
理
」
の
完
全
な
る
善
性
に
對

し
て
不
善
の
說
明
原
理
と
な
り
、
時
に
制
御
や
抑
壓
の
對
𧰼
、
克
服
す

べ
き
對
𧰼
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
章
に
見
え
る
「
氣
」
の
修
養
は
、「
氣
」
に
抑
壓
や

制
御
を
與
え
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
暴
す
る
こ
と
無
か

れ
」
す
な
わ
ち
「
氣
」
本
來
の
力
に
信
賴
を
寄
せ
て
、
そ
れ
を
損
な
う

こ
と
の
な
い
よ
う
に
い
う
方
向
で
あ
る
こ
と
に
註
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
こ
と
は
、『
孟
子
』
下
文
に
展
開
す
る
「
養
氣
」
の
議
論
に
つ
な

が
る
。
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『
孟
子
』
本
文
の
行
論
に
卽
し
て
解
釋
す
る
中
で
、
朱
熹
は
「
氣
」

の
「
志
」
に
對
す
る
現
實
的
優
位
の
可
能
性
に
つ
い
て
說
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
を
修
養
の
問
題
に
お
け
る
雙
方
向
性
の
中
で

解
消
し
よ
う
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
經
文
に
卽
し
て
語
る
と
い
う

註
釋
の
行
爲
は
、
時
に
經
文
に
引
き
ず
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
、
諸
槪
念

の
配
置
に
お
け
る
重
點
を
移
し
な
が
ら
、
思
わ
ぬ
議
論
の
展
開
を
導

く
。
こ
の
こ
と
が
よ
り
見
て
取
れ
る
の
が
、
次
に
取
り
上
げ
る
「
衟

義
」
と
「
氣
」
の
關
係
で
あ
っ
た
。

三
、「
衟
義
」
と
「
氣
」

　
「
澔
然
の
氣
」
と
は
何
か
を
尋
ね
る
公
孫
丑
に
對
し
、「
言
ひ
難
し
」

と
答
え
た
孟
子
が
、
敢
え
て
說
明
し
た
の
が
次
の
言
葉
で
あ
る
。

其
の
氣
た
る
や
、
義
と
衟
と
に
配
す
。
是こ

れ

無
く
ん
ば
、
餒う

う
る
な

り
。

其
爲
氣
也
、
配
義
與
衟
、
無
是
、
餒
也
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
無
是
」
の
「
是
」
が
何
を
指
す
か
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
。

配
と
は
、
一
緖
に
な
っ
て
助
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
義
は
人

の
心
を
整
え
制
御
す
る
も
の
、
衟
は
自
然
な
る
天
理
で
あ
る
。
餒

と
は
、
飢
え
る
よ
う
に
缺
乏
し
て
氣
が
體
に
充
た
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
が
こ
の
氣
を
十
分
養
え
ば
、
そ
の
氣

は
衟
義
と
一
緖
に
な
っ
て
そ
の
助
け
と
な
り
、（
衟
義
を
）
果
敢
に

實
行
し
、
疑
っ
た
り
憚
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
氣
が
な
け
れ
ば
、
一
時
の
行
爲
は
必
ず
し

も
衟
義
に
反
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、（
氣
が
）
體
に
不

充
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
や
は
り
疑
っ
た
り
憚
っ
た
り
す
る

こ
と
を
免
れ
ず
、
十
分
な
行
爲
に
至
ら
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
あ

る
。

配
者
、
合
而
有
助
之
意
。
義
者
、
人
心
之
裁
制
。
衟
者
、
天
理
之

自
然
。
餒
、
飢
乏
而
氣
不
充
體
也
。
言
人
能
養
成
此
氣
、
則
其
氣

合
乎
衟
義
而
爲
之
助
、
使
其
行
之
勈
決
、
無
所
疑
憚
。
若
無
此

氣
、
則
其
一
時
所
爲
雖
未
必
不
出
於
衟
義
、
然
其
體
有
所
不
充
、

則
亦
不
免
於
疑
懼
、
而
不
足
以
有
爲
矣
。

　

朱
熹
は
明
ら
か
に
「
是
」
を
「
氣
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
歷
代

の
『
孟
子
』
解
釋
に
お
い
て
獨
得
の
も
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の
解
釋
は

「
是
」
を
「
衟
義
」
と
し
て
、「
衟
義
が
無
け
れ
ば
、
氣
が
餒
え
る
」
と
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解
釋
す
る（

５
）。　

　

朱
門
に
お
い
て
も
、
こ
の
朱
熹
の
解
釋
は
門
人
た
ち
の
戶
惑
い
を
招

い
た
よ
う
で
、『
朱
子
語
類
』
の
中
に
も
こ
れ
に
關
す
る
質
疑
が
多
數

見
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

李
「
是
無
く
ん
ば
餒
う
る
な
り
の
是
は
義
を
指
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
、
氣
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」

朱
熹
「
こ
れ
は
氣
を
言
っ
て
い
る
。」

李
「
で
は
、
下
文
に
ど
う
し
て
集
義
の
生
む
所
と
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。」

朱
熹
「
上
文
で
こ
の
氣
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
言

い
、
下
文
で
も
う
一
度
こ
の
氣
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
か
を
語
っ

て
い
る
の
だ
。
一
つ
一
つ
の
こ
と
を
義
に
合
致
す
る
よ
う
に
行
え

ば
、
こ
の
氣
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
氣
が
生
じ
て
自
分
の
も

の
に
な
れ
ば
、
お
の
ず
と
義
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

だ
。
伊
川
は
、
こ
の
氣
が
生
じ
て
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
か
ら
に

は
、
そ
の
體
を
（
本
質
か
ら
）
言
え
ば
衟
と
合
し
、
そ
の
用
（
實
際

の
作
用
か
ら
）
を
言
え
ば
義
で
な
い
も
の
は
な
い
、
譬
え
る
な
ら

ば
、
金
で
器
を
作
る
場
合
、
そ
の
器
が
で
き
上
が
っ
て
は
じ
め
て

そ
れ
を
金
器
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
、
と

言
っ
て
い
る（
６
）。
…
…
も
し
氣
魄
が
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
や
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
氣

は
身
の
中
の
氣
に
過
ぎ
な
い
し
、
衟
義
は
衆
人
公
共
の
も
の
で
あ

る
。
天
地
の
澔
然
の
氣
は
、
人
が
そ
れ
を
得
る
段
階
に
な
れ
ば
、

お
の
ず
と
完
全
で
は
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
必
ず
衟
理
で
も
っ
て

（
そ
の
得
た
氣
を
）
澔
然
に
な
る
ま
で
養
い
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。」

李
問
「
無
是
、
餒
也
、
是
指
義
、
是
指
氣
。」
曰
「
這
是
說
氣
。」

曰
「
下
面
如
何
便
說
集
義
所
生
。」
曰
「
上
截
說
須
養
這
氣
、
下

再
起
說
所
以
生
此
氣
。
每
一
件
事
做
得
合
義
、
便
會
生
這
氣
、
生

得
這
氣
、
便
自
會
行
這
義
。
伊
川
云
、
旣
生
得
此
氣
、
語
其
體
則

與
衟
合
、
語
其
用
則
莫
不
是
義
。
譬
之
以
金
爲
器
、
乁
其
器
成
、

方
命
得
此
是
金
器
。
…
…
若
無
氣
魄
、
雖
自
見
得
合
做
事
、
却
做

不
去
。
氣
只
是
身
中
底
氣
、
衟
義
是
衆
人
公
共
底
。
天
地
澔
然
之

氣
、
到
人
得
之
、
便
自
有
不
全
了
、
所
以
須
著
將
衟
理
養
到
澔
然

處
。」（『
朱
子
語
類
』
卷
五
二
・
126
條
、
一
二
五
八
頁
）

　

朱
熹
は
か
な
り
自
覺
的
に
こ
の
解
釋
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
、

「
是
」
を
「
衟
義
」
と
解
釋
す
る
門
人
に
次
の
よ
う
な
書

を
送
り
、

執
拗
な
ま
で
に
自
說
を
詳
說
し
て
い
る
。
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氣
が
衟
義
に
配
す
と
い
う
箇
所
は
、
孟
子
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ

ろ
は
、
こ
の
氣
は
衟
義
に
配
す
る
（
一
緖
に
な
っ
て
助
け
る
）
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
し
こ
の
氣
が
な
け
れ
ば
そ
の
體
に
充
た

な
い
と
こ
ろ
が
で
き
て
缺
乏
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
こ
こ
の
賓
主
關
係
や
文
脉
は
疑
い
よ
う
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
文
理
に
精
通
し
て
い
な
い
人
は
ど
う
し
て
も
偏
っ
た
先
入
觀

に
心
亂
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
、
虛
心
に
落
ち
着
い
て
讀
め
ば
分

か
ら
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
す
。

…
…
貴
方
の
お
手
紙
の
よ
う
に
是
を
衟
義
と
し
、
衟
義
が
な
け
れ

ば
氣
が
そ
の
た
め
に
餒
え
る
と
す
れ
ば
、
孟
子
は
こ
の
箇
所
に
別

に
數
語
を
付
け
加
え
て
行
文
の
屈
折
を
說
明
し
た
は
ず
で
、
そ
の

よ
う
に
文
脉
に
逆
ら
い
文
意
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
で
讀
者
に
疑

念
を
生
じ
さ
せ
、
今
日
の
よ
う
な
議
論
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
こ

と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
…
…（

７
）

　　
「
是
」
を
「
氣
」
と
解
釋
す
る
こ
と
は
、
直
ち
に
「
衟
義
」
に
對
す

る
「
氣
」
の
優
位
を
言
う
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
衟
義
」

の
實
現
に
「
氣
」
が
不
可
缺
で
あ
る
こ
と
を
强
調
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
解
釋
の
方
向
は
、
直
前
の
「
其
爲
氣
也
、
配
義
與
衟
」
の
「
配
」

の
字
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
と
る
か
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。

　

朱
熹
は
「
配
」
を
「
合
而
助
之
」
と
し
、「
氣
」
が
「
衟
義
」
と
一

緖
に
な
っ
て
「
氣
」
が
「
衟
義
」
の
實
現
・
實
行
を
助
け
る
と
解
釋
す

る
。
こ
の
よ
う
に
「
氣
」
に
「
衟
義
」
と
同
等
の
價
値
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
「
氣
」
が
「
澔
然
之
氣
」
で

あ
る
か
ら
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
「
氣
」
が
下
文
の
「
集
義
所
生
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
義
」
の
積
み

重
ね
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
氣
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
衟
義
」
の
實
現
を

助
け
る
と
い
う
こ
の
說
明
は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る

が
、「
氣
」
と
「
義
」
を
本
來
一
體
の
も
の
と
捉
え
る
論
理
に
貫
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
吿
子
の
「
義
外
說
」
を
批
判
す

る
根
據
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

二
つ
に
分
け
た
も
の
を
一
元
化
す
る
場
合
、
そ
れ
が
本
來
一
つ
で
あ

っ
た
と
い
う
論
理
は
朱
熹
の
多
樣
す
る
も
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
本

來
一
つ
で
あ
る
も
の
を
敢
え
て
二
つ
に
分
け
て
捉
え
る
と
い
う
や
り
方

は
、「
體
用
」
や
「
陰
陽
」
な
ど
、
中
國
思
想
に
普
遍
的
な
說
明
方
式

な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
氣
」
の
「
義
」
に
對
す
る
主
導
性
を
敢
え
て

强
調
し
、
同
時
に
そ
れ
が
「
氣
」
の
價
値
的
優
位
に
結
び
つ
か
な
い
よ

う
說
明
す
る
た
め
に
、
朱
熹
は
「
氣
」
を
「
義
」
と
の
一
體
化
で
捉
え
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よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、「
知
言
」
と
「
養
氣
」

　
『
孟
子
』
の
こ
の
章
が
朱
熹
に
と
っ
て
恰
好
の
議
論
の
場
に
な
る
の

は
、
も
う
一
點
修
養
論
の
文
脉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
孟
子
が
公
孫
丑

に
み
ず
か
ら
の
優
位
點
と
し
て
語
っ
た
次
の
言
葉
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ

る
。

敢
え
て
問
ふ
、
夫
子
惡
く
に
か
長
ぜ
ん
。
曰
く
、
我
言
を
知
る
、

我
善
く
吾
が
澔
然
の
氣
を
養
ふ
。

敢
問
、
夫
子
惡
乎
長
。
曰
、
我
知
言
、
我
善
養
吾
澔
然
之
氣
。

　

こ
こ
に
見
え
る
「
知
言
」
と
「
養
氣
」
に
つ
い
て
も
、
朱
熹
は
み
ず

か
ら
の
修
養
・
工
夫
論
の
文
脉
に
當
て
は
め
、
次
の
よ
う
な
註
釋
を
施

し
て
い
る
。

知
言
と
は
、（
孟
子
の
い
う
）
心
を
盡
く
し
性
を
知
る
こ
と
で
あ

り
、
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
言
說
に
お
い
て
そ
の
理
を
極
め
盡
く
し
、

そ
の
是
非
得
失
の
根
據
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
澔
然
は
、
盛
ん
に

廣
く
行
き
渡
る
こ
と
を
形
容
し
た
も
の
、
氣
は
い
わ
ゆ
る
體
を
充

た
す
も
の
で
あ
る
。（
人
の
受
け
た
氣
は
）
本
來
は
澔
然
で
あ
る
の

だ
が
、
養
な
わ
な
い
の
で
餒
え
て
し
ま
う
の
だ
。
孟
子
だ
け
が
う

ま
く
養
っ
て
そ
の
本
來
の
も
の
を
取
り
戾
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
言
を
知
れ
ば
、
か
の
衟
義
は
明
ら
か
に
な
り
、
天
下

の
物
事
に
つ
い
て
疑
念
は
な
く
な
る
。
氣
を
養
な
え
ば
、
そ
の
氣

が
衟
義
と
一
緖
に
な
っ
て
助
け
、
天
下
の
物
事
に
お
い
て
懼
れ
る

と
こ
ろ
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
（
孟
子
が
）
大
任
に
當

た
っ
た
と
し
て
も
心
を
動
搖
さ
せ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
吿
子

の
學
問
は
、
こ
れ
と
は
正
反
對
で
、
そ
の
不
動
心
は
ぼ
ん
や
り
と

無
自
覺
な
ま
ま
、
衟
義
を
顧
み
る
こ
と
な
く
た
だ
む
や
み
に
勈
ま

し
い
だ
け
だ
。

知
言
者
、
盡
心
知
性
、
於
凡
天
下
之
言
、
無
不
有
以
究
極
其
理
、

而
識
其
是
非
得
失
之
所
以
然
也
。
澔
然
、
盛
大
流
行
之
貌
。
氣
、

卽
所
謂
體
之
充
者
。
本
自
澔
然
、
失
養
故
餒
、
惟
孟
子
爲
善
養
之

以
復
其
初
也
。
蓋
惟
知
言
、
則
有
以
明
夫
衟
義
、
而
於
天
下
之
事

無
所
疑
。
養
氣
、
則
有
以
配
夫
衟
義
、
而
於
天
下
之
事
無
所
懼
。

此
其
所
以
當
大
任
而
不
動
心
也
。
吿
子
之
學
、
與
此
正
相
反
。
其

不
動
心
、
殆
亦
冥
然
無
覺
、
悍
然
不
顧
而
已
爾
。

　

朱
熹
の
工
夫
論
に
お
け
る
二
方
向
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。
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「
格
物
窮
理
」
と
「
居
敬
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
集
約
す
る
こ
と
の
で
き

る
二
方
向
が
、
こ
こ
で
は
「
知
言
」
と
「
養
氣
」
と
し
て
對
比
的
に
讀

み
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
た
週
知
の
通
り
、「
窮
理
」
と

「
居
敬
」
は
互
い
に
他
を
不
可
缺
と
す
る
も
の
と
さ
れ
つ
つ
も
、「
窮

理
」
重
視
が
朱
熹
工
夫
論
の
必
然
で
あ
り
、
朱
熹
沒
後
の
「
朱
子
學
」

の
傾
向
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、『
孟
子
』
の
こ
の
章
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
氣
」
を

め
ぐ
る
議
論
を
承
け
て
、「
養
氣
」
の
比
重
が
增
し
て
い
る
。
特
に
、

孟
子
が
宋
人
の
話
を
例
に
語
っ
た
次
の
「
助
長
」
の
話
は
、「
養
氣
」

の
比
喩
と
し
て
、
程
子
以
來
「
居
敬
」
を
說
明
す
る
際
に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た（

８
）。

必
ず
事
と
す
る
こ
と
有
り
て
、
正

あ
ら
か
じ
め

す
る
こ
と
勿
れ
。
心
に
忘

る
る
こ
と
勿
れ
。
助
長
す
る
こ
と
勿
れ
。
宋
人
の
若
く
然
す
る
こ

と
無
か
れ
。
宋
人
に
そ
の
苗
の
長
ぜ
ざ
る
を
閔う

れ

へ
て
、
之
を
揠ぬ

く

者
有
り
。
芒
芒
然
と
し
て
歸
り
、
其
の
人
に
謂
ひ
て
曰
く
、
今
日

病つ
か

れ
た
り
。
予わ

れ

苗
を
助
け
て
長
ぜ
し
む
、
と
。
其
の
子
趨
り
て
徃

き
て
之
を
視
れ
ば
、
苗
は
則
ち
槁
れ
た
り
。
天
下
の
苗
を
助
け
て

長
ぜ
し
め
ざ
る
者
寡
し
。
以
て
益
無
し
と
爲
し
て
之
を
舍
つ
る
者

は
、苗
を
耘く

さ
ぎ

ら
ざ
る
者
な
り
。
之
を
助
け
て
長
ぜ
し
む
る
者
は
、

苗
を
揠
く
者
な
り
。徒
に
益
無
き
の
み
に
非
ず
し
て
又
之
を
害
す
。

必
有
事
焉
而
勿
正
、
心
勿
忘
、
勿
助
長
也
。
無
若
宋
人
然
。
宋
人

有
閔
其
苗
之
不
長
而
揠
之
者
、
芒
芒
然
歸
。
謂
其
人
曰
、
今
日
病

矣
、
予
助
苗
長
矣
。
其
子
趨
而
徃
視
之
、
苗
則
槁
矣
。
天
下
之
不

助
苗
長
者
寡
矣
。
以
爲
無
益
而
舍
之
者
、
不
耘
苗
者
也
、
助
之
長

者
、
揠
苗
者
也
。
非
徒
無
益
、
而
又
害
之
。

　

朱
熹
も
『
或
問
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る
。

質
問
「
上
下
の
文
意
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
孟
子
の
い
う
事
と
す
る

有
り
は
集
義
の
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
程
子
に
な
る

と
事
と
す
る
有
り
を
い
つ
も
敬
の
こ
と
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
は

な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
「
孟
子
の
學
は
、
義
を
養
氣
の
本
と
し
て
い
る
の
に
對
し
、

程
子
の
學
は
敬
を
德
へ
の
入
り
口
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
兩
者
の

言
葉
が
異
な
る
所
以
だ
。
し
か
し
、
義
は
敬
で
な
け
れ
ば
集
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
孟
子
は
集
義
を
語
っ
て
い
る
と
は
い

え
、
必
ず
そ
れ
よ
り
前
に
志
を
し
っ
か
り
保
つ
こ
と
を
求
め
て
い

る
。
敬
も
義
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
程
子
は

敬
を
保
持
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
門
人
が
敬
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に
取
り
組
む
際
に
は
必
ず
集
義
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

曰
、
以
上
下
文
意
推
之
、
孟
子
之
所
謂
有
事
者
、
集
義
而
已
。
至

於
程
子
之
論
、
則
每
以
有
事
於
敬
爲
言
、
何
哉
。
曰
、
孟
子
之

學
、
以
義
爲
養
氣
之
本
、
程
子
之
學
、
以
敬
爲
入
德
之
門
、
此
其

言
之
所
以
異
也
。
然
義
非
敬
則
不
能
以
自
集
、
故
孟
子
雖
言
集

義
、
而
必
先
之
以
持
志
。
敬
非
義
不
能
以
自
行
、
故
程
子
雖
言
持

敬
、
而
於
其
門
人
有
事
於
敬
之
閒
、
亦
未
嘗
不
以
集
義
爲
言
也
。

　
「
養
」
と
い
う
絶
妙
の
修
養
方
法
に
つ
い
て
は
以
前
論
じ
た
こ
と
が

あ
る
が（

９
）、

朱
熹
に
と
っ
て
、「
心
」
と
い
う
對
𧰼
化
し
得
な
い
も
の
に

い
か
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
を
解
決
す
る
鍵
は
、
こ
の
「
養
」
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
、
こ
の
箇
所
に
次
の
よ
う
な
註
釋
を
施
し
て
い

る
。

こ
れ
は
、
氣
を
養
う
に
は
必
ず
集
義
を
事
と
す
る
（
意
識
的
に
取

り
組
む
べ
き
は
集
義
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
效
果
を
あ
ら

か
じ
め
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
充
分

で
は
な
い
場
合
に
は
、
事
と
す
る
（
意
識
的
に
取
り
組
む
べ
き
）
こ

と
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
成
就
を
助
長
し

て
も
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
集
義
が
養
氣
を
ほ
ど
よ
く
調
整
し
て

く
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
吿
子
な
ど
は
集
義
を
行
う
こ
と
が
で
き

ず
、
無
理
矢
理
心
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
ど
う
し
て
も

正
あ
ら
か
じ
め

し
助
長
す
る
と
い
う
弊
害
を
免
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
澔
然

な
る
氣
を
得
て
も
、
う
ま
く
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な

く
、
反
對
に
損
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

此
言
養
氣
者
、
必
以
集
義
爲
事
、
而
勿
預
期
其
效
。
其
或
未
充
、

則
但
當
勿
忘
其
所
有
事
、
而
不
可
作
爲
以
助
其
長
、
乃
集
義
養
氣

之
節
度
也
。
…
…
如
吿
子
不
能
集
義
、
而
欲
强
制
其
心
、
則
必
不

能
免
於
正
助
之
病
。
其
於
所
謂
澔
然
者
、
蓋
不
惟
不
善
養
、
而
又

反
害
之
矣
。

　
「
必
有
事
焉
」
と
は
、
常
に
何
事
か
に
意
識
的
に
取
り
組
む
と
こ
ろ

が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
朱
熹
は
「
必
有
事
焉
」
を
「
必
以
集
義

爲
事
」
と
言
い
直
し
、「
養
氣
」
の
現
實
的
着
手
點
を
「
集
義
」
と
し

て
い
る
。
因
み
に
「
集
義
」
は
「
犹
言
積
善
、
蓋
欲
事
事
皆
合
於
義

也
」
と
註
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
養
氣
」
と
は
、
目
に
見
え
ず

捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
「
氣
」
を
意
識
の
對
𧰼
に
し
、
そ
れ
に
向
け
た
何

ら
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
で
は
な
く
、
日
々
善
行
を
積
み
重

ね
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
一
つ
一
つ
義
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
努
め
續
け
る

こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
た
。



經
學
と
し
て
の
朱
子
學
（
垣
內
）

（ 15 ）

　
『
朱
子
語
類
』
に
は
更
に
次
の
よ
う
な
比
喩
で
、「
必
有
事
焉
」
以
下

と
「
集
義
」
を
區
別
し
て
い
る
。

（
丹
藥
を
作
る
こ
と
に
擬
え
れ
ば
）
集
義
は
養
氣
の
原
料
と
な
る
丹
、

必
有
事
焉
は
集
義
の
火
加
減
で
あ
る
。

集
義
是
養
氣
底
丹
頭
、
必
有
事
焉
便
是
集
義
底
火
法
。（
卷
五
二
・

176
條
、
一
二
六
七
頁
）
（1
（

）

　
「
養
氣
」
を
丹
藥
の
製
造
に
喩
え
る
な
ら
ば
、「
集
義
」
は
そ
の
原
材

料
、「
必
有
事
焉
」
以
下
は
そ
の
火
加
減
に
相
應
す
る
。
直
接
對
𧰼
と

す
べ
き
は
「
丹
頭
」
す
な
わ
ち
「
集
義
」
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
と
い
う
や
り
方
が
「
必
有
事
焉
」
以
下
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
常
に
意
識
的
に
取
り
組
む
こ
と
（
集
義
）
が
あ
る
が
、

そ
の
效
果
を
過
度
に
期
待
す
る
こ
と
な
く
、
さ
り
と
て
忘
れ
て
放
置
す

る
こ
と
も
な
く
、
焦
っ
て
助
長
す
る
こ
と
も
な
い
や
り
方
で
養
う
こ
と

が
、「
養
氣
」
の
た
め
の
「
集
義
」
の
や
り
方
な
の
で
あ
っ
た
。

　

す
で
に
述
べ
た
通
り
、『
孟
子
』
の
こ
の
章
の
「
養
氣
」
は
「
知

言
」
と
の
對
比
で
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
朱
熹
工
夫
論
の
「
居
敬
」

と
「
窮
理
」
の
對
比
に
當
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
に
見
た
「
養

氣
」
の
取
り
組
み
方
と
し
て
の
「
必
有
事
焉
」
以
下
は
、
そ
の
ま
ま

「
居
敬
」
の
心
構
え
と
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
氣
」
と
い
う
よ
り

は
「
心
」
の
養
い
方
と
な
る
。「
氣
」
と
同
樣
、
否
「
氣
」
以
上
に
意

識
の
對
𧰼
に
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
「
心
」
に
い
か
に
作
用
を
乁
ぼ
す

の
か
、
朱
熹
た
ち
の
最
大
の
課
題
に
對
し
て
、『
孟
子
』
の
こ
の
章
は

恰
好
の
根
據
を
與
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
が
確
認
で
き
た
の
は
、『
孟
子
』「
澔
然
之
氣
」
章
に
お

い
て
も
、
朱
熹
が
「
理
」
と
「
氣
」
や
「
窮
理
」
と
「
居
敬
」
と
い
っ

た
二
項
對
立
に
代
表
さ
れ
る
自
身
の
思
想
構
造
の
枠
組
み
を
堅
持
し
つ

つ
、
そ
れ
と
經
文
と
の
閒
で
合
理
的
說
明
を
試
み
て
い
る
姿
で
あ
っ

た
。
と
言
う
よ
り
は
、
本
論
の
筆
者
が
、
朱
熹
の
『
孟
子
』
解
釋
に
そ

の
枠
組
み
を
押
し
當
て
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
二
項
の
う
ち
徃
々
二
義
的
地
位
に
押
し
や
ら
れ

が
ち
な
「
氣
」「
養
氣
」
を
話
題
の
中
心
と
す
る
本
章
に
お
い
て
、
朱

熹
の
解
釋
は
時
に
そ
の
重
心
を
本
來
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
移
さ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
の
合
理
的
根
據
と
し
て
、
二
項
の
一
元
化
が
强
調

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
朱
熹

の
枠
組
み
は
溫
存
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
朱
熹
に
と
っ
て
經
書
を
讀
み

說
く
と
い
う
行
爲
が
ど
の
よ
う
な
創
造
的
行
爲
で
あ
り
得
た
の
か
は
見
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え
て
こ
な
い
。          

　
『
孟
子
』
の
こ
の
一
章
は
、本
論
が
取
り
上
げ
た
箇
所
以
外
に
も
樣
々

な
問
題
領
域
を
含
む
も
の
で
あ
る
。「
澔
然
之
氣
」
の
議
論
の
後
、
本

章
の
後
半
で
は
孔
子
贊
歌
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
內
容
が
續
き
、「
生
民
よ

り
以
來
、
未
だ
孔
子
よ
り
盛
ん
な
る
は
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
言
葉

で
本
章
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
朱
熹
た
ち
も
、
そ
れ
に
卽
し
て
孔

子
の
位
置
づ
け
や
「
圣
人
」
槪
念
の
問
題
を
盛
ん
に
議
論
し
て
い
る
。

『
孟
子
』
の
こ
の
章
は
、
朱
熹
に
と
っ
て
ま
さ
に
お
あ
つ
ら
え
向
き
の

說
明
・
議
論
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

一
方
で
、『
朱
子
語
類
』
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
見
え
る
。

澔
然
の
氣
一
章
（
の
內
容
）
は
、
孔
子
で
あ
れ
ば
二
言
で
言
い
盡

く
す
。「
內
に
省
み
て
疚
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
夫
れ
何
を
か
懼
れ
何

を
か
憂
へ
ん
」
だ
。

澔
然
之
氣
一
章
、
孔
子
兩
句
盡
之
。
曰
、
內
省
不
疚
、
夫
何
懼
何

憂
。（
卷
五
二
・
72
條
、
一
二
四
五
頁
、
孔
子
の
言
葉
は
『
論
語
』
顏
淵

篇
）

　

孔
子
で
あ
れ
ば
「
內
に
省
み
て
疚
し
か
ら
ざ
れ
ば
」
の
ひ
と
言
で
濟

む
こ
と
に
關
し
て
、『
孟
子
』
は
、
そ
し
て
朱
熹
た
ち
は
實
に
膨
大
な

言
葉
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
孔
子
が
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
を

孟
子
に
說
明
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
朱
熹
た
ち
自
身
も
語
り
說
明

す
る
餘
地
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上

で
、
今
日
の
我
々
も
朱
熹
の
思
想
に
つ
い
て
語
り
說
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
と
し
た
ら
、
我
々
の
所
謂
硏
究
は
、
朱
熹
が
孔
子
に
求
め
た
も
の

か
ら
何
重
に
も
隔
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

更
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
役
割
が
『
孟
子
』
に
期
待
さ
れ
て
い
る

以
上
、
四
書
の
一
つ
で
あ
る
と
は
言
え
、『
孟
子
』
の
經
書
と
し
て
の

位
置
づ
け
は
他
の
經
書
と
は
異
な
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
五
經

へ
の
階
梯
と
し
て
四
書
を
位
置
づ
け
た
よ
う
に
、『
論
語
』
の
參
考
書

と
し
て
『
孟
子
』
を
讀
ん
だ
朱
熹
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
本
論
の
方

向
は
、
朱
熹
の
經
學
を
む
し
ろ
彼
方
へ
遠
ざ
け
る
も
の
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
、
朱
熹
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
衟
は
た
ど
り
着

け
な
い
永
遠
の
迂
囘
路
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
こ
の
衟
を
地
衟
に
步

み
續
け
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が
、現
時
點
で
の
本
論
の
限
界
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
朱
熹
な
ら
ば
こ
う
言
う
か
も
し
れ
な
い
。「
說
明
す
る
な
、

た
だ
熟
讀
し
て
ゆ
っ
た
り
と
浹
洽
せ
よ
」
と
。
朱
熹
の
殘
し
た
讀
書
法

は
、
何
よ
り
も
經
書
の
讀
み
方
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
、
朱
熹
の
主
著

で
あ
る
註
釋
書
を
讀
み
、
朱
熹
と
と
も
に
經
書
を
讀
み
續
け
て
い
く
し

か
な
い
。
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【
註
】

（
１
）　

拙
稿
「
朱
子
と
二
人
の
亞
圣
」（『
朱
子
學
と
そ
の
展
開
』
汲
古
書

院
、2020
）
參
照
。

（
２
）　
「
孟
子
要
熟
讀
、
論
語
却
費
思
索
」（『
朱
子
語
類
』
卷
十
九
・
27
條
、

四
三
二
頁
。
以
下
『
朱
子
語
類
』
か
ら
の
引
用
の
頁
は
中
華
書
局
理
學

叢
書
の
も
の
）、「
看
孟
子
、
與
論
語
不
同
。
論
語
要
冷
看
、
孟
子
要
熟

讀
。
論
語
逐
文
逐
意
各
是
一
義
、
故
用
子
細
靜
觀
。
孟
子
成
大
段
、
首

尾
通
貫
、
熟
讀
文
義
自
見
、
不
可
逐
一
句
一
字
上
理
會
也
」（
同
上
28

條
）。

（
３
）　

程
子
の
元
の
言
葉
は
以
下
の
通
り
。「
西
銘
之
爲
書
、
推
理
以
存
義
、

擴
前
圣
所
未
發
、
與
孟
子
性
善
養
氣
之
論
同
功
」（『
程
子
文
集
』
卷
九

「
答
楊
時
論
西
銘
書
」
六
○
九
頁
、
以
下
程
子
の
語
の
引
用
の
頁
數
は

中
華
書
局
理
學
叢
書
の
も
の
）。

（
４
）　
『
程
子
遺
書
』
卷
十
八
・
158
條
、
二
二
一
頁
。

（
５
）　

趙
岐
「
能
養
此
衟
氣
而
行
義
理
、
常
以
充
滿
五
臟
。
若
其
無
此
、
則

腹
腸
飢
虛
、
若
人
之
餒
餓
也
」。

（
６
）　

程
子
の
言
葉
は
以
下
參
照
。「
配
義
與
衟
、
卽
是
體
用
。
衟
是
體
、

義
是
用
、
配
者
合
也
。
氣
儘
是
有
形
體
、
故
言
合
。
氣
者
是
積
義
所
生

者
、
却
言
配
義
、
如
以
金
爲
器
、
旣
成
則
目
爲
金
器
可
也
」（『
程
子
遺

書
』
卷
十
五
・
135
條
、
一
六
一
頁
）、「
澔
然
之
氣
、
旣
言
氣
、
則
已
是

大
段
有
形
體
之
物
。
如
言
志
、
有
甚
迹
、
然
亦
儘
有
形
𧰼
。
澔
然
之
氣

是
集
義
所
生
者
、
旣
生
得
此
氣
、
語
其
體
則
與
衟
合
、
語
其
用
則
莫
不

是
義
。
譬
之
以
金
爲
器
、
乁
其
器
成
、
方
命
得
此
是
金
器
」（
同
・
42

條
、
一
四
八
頁
）、「
集
義
所
生
、
非
義
襲
而
取
之
也
。
集
義
是
積
義
、

所
生
、
如
集
大
成
。
若
累
土
爲
山
、
須
是
積
土
乃
成
山
、
非
是
山
已
成

形
、
乃
名
爲
義
［
一
作
山
、
一
作
土
］。
…
…
」（
同
・
181
條
、
一
七
○

頁
）、「
配
義
與
衟
、
謂
以
義
理
養
成
此
氣
、
合
義
與
衟
。
方
其
未
養
、

則
氣
自
是
氣
、
義
自
是
義
。
乁
其
養
成
澔
然
之
氣
、
則
氣
與
義
合
矣
。

本
不
可
言
合
、
爲
未
養
時
言
也
。
如
言
衟
、
則
是
一
箇
衟
都
了
。
若
以

人
而
言
、
則
人
自
是
人
、
衟
自
是
衟
、
須
是
以
人
行
衟
始
得
。［
言
義

又
言
衟
、
衟
體
也
、
義
用
也
、
就
事
上
便
言
義
。］」（
卷
十
八
・
99
條
、

二
○
六
頁
）

（
７
）　

書

全
文
は
以
下
の
通
り
。『
朱
子
文
集
』
卷
四
八
「
答
呂
子
約
」

「
若
氣
配
衟
義
、
則
孟
子
之
意
不
過
曰
此
氣
能
配
衟
義
、
若
無
此
氣
、

則
其
體
有
不
充
而
餒
然
耳
。
此
其
賓
主
向
背
、
條
理
分
合
略
無
可
疑
、

但
粗
通
文
理
之
人
、
無
先
入
偏
滯
之
說
以
亂
其
胸
次
、
則
虛
心
平
氣
而

讀
之
、
無
不
曉
會
。
若
反
諸
身
而
驗
之
、
則
氣
主
乎
身
者
也
、
衟
義
主

乎
心
者
也
。
氣
形
而
下
者
也
、
衟
義
形
而
上
者
也
。
雖
其
分
之
不
同
、

然
非
謂
氣
在
身
中
而
衟
義
在
皮
外
也
。
又
何
嫌
於
以
此
配
彼
而
爲
崎
嶇

詰
曲
以
爲
之
說
曰
、
衟
義
本
存
乎
血
氣
、
但
無
衟
義
、
則
此
氣
便
餒
而

止
爲
血
氣
之
私
、
故
必
配
義
與
衟
、
然
後
能
澔
然
而
無
餒
乎
。［
語
勢

不
順
、
添
字
太
多
、
不
知
有
何
憑
據
見
得
如
此
。］
若
果
如
此
、
則
孟

子
於
此
當
別
有
穩
字
、
以
盡
此
意
之
曲
折
、
不
當
下
一
配
字
、
以
離
二

者
合
一
之
本
形
、
而
又
以
氣
爲
主
、
以
倒
二
者
賓
主
之
常
勢
也
。
且
其

上
旣
言
其
爲
氣
也
以
發
語
、
而
其
下
復
言
無
是
餒
也
以
承
之
、
則
所
謂

是
者
、
固
指
此
氣
而
言
。
若
無
此
氣
、
則
體
有
不
充
而
餒
然
矣
。
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若
如
來
喩
、
以
是
爲
指
衟
義
而
言
、
若
無
此
衟
義
、
卽
氣
爲
之
餒
、

則
孟
子
於
此
亦
當
別
下
數
語
、
以
盡
此
意
之
曲
折
、
又
不
當
如
此
倒
其

文
而
反
其
義
、
以
疑
後
之
讀
者
、
如
今
之
云
也
。
且
若
如
此
、
則
其
上

本
未
須
說
以
直
養
而
無
害
、
其
下
亦
不
須
更
說
是
集
義
所
生
矣
。
今
乃

連
排
三
句
、
只
是
一
意
、
都
無
向
背
彼
此
之
勢
、
則
已
甚
重
複
而
太

繁
冗
矣
。
而
其
中
閒
一
句
又
如
此
其
暗
昧
而
不
分
明
、
如
此
其
散
緩
而

無
筋
骨
、
依
以
誦
說
、
使
人
迷
悶
、
如
口
含
膠
漆
、
不
可
呑
吐
。
竊
意

孟
子
胸
中
明
快
灑
落
、
其
發
於
言
語
者
必
不
至
於
如
此
之
猥
釀
而
紕
謬

也
。
又
況
來
喩
已
指
無
是
而
餒
者
爲
澔
氣
於
前
矣
、
其
後
又
謂
無
衟
義

則
氣
爲
之
餒
而
但
爲
血
氣
之
私
、
不
亦
自
相
矛
盾
之
甚
邪
。
若
程
子
之

言
、
則
如
以
金
爲
器
、
積
土
成
山
之
喩
、
皆
有
不
能
使
人
無
疑
者
」。

　
　
　

ま
た
、『
或
問
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る
。「
曰
、

何
以
言
氣
之
配
義
與
衟
也
。
曰
、
衟
、
體
也
。
義
、
用
也
。
二
者
皆
理

也
、
形
而
上
者
也
。
氣
也
者
、
器
也
、
形
而
下
者
也
。
以
本
體
言
之
、

則
有
是
理
、
然
後
有
是
氣
、
而
理
之
所
以
行
、
又
必
因
氣
以
爲
質
也
。

以
人
言
之
、
則
必
明
衟
集
義
、
然
後
能
生
澔
然
之
氣
、
而
義
與
衟
也
、

又
因
是
氣
而
後
得
以
行
焉
。
蓋
三
者
雖
有
上
下
體
用
之
殊
、
然
其
渾
合

而
無
閒
也
乃
如
此
。
苟
爲
不
知
所
以
養
焉
、
而
有
以
害
之
、
則
理
自

理
、
氣
自
氣
、
其
澔
然
而
充
者
、
且
爲
慊
然
之
餒
矣
。
或
略
知
衟
氣
之

爲
貴
、
而
欲
恃
之
以
有
爲
、
亦
且
散
漫
蕭
索
而
不
能
以
自
振
矣
。
…
…

曰
、
氣
所
以
配
乎
衟
義
者
、
而
又
曰
集
義
所
生
、
何
耶
。
曰
、
是
則
程

子
金
器
土
山
之
喩
至
矣
。
而
吾
所
謂
有
理
然
後
有
氣
、
故
必
明
衟
集

義
、
然
後
能
生
澔
然
之
氣
者
、
亦
詳
且
明
矣
」。

（
８
）　
「
孟
子
養
氣
一
篇
、
諸
宜
潛
心
玩
索
。
須
是
實
識
得
方
可
。
勿
忘
勿

助
長
、
只
是
養
氣
之
法
、
如
不
識
、
怎
生
養
。
有
物
始
言
養
、
無
物
又

養
箇
甚
麽
。
澔
然
之
氣
、
須
見
是
一
箇
物
。
如
顏
子
言
如
有
所
立
卓

爾
、
孟
子
言
躍
如
也
。
卓
爾
躍
如
、
分
明
見
得
方
可
」（『
程
子
遺
書
』

卷
十
八
・
96
條
、
二
○
五
頁
）、「
必
有
事
者
、
主
養
氣
而
言
、
故
必
主

於
敬
」（
同
上
卷
一
・
拾
遺
４
條
、
十
二
頁
）、「
必
有
事
焉
、
須
把
敬

來
做
件
事
著
。
此
衟
最
是

、
最
是
易
、
又
省
工
夫
。
爲
此
語
、
雖
近

似
常
人
所
論
、
然
持
之
［
一
本
有
久
字
。］
必
別
」（
同
上
卷
十
五
・
49

條
、
一
四
九
頁
）、「
必
有
事
焉
、
謂
必
有
所
事
、
是
敬
也
。
勿
正
、
正

之
爲
言
輕
、
勿
忘
是
敬
也
。
正
之
之
甚
、
遂
至
於
助
長
」（
同
上
卷
十

五
・
186
條
、
一
七
一
頁
）、「
問
、
敬
還
用
意
否
。
曰
、
其
始
安
得
不
用

意
。
若
能
［
一
無
此
字
。］
不
用
意
、
却
是
都
無
事
了
。
又
問
、
敬
莫

是
靜
否
。
曰
、
纔
說
著
靜
字
、
便
是
忘
也
。
孟
子
曰
、
必
有
事
焉
而
勿

正
、
心
勿
忘
、
勿
助
長
也
。
必
有
事
焉
、
便
是
心
勿
忘
、
勿
正
、
便
是

勿
助
長
」（
同
上
卷
十
八
・
35
條
、
一
八
九
頁
）。

（
９
）　

拙
著
『「
心
」
と
「
理
」
を
め
ぐ
る
朱
熹
思
想
構
造
の
硏
究
』
第
一

章
第
二
節
（
汲
古
書
院
、
二
○
○
五
年
）
參
照
。
宮
下
和
大
『
朱
熹
修

養
論
の
硏
究
』（
麗
澤
大
學
出
版
會
、
二
○
一
六
年
）
に
も
同
樣
の
考

察
が
見
え
る
。

（
10
）　
「
集
義
、
如
藥
頭
、
必
有
事
焉
而
勿
正
、
心
勿
忘
、
勿
助
長
、
如
製

度
」（『
朱
子
語
類
』
卷
五
二
・
166
條
、
一
二
六
六
頁
）。
な
お
、
朱
熹

は
別
の
話
題
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
丹
藥
の
製
造
過
程
を
比
喩
に
用
い

て
い
る
。「
今
讀
書
緊
要
、
是
要
看
圣
人
敎
人
做
工
夫
處
是
如
何
。
如
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用
藥
治
病
、
須
看
這
病
是
如
何
發
、
合
用
何
方
治
之
、
方
中
使
何
藥

材
、
何
者
⺇
兩
、
何
者
⺇
分
、
如
何
炮
、
如
何
炙
、
如
何
製
、
如
何

切
、
如
何
煎
、
如
何
喫
、
只
如
此
而
已
」（
同
上
卷
十
・
６
條
、
一
六

二
頁
）、「
格
物
一
章
、
前
面
說
許
多
、
便
是
藥
料
。
它
自
有
箇
炮
爁
炙

煿
衟
理
、
這
藥
方
可
合
。
若
不
識
箇
炮
爁
炙
煿
衟
理
、
如
何
合
得
藥
。

藥
方
亦
爲
無
用
」（
同
上
卷
十
八
・
75
條
、
四
○
八
頁
）。

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
經
學
、
朱
子
學
、
孟
子
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