
朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

一
五
七

は
じ
め
に

朱
熹
哲
學
に
お
い
て
、
心
の
「
主
宰
」
論
は
、
そ
の
思
索
の
根
幹
に
位
置
す
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
朱
熹
の
言
う
「
主
宰
」
は
、

管
見
に
よ
る
限
り
、從
來
の
硏
究
に
お
い
て
、槪
し
て
、つ
か
さ
ど
る
、
率
す
る
、

御
す
る
、
命
令
行
爲
、
支
配
作
用
な
ど
と
語
釋
を
與
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、

更
に
踏
み
込
ん
で
、
具
體
的
に
現
實
に
生
き
る
人
閒
の
如
何
な
る
營
み
を
指
し
て

言
っ
て
い
る
か
ま
で
は
、
朙
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
狀

況
に
あ
っ
て
、土
田
健
次
郞
氏
は
、朱
熹
の
言
う「
心
は
身
に
主
宰
し
て
い
る
も
の
」

と
い
う
發
言
に
對
し
て
、「
心
が
肉
體
を

御
し
、
そ
の
人
閒
の
行
動
を
決
定
す

る
こ
と
」（「
朱
熹
の
思
想
に
お
け
る
心
の
分
析
」『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
七
八
、一
九
九
一

年
、
九
三
頁
）
と
す
る
解
釋
を
呈
し
、
ま
た
、
木
下
鐵
矢
氏
は
、
朱
熹
の
言
う
主

宰
に
通
底
す
る
、
程
頤
の
言
う
「
主
」
を
、「
そ
れ
自
ら
も
含
ま
れ
る
或
る
場
の

㊒
り

（
狀
況
）
を
中
心
的
最
終
的
に
決
定
す
る
、或
い
は
し
て
い
る
存
在
」（『
朱

熹
再
讀
』
硏
文
出
版
、
一
九
九
九
年
、
一
四
七
頁
）
と
す
る
定
義
を
呈
し
、
こ
の
問
題

の
た
め
の
突
破
口
を
開
い
た
。
ま
た
、
大
河
內
孝
史
氏
は
、
朱
熹
の
い
う
「
主

宰
」
を
「
天
」
と
「
心
」
の
二
側
面
か
ら
分
析
し
、
天
の
主
宰
と
心
の
主
宰
の
兩

者
は
、
主
人
と
し
て
の
命
令
行
爲
と
い
う
點
で
共
通
す
る
と
論
證
し
、
い
わ
ば
構

造
的
側
面
か
ら
議
論
を
進
め
た
（「
朱
熹
『
主
宰
』
考
」『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』

二
〇
〇
六
年
）。
氏
の
主
張
は
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
妥
當
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
朱
熹
の
哲
學
が
そ
の
思
索
の
內
側
か
ら
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
本
論

は
、
こ
の
よ
う
な
硏
究
史
上
の
展
開
と
問
題
意

を
受
け
、
朱
熹
の
主
宰
論
に
對

し
、
そ
の

心
た
る
心
の
主
宰
に
焦
點
を
當
て
て
、「
萬
物
を
主
宰
す
る
」「
物
に

命
令
す
る
」「
主
・
客
」「
萬
物
の
上
に
出
る
・
伸
び
る
」
と
い
っ
た
特
色
あ
る
表

現
の
考
察
を
通
じ
、
そ
の
思
索
の
內
側
か
ら
分
析
・
解
朙
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
哲

學
的
特
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
所
收
の
朱
熹
の
著
作
・
發
言
は
全
て
『
朱
子
全
書
』（
上
海
古
籍
出

版
社
・
安
徽
敎

出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
據
る
。
以
下
、
同
書
の
出
典
表
記
に

つ
い
て
は
、
全
て
書
名
は
略
し
、
卷
數
、
頁
數
の
み
を
記
載
す
る
。

一　

主
宰
の
字
義

ま
ず
、
基
礎
作
業
と
し
て
、
朱
熹
が
「
主
宰
」
を
字
義
と
し
て
、
如
何
に
捉
え

て
い
た
の
か
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
朱
熹
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

1
．
質
問
「『
心
は
、
性
・
情
を

べ
る
』
の
『

べ
る
』
は
ど
う
で
す
か
。」

朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

—

關
係
性
と
主
體
的
責
任
を
め
ぐ
る
問
い—

�

辻
井
義
輝
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一
五
八

二　

萬
物
を
主
宰
す
る

以
上
の
よ
う
に
、
朱
熹
は
「
主
宰
」
な
る
語
を
、
字
義
と
し
て
は
、
指
圖
・
手

配
し
て
、
全
體
を
束
ね
る
こ
と
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
は
、

意
志
に
相
應
す
る
も
の
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る

が
、
今
度
は
、
そ
の
具
體
的
な
內
容
の
分
析
に
ま
で
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。

朱
熹
は
、「
致
知
」
の
「
知
」
に
つ
い
て
說
朙
し
た
文

で
、
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

4
．
知
と
い
う
の
は
、
心
の
人
智
を
超
え
た
絕
妙
な
働
き
の
こ
と
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
理
を
見
事
に
運
用
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
（
主
客
關
係
の
場（
4
（

）
を
主
宰

す
る
も
の
で
あ
る
。
萬
人
が
必
ず
所
㊒
し
て
い
る
の
だ
が
、
時
に
そ
の
內
外

（
自
己
自
身
・
自
己
の
他
者
と
の

點
（
（
（

）
に
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
働
き
、
完
全

に
發
揮
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
他
人
が
窺
い
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
面
で
は
、
眞
實
と
虛
僞
と
が
錯
綜
し
て
し
ま
う
。

若
夫
知
則
心
之
神
朙
、
妙
衆
理
而
宰
萬
物
者
也
。
人
莫
不
㊒
、
而
或
不
能
使

其
表
裏
洞
然
、
無
所
不
盡
、
則
隱
微
之
閒
、
眞
妄
錯
雜
。（『
大
學
或
問
』
上
。

六
卷
五
一
一
～
五
一
二
頁
）

こ
こ
で
は
、
主
宰
に
關
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」
と
、
極
め
て
特
色
あ

る
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
㊮
料
は
、
朱
熹
の
言
う
主
宰
を
考
察
す
る
上
で
、

極
め
て
㊒
效
な
㊮
料
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」
と
は

一
體
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
歬
提
と
し
て
、
朱
熹
は
「
物
」
に
對
し
て
、
決

し
て
一
律
の
視
點
で
言
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

（
．［
Ａ
］
天
に
あ
っ
て
は
、
眞
實
で
な
い
理
な
ど
本
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、

全
て
理
か
ら
生
じ
る
物
は
、
必
ず
こ
の
理
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
物
が
あ

答
え
「

べ
る
と
は
、
主
宰（

1
（

す
る
こ
と
で
、
百
萬
の
軍
隊
を

べ
る
と
い
っ

た
具
合
だ
。」（
葉
賀
孫
錄
）

問
「『
心

性
情
』、『

』
如
何
。」
曰
「

是
主
宰
、
如

百
萬
軍
。」（『
朱

子
語
類
』（
以
下
、『
語
類
』
と
譯
す
）
卷
九
八
、張
子
之
書
一
。
一
七
卷
三
三
〇
四
頁
）

2
．
性
は
本
體
で
あ
り
、
情
は
作
用
で
あ
る
。
性
・
情
は
、
と
も
に
心
か
ら
出

る
。
だ
か
ら
、
心
は
こ
れ
ら
を

べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

べ
る

と
は
、
軍
隊
を

べ
る
の
「

べ
る
」
で
、
取
り
仕
切
る
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。（
黃
卓
錄
）

性
是
體
、
情
是
用
。
性
情
皆
出
於
心
、
故
心
能

之
。

、
如

兵
之

、

言
㊒
以
主
之
也
。（『
語
類
』
卷
九
八
、
張
子
之
書
一
。
一
七
卷
三
三
〇
四
）

こ
こ
か
ら
、朱
熹
は
「
主
宰
」
と
い
う
語
を
、百
萬
の
軍
隊
を

べ
る
の
「

べ
る
」

「
取
り
仕
切
る
」に
あ
た
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、朱
熹
は
、

こ
の
「

」
の
類
例
と
し
て
、「

ね
る
」
と
い
う
表
現
も
し
て
い
る（

2
（

。
こ
の
事

實
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
朱
熹
は
字
義
と
し
て
は
「
主
宰
」
を
、
指
圖
・
手
配

し
て
、
全
體
を
束
ね
る
意
で
捉
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
朱
熹
は
こ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

3
．
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
そ
も
そ
も
、
大
い
な
る
上
帝
は
善
な
る
も
の
を
民
衆

に
與
え
た
」（『
書
經
』
商
書
・
湯
誥
）「
天
の
衟
は
、
善
い
營
み
に
は
幸
福
を

も
た
ら
し
、
放
埒
な
營
み
に
は
禍
を
も
た
ら
す
」（『
書
經
』
商
書
・
湯
誥
）
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
、
朙
ら
か
に
人
が
中
に
い
て
主
宰
し
て
い
る
か
の
よ

う（
3
（

で
あ
る
。（
楊
衟
夫
錄
）

如
所
謂
「
惟
皇
上
帝
降
衷
於
下
民
」、「
天
衟
福
善
禍
淫
」、
這
便
自
分
朙

㊒
箇
人
在
裏
主
宰
相
似
。（『
語
類
』
卷
四
。
一
四
卷
一
八
八
頁
）

こ
の
事
例
か
ら
、
朱
熹
は
主
宰
と
い
う
語
に
、
實
踐
主
體
に
働
く
意
志
に
相
應
す

る
も
の
を
認
め
て
い
た
こ
と
も
朙
確
に
窺
え
る
。



朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

一
五
九

6
．
質
問
「
知
は
ど
の
よ
う
に
物
を
主
宰
す
る
の
で
す
か
。」
答
え
「
知
覺
が

働
か
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
主

宰
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、知
覺
が
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
楊
衟
夫
錄
）

問
「
知
如
何
宰
物
。」
曰
「
無
所
知
覺
、
則
不
足
以
宰
制
萬
物
。
要
宰
制
他
、

也
須
是
知
覺
。」（『
語
類
』
卷
一
七
、
大
學
四
（
或
問
上
）、
經
一

、
古
之
欲
朙

朙
德
於
天
下
一
段
。
一
四
卷
五
八
四
頁
）

7
．
知
が
發
揮
し
盡
く
さ
れ
た
と
き
は
、な
ん
と
す
で
に
主
宰
が
働
い
て
お
り
、

是
非
を
辨
別
取
捨
し
て
い
っ
て
い
る
の
だ
。（
葉
賀
孫
錄
）

到
得
知
至
時
、
卻
已
自
㊒
箇
主
宰
、
會
去
分
別
取
舍
。（『
語
類
』
卷
一
五
、
大

學
二
、
經
下
。
一
四
卷
四
九
七
頁
）

８
．
人
の
學
問
は
、（
何
が
）
妥
當
で
あ
る
か
を
わ
か
ろ
う
と
し
て
初
め
て
、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
定
ま
る
。
こ
れ
は
閒
違
い
な
く
妥
當
だ
、
あ
れ
は
閒
違
い

な
く
ダ
メ
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
、
妥
當
だ
と
見
拔
け
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
ま
さ
に
こ
の
心
に
主
宰
が
働
い
て
い
る
の
だ
。（
黃

卓
錄
）

人
爲
學
、
須
是
要
知
箇
是
處
、
千
定
萬
定
。
知
得
這
箇
徹
底
是
、
那
箇
徹
底

不
是
、
方
是
見
得
徹
、
見
得
是
、
則
這
心
裏
方
㊒
所
主
。（『
語
類
』
卷
九
。

一
四
卷
三
〇
五
頁
）

以
上
の
三
事
例
は
、
い
ず
れ
も
「
知
覺
」「
知
」
と
主
宰
の
關
わ
り
に
關
し
て
言

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
知
」
は
全
て
是
非

の
辨
別
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
知
」
も
結
局
朱
熹
が
い

う
と
こ
ろ
の
「
知
覺
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

7
（

。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
い

ず
れ
も
き
っ
ち
り
と
是
非
が
辨
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
主
宰
が
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
語
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
知
覺
が
働
く
と
な
ぜ
そ
こ
に
主

宰
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
答
え
る
の

る
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
そ
の
理
が
備
わ
ら
ず
た
だ
單
に
眞
實
で
な
い
物
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。［
Ｂ
］
人
に
あ
っ
て
は
、
眞
實
で
な
い
心

な
ど
本
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
全
て
心
か
ら
出
る
物
は
、
必
ず
こ
の
心
の
眞

實
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
物
の
眞
實
が
あ
る
の
で
あ
り
、
未
だ
そ
の
心
の

眞
實
が
備
わ
る
こ
と
な
く
そ
の
物
の
眞
實
が
あ
り
え
た
こ
と
な
ど
な
い
の
で

あ
る
。

在
天
者
本
無
不
實
之
理
、
故
凢
物
之
生
於
理
者
、
必
㊒
是
理
、
方
㊒
是
物
、

未
㊒
無
其
理
而
徒
㊒
不
實
之
物
者
也
。
在
人
者
本
無（

6
（

不
實
之
心
、
故
凢
物
之

出
於
心
者
、
必
㊒
是
心
之
實
、
乃
㊒
是
物
之
實
、
未
㊒
無
其
心
之
實
而
能
㊒

其
物
之
實
者
也
。（『
中
庸
或
問
』
下
。
六
卷
五
九
九
頁
）

便
宜
上
、內
容
に

し
て
、Ａ

と
Ｂ

と
に
分
け
た
。
こ
の
う
ち
Ａ

は
、「
物
」

に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
天
を
射
程
と
し
て
發
言
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
射
程
で
見
た
場
合
、
存
在
は
客
體
化
さ
れ
、
た
だ
外
在
す
る
對
象
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
對
し
、
Ｂ

は
、
同
じ
く
「
物
」
に
つ
い
て
言

わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
心
性
論
を
射
程
と
し
て
發
言
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
射
程
で
見
た
場
合
、
存
在
は
實
踐
主
體
に
お
け
る
出
來
事
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
際
捉
え
ら
れ
て
い
る
客
體
は
、
主
體
に
對
し
て
、
そ
の
對

他
關
係
の
構
造
そ
の
も
の
に
影
响
を
及
ぼ
し
う
る
他
者
に
他
な
ら
な
い
。
以
上
の

よ
う
に
、
朱
熹
の
い
う
「
物
」
に
は
、
二
つ
の
射
程
が
複
在
し
て
い
る
。
朱
熹
が

「
物
」に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
、そ
の
際
向
い
て
い
る
射
程
を
ど
う
捉
え
る
か
で
、

讀
者
は
含
意
す
る
意
味
を
全
く
正
反
對
の
意
で
解
釋
し
か
ね
な
い
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
主
宰
の
成
立
に
は
、「
知
覺
」
の
働
き
を
歬

提
と
す
る
、
と
す
る
發
言
が
あ
り
、
こ
の
發
言
に
取
り
組
む
こ
と
を
手
始
め
に
、

こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」
と
い
う
問
題
の
解
朙
に
取
り
組
み
た
い
。
朱

熹
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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心

物
、
則
物
之
理
得
。
今
復
㊒
物
以
反

乎
心
、
則
是
此
心
之
外
復
㊒
一

心
而
能
管
乎
此
心
也
。
然
而
所
謂
心
者
、
爲
一
耶
、
爲
二
耶
。
爲
主
耶
、
爲

客
耶
。
爲
命
物
者
耶
、
爲
命
於
物
者
耶
。（
下
略
）」（『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』

卷
六
七
、

心
說
。
二
三
卷
三
二
七
八
頁
）

こ
の
事
例
は
、
朱
熹
が
佛
敎
徒
の

心
說
に
對
し
て
批

し
た
文

で
あ
る
。
こ

こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
物
に
命
令
す
る
」
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」

と
實
質
上
同
じ
で
、そ
れ
を
補
足
的
に
言
い
換
え
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の「
物

に
命
令
す
る
」
は
、
こ
こ
で
は
文
脉
上
「
主
人
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
表

現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
對
義
表
現
は
、「
客
と
な
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
主
人
」
と
は
、
冐
頭
で
紹
介
し
た
土
田
氏
、
木
下

氏
の
分
析
が
示
唆
し
て
い
る
と
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
爲
に
對
し
て
そ
の
あ
り
方

を
最
終
的
に
決
定
し
て
い
る
擔
い
手
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
反
對

に
、「
客
」
と
は
、
行
爲
に
あ
っ
て
そ
の
あ
り
方
を
他
者
に
決
定
さ
れ
て
い
る
、

行
爲
の
受
け
手
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
物
に

命
令
す
る
」
と
い
う
語
の
本
意
は
、
こ
の
身
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
行

爲
に
對
し
、
自
ら
が
そ
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決
定
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
「
物
に
命
令
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
實
質
上
「
あ
ら

ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
物

を
主
宰
す
る
」
と
は
、
他
者
と
の
關
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
の
身
の
働
き
に
あ
っ

て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
そ
の
働
き
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
自
ら

決
定
で
き
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
外
在
す
る
對
象

を
支
配
す
る
と
い
う
意
味
に
は
あ
た
ら
な
い（

（
（

。
こ
の
よ
う
に
論
を
た
ど
っ
て
み
る

と
、
主
宰
と
は
、
他
者
と
の
關
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
の
身
の
働
き
に
あ
っ
て
、

自
ら
最
終
的
に
そ
の
働
き
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
い
え

る
。
朱
熹
は
「
主
宰
」
と
い
う
表
現
を
通
じ
て
、
實
踐
主
體
の
成
立
そ
の
も
の
を

は
、さ
ら
に
論
を
展
開
し
た
上
（
第
四
節
）
で
と
し
、こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、「
知
覺
」

と
は
、
主
體
自
身
に
お
け
る
働
き
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か

ら
、「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」
と
い
う
際
の
「
あ
ら
ゆ
る
物
」
と
は
、「
物
」

に
對
す
る
上
述
の
朱
熹
の
二
つ
の
射
程
の
う
ち
、
心
性
論
の
射
程
か
ら
、
實
踐
主

體
に
お
け
る
出
來
事
と
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で
、
決
し
て
外
在
す
る
對
象
を
指
し

て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い（

（
（

こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
、「
物
」
は
主
體
に
お
け
る
出
來
事
と
い
う
よ
う
に
解
釋
の
射
程
が
見
定

ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
朱
熹
は
「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」
と
い
う
こ
の
問
題
に

關
連
し
て
、
さ
ら
に
「
物
に
命
令
す
る
」「
物
に
命
令
さ
れ
る
」
と
い
う
示
唆
的

な
發
言
を
殘
し
て
い
る
。
こ
の
發
言
に
取
り
組
む
こ
と
を
通
じ
て
、
問
題
の

心

に
廹
り
た
い
。

（
．
あ
る
ひ
と
の
質
問
「
佛
敎
徒
の
心
を

る
說
と
い
う
の
は
、
正
し
い
の
で

し
ょ
う
か
。」
答
え
「
そ
も
そ
も
心
と
は
、
人
が
身
體
を
主
宰
す
る
根
源
で

あ
り
、
一
つ
で
あ
っ
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
主
人
と
は
な

る
が
客
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
物
に
命
令
は
す
る
が
物
に
命
令
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
心
に
よ
っ
て
物
を
見
る
な
ら
ば
、

物
の
理
が
得
ら
れ
る
。
だ
が
、
も
し
ま
た
、
物
と
し
て
心
を
見
て
し
ま
う
な

ら
ば
、
こ
の
心
の
外
に
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
心
が
あ
っ
て
、
こ
の
心
を
舵
取

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る

心
は
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
人

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
客
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
に
命
令
す
る
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
物
に
命
令
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。（
下
略
）」

或
問
「
佛
者
㊒

心
之
說
、
然
乎
。」
曰
「
夫
心
者
、
人
之
所
以
主
乎
身
者

也
、
一
而
不
二
者
也
、
爲
主
而
不
爲
客
者
也
、
命
物
而
不
命
於
物
也
。
故
以



朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

一
六
一

㊟
』
公
冶
長
一
〇
（
（（
（

の
圈
外
の
㊟
で
、
謝
上
蔡
の
發
言
を
以
下
の
よ
う
に
引
用
し

て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
伸
び
る
」
と
い
う
こ
の

事
例
に
近
似
し
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

11
．「
剛
」
と
「
欲
」
と
は
、
全
く
反
對
の
も
の
で
あ
る
。
外
物
に
勝
つ
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
「
剛
」
と
言
う
。
だ
か
ら
、常
に
萬
物
の
上
に
伸
び
る
（
外

物
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
）の
で
あ
る
。外
物
に
蔽
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を「
欲
」

と
言
う
。
だ
か
ら
、
常
に
あ
ら
ゆ
る
物
の
も
と
に
屈
す
る
（
外
物
の
奴
隸
と

な
っ
て
い
る
）
の
で
あ
る
。
い
に
し
え
よ
り
志
が
あ
る
者
は
少
な
く
、
志
が

な
い
も
の
は
多
い
。（
×
×
×
）
孔
子
先
生
が
ま
だ
ご
覽
に
な
っ
て
い
な
い
の

も
當
然
で
あ
る
。

剛
與
欲
正
相
反
。
能
勝
物
之
謂
剛
、故
常
伸
於
萬
物
之
上
。
爲
物
掩
之
謂
欲
、

故
常
屈
於
萬
物
之
下
。
自
古
㊒
志
者
少
、
無
志
者
多
、（
×
×
×
）
宜
夫
子
之

未
見
也
。（
五
卷
一
〇
三
頁
）

謝
上
蔡
の
こ
の
文

は
『
論
語
精
義
』
卷
三
上
に
も
收
載
さ
れ
て
お
り
、
多
少
の

字
句
の
違
い
を
除
い
て
、本
引
用
と
內
容
は
全
く
違
わ
な
い
。
た
だ
、『
論
語
精
義
』

か
ら
は
、
本
文
に
插
入
し
た
「
×
×
×
」
の

分
に
、
も
と
も
と
以
下
の
よ
う
な

文
が
入
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

12
．
名
聲
と

勢
に
屈
服
し
な
け
れ
ば
、
富
と
性
欲
に
屈
服
し
、
威
光
と
武
力

に
屈
服
し
な
け
れ
ば
、
自
・
他
を
相
い
隔
た
ん
と
す
る
計
ら
い
に
屈
服
す
る
。

要
す
る
に
、
思
え
ば
欲

し
、
欲

す
れ
ば
强
靭
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

不
屈
於
名
勢
、
則
屈
於
貨
色
、
不
屈
於
威
武
、
則
屈
於
物
我
、
要
之
㊒
意
則

㊒
欲
、
㊒
欲
則
不
剛
、（
七
卷
一
七
七
頁
）

こ
の
箇
所
は
、
單
に
具
體
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る

分
に
過
ぎ
な
い
し
、
內

容
か
ら
言
っ
て
も
、
朱
熹
は
恐
ら
く
煩
雜
を
嫌
っ
て
省
略
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
朙
ら
か
に
『
孟
子
』
滕
文
公
下
二

（
居
天
下
之
廣
居
、

說
朙
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
主
人
・
客
と
な
る
」
と
い
う
表

現
の
分
析
を
通
じ
て
、「
物
に
命
令
す
る
・
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
の
意
味
が
朙

ら
か
と
な
り
、さ
ら
に
、そ
れ
を
足
掛
か
り
に
し
て
、「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」

と
い
う
表
現
の
意
味
が
解
朙
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
朱
熹
の
言
う
「
主
宰
」
論
の
中

心

分
が
わ
か
っ
て
き
た
。
第
一
節
に
お
い
て
、
朱
熹
が
「
主
宰
」
を
、
字
義
と

し
て
は
指
圖
・
手
配
し
て
、
全
體
を
束
ね
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
が
、

そ
れ
は
、
具
體
的
に
は
「
物
」
と
の
關
係
に
お
い
て
自
ら
の
働
き
の
あ
り
方
を
決

定
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
朱
熹
に
は
以
上
の
よ
う
な
「
物
に
命
令
す
る
」
と
い
う
言
い
方
の

他
に
、
さ
ら
に
「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
出
る
」
と
い
う
、
同
じ
く
特
色
あ
る
言
い

方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

10
．
た
と
え
ば
、
私
の
兩
目
の
光
が
こ
う
こ
う
と（
（（
（

輝
き
、
そ
の
上
晝
日
中
、
大

通
り
を
通
行
し
て
い
た
な
ら
、
ど
う
し
て
他
人
に
草
む
ら
に
引
き
ず
り
込
ま

れ
た
り
し
よ
う
か
。
た
だ
、
私
自
身
が
居
眠
り
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、

暗
が
り
を
通
行
し
て
い
た
な
ら
、
他
人
に
や
り
た
い
放
題
引
っ
張
ら
れ
て
し

ま
う
。
た
だ
、
自
分
が
常
に
目
を
覺
ま
し
、
そ
の
主
宰
を
働
か
せ
、
あ
ら
ゆ

る
物
の
上
に
出
て
い
る
、
物
が
來
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
反
應
す
る
よ
う
に
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
だ
。（
楊
驤
錄
）

且
如
我
兩
眼
光

、
白
日
裏
在
大
路
上
行
、
如
何
會
被
別
人
引
去
草
中
。

只
是
我
自
昏
睡
、
或
暗
地
裏
行
、
便
被
別
人
胡
亂
引
去
耳
。
但
只
要
自
家
常

醒
得
他
做
主
宰
、
出
乎
萬
物
之
上
、
物
來
便
應
。（『
語
類
』
卷
一
五
、
大
學
二
、

經
下
。
一
四
卷
四
七
四
頁
）

こ
の
引
用
文
か
ら
は
、
主
宰
を
働
か
せ
ば
、「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
出
る
」
と
朱

熹
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
出

る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
朱
熹
は
『
論
語
集
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こ
と
に
）
打
ち
勝
つ
」
と
い
っ
た
意
味
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で

あ
る（
（（
（

。
と
す
る
な
ら
ば
、
朱
熹
は
、
主
宰
を
働
か
せ
ば
、「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に

出
る
」
と
考
え
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
主
宰
そ
の
も
の
に
も
、「
理
に
㊜
わ
な
い

こ
と
に
打
ち
勝
つ
」
と
い
う
意
味
が
含
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。

三　

主
宰
と
理

朱
熹
は
や
は
り
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

13
．
質
問
「
天
地
の
心
と
は
、
天
地
の
理
の
こ
と
で
す
。
理
は
衟
理
で
す
が
、

心
は
主
宰
の
こ
と
で
す
か
。」
答
え
「
心
は
、
も
ち
ろ
ん
主
宰
す
る
と
い
う

こ
と
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
主
宰
と
は
、
理
に
他
な
ら
な
い
。
心

と
は
別
に
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
理
を
離
れ
て
別
に
心

と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
。」（
林
夔
孫
錄
）（
黃
義
剛
錄
）

問
「
天
地
之
心
、
天
地
之
理
。
理
是
衟
理
、
心
是
主
宰
底
意
否
。」
曰
「
心

固
是
主
宰
底
意
、
然
所
謂
主
宰
者
、

是
理
也
。
不
是
心
外
別
㊒
箇
理
、
理

外
別
㊒
箇
心
。」（『
語
類
』
卷
一
。
一
四
卷
一
一
七
頁
）

こ
の
事
例
は
、
天
地
の
心
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
我
々
の
心
に

も
そ
の
ま
ま
當
て
は
ま
る
。
朱
熹
は
、
天
地
の
心
と
我
々
の
心
と
を
、
決
し
て
別

の
原
理
で
捉
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

14
．
質
問
「『
萬
物
に
普
く
』（
程
顥
『
定
性
書
』）
と
は
、
心
に
よ
っ
て
あ
ま
ね

く
行
き
渡
り
、
私
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
答
え
「
天

地
は
、
こ
の
（
天
地
の
）
心
に
よ
っ
て
萬
物
に
遍
く
及
び
、
人
閒
は
こ
れ
を

得
て
、
物
の
心
と
し
て
お
り
、
草
木
・
禽
獸
は
（
こ
れ
を
）
受
け
て
、
草
木
・

禽
獸
の
心
と
し
て
い
る
が
、同
じ
天
地
の
心
に
他
な
ら
な
い
。」（
揚
衟
夫
錄
）

問
「『
普
萬
物
』、
莫
是
以
心
周
徧
而
無
私
否
。」
曰
「
天
地
以
此
心
普
及
萬

立
天
下
之
正
位
、
行
天
下
之
大
衟
。（
中
略
）
富
貴
不
能
淫
、
貧
賤
不
能
移
、
威
武
不
能
屈
。

此
之
謂
大
丈
夫
。）
を
踏
ま
え
て
言
わ
れ
て
い
る
。「
廣
居
」「
正
位
」「
大
衟
」
は
、

事
例
12
で
否
定
的
對
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
「
名
勢
」「
威
武
」
な
ど
と
對
照

的
な
關
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
對
し
て
朱
熹
は
、『
孟
子
集
㊟
』

で
「
廣
居
、
仁
也
。
正
位
、
禮
也
。
大
衟
、
義
也
。」（
六
卷
三
二
四
頁
）
と
㊟
釋

し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
仁
、
義
、
禮
と
は
、
周
知
の
と
お
り
、
朱
熹

に
と
っ
て
結
局
、
理
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、『
語
類
』
で
は
「『
廣
居
』
と
は
、

心
が
廣
々
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
我
が
事
と
考
え
、私
欲
の
蔽
い
が
な
い
こ
と
。

『
正
位
』
と
は
、
立
脚
す
る
地
點
が
全
て
誤
り
な
い
こ
と
。『
大
衟
』
と
は
、
行
爲

す
る
つ
ど
、そ
の
た
び
㊜
宜
で
あ
る
こ
と
。」（「
廣
居
」是
廓
然
大
公
、無
私
欲
之
蔽
。「
正

位
」是
所
立
處
都
無
差
過
。「
大
衟
」是
事
事
做
得
合
宜
。（
葉
賀
孫
錄
）卷
五
五
、滕
文
公
下
、

景
春
曰
公
孫
衍
張
儀

。
一
五
卷
一
八
〇
〇
頁
）
と
す
る
發
言
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
廣
居
」「
正
位
」「
大
衟
」
に
對
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
い
ず
れ

も
理
に
㊜
っ
て
い
る
㊒
り

に
他
な
ら
な
い
。こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、

「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
伸
び
る
」
と
は
、
結
局
、
理
に
㊜
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を

問
う
て
い
る
表
現
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、「
あ
ら
ゆ

る
物
の
も
と
に
屈
す
る
」
の
「
屈
」
を
、
朱
熹
は
私
意
・
私
欲
の
奴
隸
と
な
っ
て

い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
（
理
に
㊜
わ
な
い
こ
と
に
）
屈
服
す
る
と
い
う
意
で
解
釋
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
逆
に
、
朱
熹
が
「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
伸
び
る
」

の
「
伸
」
は
、
こ
の
身
の
働
き
に
あ
っ
て
自
ら
が
主
人
た
り
え
て
い
る
、
言
い
換

え
れ
ば
（
理
に
㊜
わ
な
い
こ
と
に
）
打
ち
勝
ち
、
理
が
支

な
く
展
開
し
て
い
る
と

い
う
意
で
言
っ
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に

伸
び
る
」
は
、「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
出
る
」
と
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
こ
と
を
言

っ
て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
本

事
例
10
に
お
け
る
「
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に
出
る
」
も
、
同

に
「（
理
に
㊜
わ
な
い



朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

一
六
三

と
こ
ろ
で
從
來
の
硏
究
に
お
い
て
は
、
朱
熹
の
い
う
理
（
存
在
を
㊜
宜
・
妥
當
な

ら
し
む
る
趨
勢
）
に
對
し
て
、
一
般
に
、
社
會
的
・
政
治
的
な
面
ば
か
り
强
調
さ

れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
朱
熹
は
、
理
を
決
し

て
そ
の

分
だ
け
に
限
定
し
て
働
く
も
の
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
朱
熹

は
、
天
地
の
生
成
か
ら
こ
の
身
の
生
長
、
さ
ら
に
は
生
理
の
機
能
に
至
る
ま
で
も
、

ま
さ
に
こ
の
理
に
據
っ
て
働
い
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ

ば
、
朱
熹
に
と
っ
て
、
理
と
は
萬
㊒
全
て
を
し
か
る
べ
く
成
り
立
た
せ
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
朱
熹
は
心
性
論
の
視
點
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。

17
．「
天
理
と
人
欲
の
比
率
は
ど
れ
ほ
ど
か
。
天
理
が
本
來
多
い
。
人
欲
も
ま

た
天
理
の
中
か
ら
出
現
し
た
の
だ
。
た
と
え
人
欲
で
あ
っ
て
も
、
人
欲
の
中

に
は
天
理
が
あ
る
の
だ
。」
質
問
「
本
來
全
て
天
理
で
は
な
い
の
で
す
か
。」

答
え
「
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
全
て
天
理
だ
。
人
欲
は
後
に
な
っ
て
根
っ
こ
無

し
に
生
じ
た
も
の
だ
。」（
黃
榦
錄
）

「
天
理
人
欲
分
數
㊒
多
少
。
天
理
本
多
、
人
欲
便
也
是
天
理
裏
面
做
出
來
。

雖
是
人
欲
、
人
欲
中
自
㊒
天
理
。」
問
「
莫
是
本
來
全
是
天
理
否
。」
曰
「
人

生
都
是
天
理
、
人
欲
卻
是
後
來
沒
巴
鼻
生
底
。」（『
語
類
』
卷
十
三
。
一
四
卷

三
八
八
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
朱
熹
は
人
閒
の
營
み
の
全
て
が
根
本
的
に
は
理
か
ら
成
る
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
に
つ
い
て
の
考
え
か
ら
、
朱
熹
は
主
宰
の
本

體
で
あ
る
理
を
、
主
宰
の
擔
い
手
た
る
自
己
に
本
當
に
然
る
べ
き
根
源
的
な
あ
り

方
を
さ
せ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
に
關
連
し
て
、
朱
熹
は
主
宰
が
働
い
て
い
る
と
、
氣
力
も

實
す
る
に

至
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

1（
．
心
に
主
宰
が
働
い
て
い
れ
ば
、
氣
の
向
う
所
、
阻
む
も
の
が
な
い
。
い
わ

物
、
人
得
之
遂
爲
人
之
心
、
物
得
之
、
遂
爲
物
之
心
、
草
木
禽
獸

着
遂
爲

草
木
禽
獸
之
心
、
只
是
一
箇
天
地
之
心
爾
。」（『
語
類
』
卷
一
。
一
四
卷
一
一
七

～
一
一
八
頁
）

こ
の
よ
う
に
上
記
の
兩
事
例
か
ら
、
朱
熹
が
主
宰
を
本
源
的
に
は
理
に
他
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
下
の
事
例
か
ら
は
、
朱
熹
は
主
宰
を
こ

の
身
に
備
わ
る
理
が
姿
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。

1（
．
心
と
は
、
主
宰
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
動
の
と
き
も
靜
の
と
き
も
、
い

ず
れ
も
主
宰
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、靜
の
と
き
は
働
く
こ
と
が
な
く
、

動
の
と
き
に
至
っ
て
初
め
て
主
宰
が
働
く
の
で
は
な
い
。主
宰
と
言
う
の
は
、

渾
然
一
體
た
る
整
序
さ
せ
る
働
き
が
本
か
ら
ち
ゃ
ん
と
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

だ
。（
程
端
蒙
錄
）

心
、
主
宰
之
謂
也
。
動
靜
皆
主
宰
、
非
是
靜
時
無
所
用
、
及
至
動
時
方
㊒
主

宰
也
。
言
主
宰
、則
混
然
體

自
在
其
中
。（『
語
類
』卷
五
。
一
四
卷
二
二
九
頁
）

こ
の
事
例
に
お
け
る
「
渾
然
一
體
た
る
整
序
さ
せ
る
働
き
」
と
は
、
內
容
か
ら
言

っ
て
、
次
の
事
例
に
擧
げ
た
理
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

16
．
性
と
は
、
心
が
㊒
す
る
理
の
こ
と
で
あ
り
、
心
と
は
理
の
集
ま
る
場
の
こ

と
で
あ
る
。（
黃
升
卿
錄
）

性
便
是
心
之
所
㊒
之
理
、
心
便
是
理
之
所
會
之
地
。（『
語
類
』
卷
五
。
一
四
卷

二
二
三
頁
）

こ
の
主
宰
と
理
に
關
す
る
朱
熹
の
考
え
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
主
宰
を
捉
え
か
え
せ

ば
、
朱
熹
に
と
っ
て
主
宰
と
は
、
他
者
と
の
關
係
に
あ
っ
て
、
こ
の
身
に
備
わ
っ

た
理
が
、
こ
の
身
に
そ
の
場
に
し
か
る
べ
く
活
動
を
起
こ
さ
せ
る
際
、
そ
の
活
動

の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決
定
で
き
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
場
合
の
「
決
定
で
き
て
い
る
」
と
は
、
當
然
理
に
㊜
わ
な
い
こ
と
に

打
ち
勝
つ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
私
は
仁
を
欲

し
て
い
る
」（『
論
語
』
述
而
二
九

）「
心
の
欲
す
る
ま
ま
に
從
う
」（『
論
語
』

爲
政
四

）「
性
の
欲
と
は
、
物
に
動
か
さ
れ
て
動
く
こ
と
だ
」（『
詩
集
伝
』

序
）
な
ど
、
こ
れ
ら
は
、
ど
う
し
て
な
く
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
た
だ
外

物
に
誘
わ
れ
て
溺
れ
れ
ば
害
惡
と
な
る
だ
け
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
聖
人
は
、

こ
の
人
心
に
は
欲

を
知
覺
す
る
（
感
じ
取
る
）
働
き
が
あ
る
が
、し
か
し
、

主
宰
が
働
か
な
け
れ
ば
、

さ
れ
る
ま
ま
、（
も
と
に
）
歸
る
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
い
、
こ
れ
に
安
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
だ
か
ら
「
危
な
い
」

と
言
う
の
だ
。
衟
心
は
と
い
え
ば
、
義
理
の
心
に
他
な
ら
な
い
が
、
人
心
の

主
宰
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
人
心
は
こ
れ
を
基
準
と
す
る
の
で
あ
る
。（
余

大
雅
錄
）

人
心
是
此
身
㊒
知
覺
㊒
嗜
欲
者
、
如
所
謂
「
我
欲
仁
」、「
從
心
所
欲
」、「
性

之
欲
也
、感
於
物
而
動
」、此
豈
能
無
。
但
爲
物
誘
而
至
於
陷
溺
、則
爲
害
爾
。

故
聖
人
以
爲
此
人
心
、
㊒
知
覺
嗜
欲
、
然
無
所
主
宰
、
則

而
忘
反
、
不
可

據
以
爲
安
、
故
曰
危
。
衟
心
則
是
義
理
之
心
、
可
以
爲
人
心
之
主
宰
、
而
人

心
據
以
爲
準
者
也
。（『
語
類
』
卷
六
二
、中
庸
一
、
句
序
。
一
六
卷
二
〇
一
四
頁
）

20
．
お
お
よ
そ
、
人
欲
に
從
う
と
い
う
こ
と
は
、
本
來
、
危
險
な
の
だ
。
そ
の

心
が
こ
ち
ら
に
あ
っ
た
か
と
思
え
ば
、
突
然
あ
ち
ら
に
行
っ
て
し
ま
い
、
ま

た
突
然
四
方
萬
里
の
外
へ
行
っ
て
し
ま
う
。『
莊
子
』
在
宥
篇
の
「
そ
の
熱

さ
は
烈
火
と
な
り
、
そ
の
冷
た
さ
は
水
を
凍
ら
す
」
で
あ
る
。
辛
う
じ
て
免

れ
た
な
ら
、
幸
い
で
あ
る
が
、
や
や
も
す
れ
ば
穴
に
陷
っ
て
し
ま
う
。
な
ん

と
危
險
で
あ
ろ
う
か
。（
陳
文
蔚
錄
）

大
凢
徇
人
欲
、
自
是
危
險
。
其
心
忽
然
在
此
、
忽
然
在
彼
、

忽
然
在
四
方

萬
里
之
外
。
莊
子
所
謂
「
其
熱
焦
火
、
其
寒
凝
冰
」。
凢
苟
免
者
、
皆
幸
也
。

動
不
動
便
是
墮
坑
落
塹
、
危
孰
甚
焉
。（『
語
類
』
卷
七
八
、
尙
書
一
、
大
禹

。

ゆ
る「
氣
は
世
を
蓋
う
」（『
史
記
』項
羽
本
紀
）の
た
ぐ
い
が
こ
れ
だ
。（
黃
卓
錄
）

心
㊒
所
主
宰
、則
氣
之
所
向
者
無
歬
、所
謂
「
氣
蓋
世
」
之
類
是
也
。（『
語
類
』

卷
五
二
、孟
子
二
、公
孫
丑
上
之
上
、問
夫
子
加
齊
之
卿
相

。
一
五
卷
一
七
四
〇
頁
）

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
考
え
て
み
る
に
、
理
が
姿
を
と
っ
た
主
宰
の
働
き
と
は
、

こ
の
自
己
を
、
生
ま
れ
つ
き
方
向
づ
け
ら
れ
た
通
り
の
「
眞
の
自
己
」
た
ら
し
め

る
働
き
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四　

主
宰
と
人
欲

以
上
、
朱
熹
の
言
う
主
宰
論
が
こ
こ
ま
で
朙
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

こ
こ
で
は
、
第
二
節
で
言
及
し
た
、
朱
熹
が
、
知
覺
（
是
非
の
辨
別
）
が
き
ち
っ

と
働
く
と
、
そ
こ
に
主
宰
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
は
い
か
な
る
理
由

に
基
づ
い
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
考
察
に
移
り
た
い
。

さ
て
、
是
非
の
辨
別
と
い
う
際
の
「
是
・
非
」
と
は
、
㊜
宜
性
・
妥
當
性
に
㊜

う
・
㊜
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
熹
哲
學
に
あ
っ
て
、
こ
の
㊜
宜
性
・
妥

當
性
に
㊜
わ
な
い
こ
と
を
言
う
場
合
、
よ
く
使
用
さ
れ
る
言
葉
は
、
事
例
17
に
も

出
て
き
た
「
人
欲
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
朱
熹
の
い
う
「
人
欲
」
と
は
、

欲

全
般
の
こ
と
で
は
な
く
、
氣
質
上
の
問
題
と
欲

と
の
複
合
の
結
果
と
し
て

生
じ
る
、
㊜
宜
性
・
妥
當
性
に
㊜
わ
な
い
欲

＝
「
私
欲
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な

い（
（（
（

。
事
例
17
で
は
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
後
に
な
っ
て
根
っ
こ
無
し
に
生
じ
た
」

と
言
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
我
々
の
營
み
は
、
本
來
は
全
て
理
か
ら
成

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
欲
を
生
じ
る
よ
う
に
は
原
理
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、こ
の
よ
う
な
「
私
欲
」
は
「
主
宰
」

に
ど
の
よ
う
な
影
响
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。

人
心
・
衟
心
を
議
論
し
た
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

1（
．
人
心
は
こ
の
身
に
欲

が
働
い
て
い
る
の
を
知
覺
（
こ
の
場
合
は
、
感
じ
取



朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

一
六
五

が
働
い
て
い
る
と
、
そ
の
際
同
時
に
主
宰
が
成
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
朱
熹
に
と
っ
て
、
知
覺
の
成
立
は
主
宰
の
成
立
と
㊒
機

的
に
連
動
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
朙
ら
か
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
た
め
の
分
析
を
通
じ
て
、主
宰
が
き
ち
っ
と
働
か
な
い
と
、「
私
欲
」
と
い
う
、

言
わ
ば
、「
紛
い
も
の
の
自
己
」
が
自
己
の
位
置
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
と
朱
熹

が
考
え
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

五　

關
係
性
と
主
體
的
責
任
を
め
ぐ
る
問
い

さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
朱
熹
の
い
う
主
宰
の
內
容
が
あ
ら
か
た
見
定
め
ら
れ
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
主
宰
」
論
は
、
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る

關
係
論
、
主
體
的
責
任
論
、
自
由
意
志
論
に
幾
分
通
じ
る
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

最
後
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
さ
ら
に
朱
熹
の
主
宰
論
の
本
質
に
廹
っ

て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
、關
係
論
に
つ
い
て
は
、す
で
に
主
宰
の
對
象
で
あ
る
「
あ
ら
ゆ
る
物
」
が
、

決
し
て
外
在
す
る
對
象
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
實
踐
主
體
に
お

け
る
出
來
事
と
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
じ
た
。
そ
の
上
で
、
そ
れ

ゆ
え
に
「
あ
ら
ゆ
る
物
を
主
宰
す
る
」
と
は
、
主
體
自
ら
の
働
き
に
あ
っ
て
、
そ

の
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
主
體
自
ら
そ
の
働
き
の
あ
り
方
を
決
定
し
う
る

こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
論
じ
た
。
そ
れ
で
は
、
朱
熹
の
主
宰
論

は
內
側
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
、
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る
獨
我
論
に
類
す
る

議
論
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
朱
熹
は
こ
の
件
に
關
し
て
、次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

23
．
心
と
い
う
も
の
は
身
を
主
宰
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ
そ
の
も
の
に
は
仁
、

義
、
禮
、
智
の
性
が
あ
り
、
そ
の
働
き
に
は
惻
隱
、
羞
惡
、
恭

、
是
非
の

情
が
あ
り
、（
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
）
內

に
あ
っ
て
渾
然
一
體
と
な
っ
て

い
る
。（
他
者
に
）引
き
寄
せ
ら
れ
る
に
つ
れ
て（
そ
れ
ぞ
れ
が
）應
ず
る
の
だ
が
、

一
六
卷
二
六
六
八
頁
）

21
．
さ
ら
に
質
問
「
聖
人
に
も
ま
た
人
心
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
く
、
危
な
い
の

で
は
な
い
で
す
か
。」
答
え
「
聖
人
は
完
全
に
衟
心
が
主
宰
し
て
い
る
。
だ

か
ら
、
そ
の
人
心
は
危
な
く
は
な
い
の
だ
。（
黃
銖
錄
）（
潘
時
舉
錄
）

問
「
聖
人
亦
㊒
人
心
、
不
知
亦
危
否
。」
曰
「
聖
人
全
是
衟
心
主
宰
、
故

其
人
心
自
是
不
危
。」（『
語
類
』
卷
七
八
、尙
書
一
、大
禹

。
一
六
卷
二
六
六
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
朱
熹
は
、
主
宰
が
働
か
な
い
と
、「
私
欲
」
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る

に
至
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
朱
熹
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。

22
．
こ
れ
は
、
氣
質
が
昏
濁
し
て
し
ま
っ
て
、
私
欲
が
勝
つ
よ
う
に
さ
せ
て
し

ま
い
、
客
が
主
人
に
成
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。（
程
端
蒙
錄
）

此
卻
是
氣
質
昏
濁
、
爲
私
欲
所
勝
、
客
來
爲
主
。（『
語
類
』
卷
六
二
、
中
庸
一
、

第
一

。
一
六
卷
二
〇
三
九
頁
）

こ
こ
か
ら
、
朱
熹
が
、
實
踐
主
體
自
ら
が
自
己
の
あ
り
方
を
決
定
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
客
で
あ
る
「
私
欲
」
が
、
實
踐
主
體
の
基
礎
で
あ
る
理
か
ら
、
主
人
の

座
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
さ
き
ほ

ど
、
主
體
自
ら
が
自
己
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
言
い
換

え
れ
ば
、
こ
の
自
己
を
、
生
ま
れ
つ
き
方
向
づ
け
ら
れ
た
通
り
の
「
眞
の
自
己
」

た
ら
し
め
る
働
き
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
に
對
應
さ
せ

て
言
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
本
來
の
自
己
な
ら
ざ
る
私
欲
が
自
己
の
座
に
居
座
り
、

「
自
己
」
と
し
て
振
る
舞
う
に
至
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
朱
熹
に
と
っ
て
、
天
理
と
い
う
「
是
」
と
私
欲
と
い
う
「
非
」

を
辨
別
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
際
同
時
に
、
こ
の
身
に
あ
っ
て
、
自

己
を
作
り
上
げ
て
い
る
理
が
、
自
己
の
働
き
の
あ
り
方
を
決
定
で
き
て
い
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
朱
熹
は
、
知
覺
（
是
非
の
辨
別
）
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こ
の
う
ち
、
Ｂ

は
、
事
例
23
に
擧
げ
た
內
容
に
そ
の
ま
ま
對
應
す
る
だ
け
で
あ

る
が
、
Ａ

か
ら
は
、
新
た
に
、
朱
熹
が
主
宰
の
根
本
的
な
働
き
の
一
つ
と
し
て
、

物
に
應
じ
て
、
澄
み
切
っ
て
何
も
の
に
も
捉
わ
れ
ず
隈
な
く
映
す
働
き
を
考
え
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
朱
熹
の
い
う
主
宰

と
は
、
他
者
か
ら
の
喚
起
を
受
け
て
、
そ
れ
に
ぴ
っ
た
り
㊜
切
に
反
應
す
る
と
い

う
働
き
を
構
造
そ
の
も
の
に
本
質
的
に
內
藏
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
朱

熹
の
呈
す
る
主
宰
論
は
、
他
者
と
の
關
係
性
拔
き
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

次
に
主
體
的
責
任
に
關
わ
る
問
題
を
取
り
扱
い
た
い
。
朱
熹
に
と
っ
て
、
我
々

は
「
天
」
の
生
成
の
た
ま
も
の
に
他
な
ら
ず
、
主
宰
の
根
源
た
る
理
と
は
、
こ
の

よ
う
な
生
成
の
理
を
受
け
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
從
っ
て
、
我
々
人
閒
は

天
の
生
成
そ
の
も
の
、
ひ
い
て
は
、
そ
の
生
成
の
延
長
に
あ
る
他
者
に
對
し
て
プ

ラ
ス
に
な
る
べ
く
原
理
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る（
（（
（

の
だ
し
、
朱
熹
に
と
っ
て
、

自
己
が
眞
に
本
來
か
ら
の
自
己
の
ま
ま
に
生
き
る
と
は
、
究
極
的
に
は
こ
の
よ
う

に
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
熹
は
こ
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。

2（
．
天
は
た
だ
お
歬
を
生
じ
、
こ
の
衟
理
を
付
與
し
た
だ
け
だ
。
お
歬
が
す
る

か
し
な
い
か
は
、
お
歬
次
第
な
の
だ
。
良
い
こ
と
を
す
る
の
も
お
歬
が
す
る

の
で
あ
り
、惡
い
こ
と
を
す
る
の
も
お
歬
が
す
る
の
だ
。（
黃
卓
錄
）（
沈
僩
錄
）

天
只
生
得
你
、
付
得
這
衟
理
。
你
做
與
不
做
、
卻
在
你
。
做
得
好
、
也
由
你
。

做
得
不
好
、
也
由
你
。（『
語
類
』
卷
一
三
。
一
四
卷
三
九
六
頁
）

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
お
け
る
「
衟
理
」
と
は
、
天
與
の
理
の
こ
と
で
あ
り
、

從
っ
て
、
こ
れ
は
心
性
論
上
か
ら
言
い
直
せ
ば
、
こ
の
身
の
主
宰
に
對
し
て
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
朱
熹
は
、
一
方
で
「
天
」
に
も
言
及
し
て
い
る

も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
主
宰
を
正
し
く
機
能
さ
せ
、
眞
に
自
己
が
本
來
か
ら
の
自

各
場
面
に
お
い
て
主
宰
が
働
い
て
お
り
、
亂
れ
る
こ
と
は
な
い
。

心
之
爲
物
、
實
主
於
身
、
其
體
則
㊒
仁
義
禮
智
之
性
、
其
用
則
㊒
惻
隱
羞
惡

恭

是
非
之
情
、
渾
然
在
中
。
隨
感
而
應
、
各
㊒
攸
主
而
不
可
亂
也
。（『
大

學
或
問
』
下
。
六
卷
五
二
六
頁
）

以
上
の
よ
う
に
、
朱
熹
は
主
宰
を
、
具
體
的
に
は
、
感
（
一
方
が
他
方
を
引
き
寄

せ
る
働
き
）
に
應
じ
て
、
四
端
と
し
て
反
應
さ
せ
る
働
き
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
歬
節
に
お
い
て
、
知
覺
の
成
立
は
主
宰
の
成
立
と
㊒
機
的
に
連
動
す
る

こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
場
合
の
知
覺
と
は
、
し
っ
か
り
深
く
ま
で
働
い
て
い
る
知

覺
＝
是
非
の
辨
別
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
こ
の
四
端
に
お
け
る
是
非
と
全
く
同
一
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
朱
熹
の
い
う
主
宰
と
は
、
感
に
應
じ
て
、
四
端
と
し

て
反
應
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る（
（（
（

。朱
熹
は
、
こ
の
感
應
に
際
し
て
四
端
を
働
か
す
働
き
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に

も
言
っ
て
い
る
。

24
．
人
の
心
が
、［
Ａ
］�

あ
た
か
も　

面
に
（
あ
ら
か
じ
め
）
何
も
な
く
、
秤
が

平
衡
で
あ
る
よ
う
に
、
澄
み
切
っ
て
何
物
に
も
捉
わ
れ
ず
隈
な
く
映
し
、
身

の
主
宰
を
な
し
て
い
る
の
は
、
本
來
生
ま
れ
つ
い
た
通
り
の
姿
で
あ
る
。
そ

し
て
、［
Ｂ
］
喜
ん
だ
り
、
怒
っ
た
り
、
心
配
し
た
り
、
怖
れ
た
り
し
て
、

他
者
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
際
に
反
應
し
て
、（
あ
た
か
も
）
美
・
醜
を
映
し
出

し
た
り
、（
竿
が
）
上
が
っ
た
り
、
下
が
っ
た
り
（
す
る
よ
う
に
）、
物
に
應
じ

て
姿
を
と
る
の
も
、
そ
の
働
き
は
な
く
そ
う
と
思
っ
て
も
な
く
す
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。

人
之
一
心
、
湛
然
虛
朙
、
如
鑑
之
空
、
如
衡
之
平
、
以
爲
一
身
之
主
者
、
固

其
眞
體
之
本
然
。
而
喜
怒
憂
懼
、
隨
感
而
應
、
姸
蚩
俯
仰
、
因
物
賦
形
者
、

亦
其
用
之
所
不
能
無
者
也
。（『
大
學
或
問
』
下
。
六
卷
五
三
四
～
五
三
五
頁
）



朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

一
六
七

て
い
る
「
眞
の
自
己
」
た
る
も
の
と
考
え
、
主
體
に
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
本
來
か

ら
の
眞
な
る
自
己
が
、
當
座
の
自
己
と
い
う
殼
・
枠
を
超
え
て
、
そ
の
行
爲
を
き

ち
っ
と
決
定
し
、
人
閒
と
し
て
の
あ
る
べ
き
生
き
方
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、朱
熹
が
意
志
の
問
題
に
あ
っ
て
何
よ
り
重
視
し
た
こ
と
は
、

他
者
と
關
わ
る
場
に
お
い
て
、
主
體
が
あ
る
べ
き
こ
と
に
對
し
て

體
と
し
て
き

ち
っ
と
方
向
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
意
志
と

は
、「
紛
い
も
の
」
が
自
己
の
位
置
に
收
ま
る
こ
と
に
對
す
る
決
然
た
る
拒
絕
に

他
な
ら
な
い
。

む
す
び

以
上
の
よ
う
に
、
朱
熹
が
言
う
心
の
主
宰
論
と
は
、
他
者
と
の
關
係
の
場
に
あ

っ
て
、
實
踐
主
體
の
身
に
備
わ
る
理
（
我
々
を
天
地
や
他
者
に
對
し
て
プ
ラ
ス
に
働
く

よ
う
、
㊜
宜
・
妥
當
な
ら
し
む
る
趨
勢
）
が
、
こ
の
身
に
、
そ
の
場
に
し
か
る
べ
く

四
端
な
ど
の
情
と
し
て
反
應
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
働
き
の
あ
り
方
を
自

ら
最
終
的
に
決
定
し
、
他
者
と
き
ち
っ
と
關
係
す
る
に
至
る
と
い
う
、
實
踐
主
體

の
成
立
を
說
朙
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
朱
熹
の
い
う
心
の
主
宰
論
に
お
い
て
理

と
は
、
主
宰
の
擔
い
手
た
る
自
己
に
本
當
に
根
源
的
な
あ
り
方
を
さ
せ
る
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
を
本
體
と
す
る
主
宰

の
働
き
こ
そ
、
本
來
か
ら
㊒
す
る
「
眞
な
る
自
己
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
主
宰
機
能
が
き
っ
ち
り
働
い
て
は
じ
め
て
、
私
意
・

私
欲
と
い
う
「
紛
い
も
の
」
が
自
己
の
位
置
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
危
險
性
を
回

避
し
、
生
の

實
を
感
じ
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
一
般
に
氣
質
の
弊
害
を
㊒
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
引
き
裂
か
れ
た
存
在
に
あ
っ
て
、
我
々
が
原
理
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
と

お
り
主
宰
機
能
を
き
ち
っ
と
働
か
せ
て
、
天
地
や
他
者
に
對
し
て
プ
ラ
ス
に
生
き

己
と
し
て
生
き
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
そ
の
當
人
の
責
任
に
か

か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
徃
々
に
し
て
氣

質
上
の
弊
害
を
㊒
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
、
そ
の
よ
う
に
原
理
づ
け
ら
れ
た
方

向
性
そ
の
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
し
、
時
に
は
そ
の
原
理
づ
け
ら
れ
た

方
向
性
を
眞
っ
向
か
ら
拒
絕
す
る
場
合
さ
え
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
突
き
付

け
ら
れ
た
自
己
責
任
の
問
題
は
、
自
己
の
幸
せ
、
生
き
が
い
の
據
立
に
關
わ
る
の

み
な
ら
ず
、
現
實
問
題
と
し
て
、
他
者
を
見
殺
し
に
す
る
こ
と
も
、
救
う
こ
と
も

可
能
な
、
他
な
ら
ぬ
人
閒
に
課
せ
ら
れ
た
責
務（
（（
（

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
朱
熹
の
哲
學
が
、
こ
の
よ
う
な
主
體
的
責
任
の
考
え
方
に
貫
か
れ

て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
自
由
意
志
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
扱
い
た
い
。
近
代
の
個
人
主
義
的

な
自
己

に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
他
者
と
は
獨
立
し
た
自
己
を
想
定
し
、
自
己

の
意
志
と
い
う
こ
と
に
關
し
て
は
、
自
己
の
行
爲
の
選
擇
・
決
定

が
他
者
か
ら

侵
犯
さ
れ
る
こ
と
な
く
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
近
代
的
意
味
に

お
け
る
自
由
意
志
と
は
こ
の
よ
う
な
歬
提
の
上
で
の
意
志
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

で
は
朱
熹
の
場
合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
三
節
で
確
認
し
た
通
り
、
朱
熹
に

と
っ
て
、
主
宰
の
本
源
は
理
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
あ
っ
て
、
主
宰
は
理

と
ど
う

な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
・
媒
體

の
働
き
に
あ
っ
て
、
そ
の
働
き
を
㊜
宜
・
妥
當
な
ら
し
む
る
趨
勢
（
理
）
が
、
個
々

別
々
に
で
は
な
く
、
主
體
と
い
う
一
つ
の
㊒
機
的
な

體
の
レ
ベ
ル
で
働
い
て
い

る
點
に
そ
の

質
性
が
見
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
（（
（

。
朱
熹
の
「
主
宰
」
に
認

め
ら
れ
る
意
志
の
實
態
と
は
、
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
㊒
機
的
な

體
の
レ
ベ
ル
で

働
く
點
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う（
（（
（

。
朱
熹
の
哲
學
に
あ
っ
て
は
、
自
己
と
他
者
と
を

截
然
と
分
か
つ
こ
と
に
大
き
な
意
味
は
見
出
さ
な
い（

（（
（

。
む
し
ろ
、
朱
熹
が
問
題
と

し
た
の
は
、
人
閒
に
固
㊒
す
る
普
遍
的
な
特
質
（
理
）
を
自
己
が
本
來
か
ら
持
っ



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
六
八

華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
二
頁
）、「
以
形
體
言
之
謂
之
天
、
以
主
宰
言
之
謂
之

帝
、
以
功
用
言
之
謂
之
鬼
神
、
以
妙
用
言
之
謂
之
神
、
以
性
情
言
之
謂
之
乾
。」『
河

南
程
氏
遺
書
』
卷
二
十
二
上
、
伊
川
先
生
語
八
上
、
伊
川
雜
錄
（
歬
揭
書　

二
八
八

頁
）
と
言
っ
て
い
る
の
を
受
け
、天
に
つ
い
て
語
る
際
も
「
主
宰
」
を
言
う
。
こ
れ
は
、

事
例
3
や
、
次
の
事
例
で
「
相
似
」「
似
」
と
言
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
窺
え
る
よ
う
に
、
本
論
で
取
り
扱
っ
て
い
る
心
の
「
主
宰
」
を
應
用
さ
せ
た
も
の

に
他
な
ら
な
い
。「
天
地
也
似
㊒
箇
主
宰
、
方
始
恁
地
變
易
、
便
是
天
地
底

。」（
葉

賀
孫
錄
）（『
語
類
』
卷
九
六
。
一
七
卷
三
二
三
九
頁
）

（
4
）　

吉
田
公
平
氏
は
、「
格
物
致
知
」
な
ど
と
言
う
場
合
の
「
物
」
の
字
義
を
、（「
事
」

も
同
じ
く
）
主
體
と
客
體
と
が
緊
張
關
係
を
と
っ
て
い
る
場
と
し
て
說
朙
し
て
い
る

（『
伝
習
錄
』
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
、
二
五
、一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
）。
本
論
は
こ

の
解
釋
を
受
け
る
。「
物
」
は
、一
般
に
、存
在
す
る
も
の
、客
體
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

朱
熹
は
こ
の
よ
う
な
「
物
」
を
、
主
に
感
應
（
惹
き
寄
せ
、
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
働
き
）

を
媒
介
に
し
た
、
主
體
に
對
し
、
主
體
の
㊒
す
る
對
他
關
係
の
構
造
そ
の
も
の
に
影

响
を
及
ぼ
す
他
者
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
物
」に
は
、廣
い
字
義
が
あ
り
、

全
て
が
こ
の
よ
う
な
關
係
性
を
含
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
例
（
の
Ａ

か

ら
窺
え
る
よ
う
に
、
單
な
る
外
在
す
る
對
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
物
猶
事
也
」
と
言
わ
れ
る
場
合
は
、
全
て
關
係
性
を
歬
提
に
言

わ
れ
て
い
る
と
見
做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
（
）　
「
內
外
表
裏
」
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
は
、佐
野
公
治
氏
『
四
書
學
史
の
硏
究
』（
創

文
社
、
一
九
八
八
年
）、
吾
妻
重
二
氏
『
朱
子
學
の
新
硏
究
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
四

年
）
が
あ
る
が
、
本
硏
究
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
呈
さ
れ
た
解
釋
と
は
別
に
、

「
內
」
を
自
己
自
身
、「
外
」
を
自
己
の
他
者
と
の

點
と
し
て
解
釋
し
う
る
面
が
浮

か
び
上
が
っ
た
。
主
に
、
以
下
の
事
例
に
基
づ
く
。

　
　
　

問
表
裏
。
曰
「
表
者
、
人
物
之
所
共
由
。
裏
者
、
吾
心
之
所
獨
得
。
表
者
、
如
父

慈
子
孝
、
雖
九
夷
八
蠻
、
也
出
這
衟
理
不
得
。
裏
者
、
乃
是
至
隱
至
微
、
至
親
至

る
こ
と
は
、
朱
熹
に
よ
れ
ば　

我
々
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
な
の
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
朱
熹
の
「
主
宰
」
論
と
は
、
天
地
の
閒
に
お
け
る
、
人
閒
の
使
命

と
責
任
の
問
題
を
、
獨
自
の
思
考
に
基
づ
い
て
根
源
的
に
問
い
つ
め
、
人
閒
が
人

閒
ら
し
く
き
ち
っ
と
生
き
る
と
い
う
こ
の
問
題
に
つ
い
て
人
々
に
覺
醒
を
促
そ
う

と
し
た
思
索
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

㊟
（
1
）　

朱
熹
は
、「
主
宰
」
を
、「
主
」
と
だ
け
言
っ
た
り
、「
宰
」
と
だ
け
言
っ
た
り
、

あ
る
い
は
二
字
合
わ
せ
て
「
主
宰
」
と
言
っ
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
す
る

が
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
い
ず
れ
も
變
わ
ら
な
い
。
例
え
ば
、
朱
熹
は
「
心
」
を

定
義
す
る
場
合
、
よ
く
「
身
之
所
主
」（『
大
學

句
』
經
、
一

）
と
い
う
言
い
方

を
す
る
が
、
こ
の
表
現
は
「
心
是
主
宰
於
身
者
」（
楊
衟
夫
錄
）（『
語
類
』
卷
五
。

一
四
卷
二
二
五
頁
）
な
ど
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
宰
」
の
一
字
だ
け
で

出
て
く
る
事
例
は
極
め
て
乏
し
い
が
そ
の
一
例
で
も
、
或
問
「『
宰
萬
物
』、
是
『
主

宰
』
之
『
宰
』、『
宰
制
』
之
『
宰
』。」
曰
「
主
便
是
宰
、
宰
便
是
制
。」（
潘
履
孫
錄
）

（『
語
類
』
卷
一
七
、大
學
或
問
上
、古
之
欲
朙
朙
德
於
天
下
一
段
。
一
四
卷
五
八
四
頁
）

と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

こ
の
場
合
の
「

ね
る
」
は
、「
～
を
あ
わ
せ
も
つ
」
の
意
に
他
な
ら
な
い
。
心
者
、

性
情
而
言
。

性
情
而
言
者
、
包
括
乎
性
情
也
。（『
語
類
』
卷
二
〇
、
學
而
篇
上
、

㊒
子
曰
其
爲
人
也
孝
弟

。
一
四
卷
七
〇
四
頁
）
な
お
、
㊒
名
な
事
例
と
し
て
「
心

性
情
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
が
、
こ
の
「

」
に
つ
い
て
は
、「
心

性
情
」、

、

猶

也
。（
黃
升
卿
錄
）（『
語
類
』
卷
九
八
、
張
子
之
書
一
。
一
七
卷
三
三
〇
四
頁
）

と
言
わ
れ
る
。

（
3
）　

朱
熹
は
二
程
子
が
「
天
者
理
也
。
神
者
妙
萬
物
而
爲
言
者
也
。
帝
者
以
主
宰
事
而

名
。」『
河
南
程
氏
遺
書
』
卷
一
一
、
朙
衟
先
生
語
一
、
師
訓
（『
二
程
書
』
上　

中



朱
熹
哲
學
に
お
け
る
「
主
宰
」
論

一
六
九

味
と
大
幅
に

な
る
し
、
ま
た
現
代
の
我
々
が
捉
え
る
認

の
枠
組
み
に
そ
の
ま
ま

置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
こ
の
朱
熹
の
言
う
知
覺
を

あ
え
て
譯
出
せ
ず
、
術
語
と
し
て
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
。
本
論
で
言
う
知
覺
は
、

一
貫
し
て
、
こ
の
よ
う
な
朱
熹
の
言
う
知
覺
に
他
な
ら
な
い
。

（
（
）　

木
下
鐵
矢
氏
は
、
程
頤
の
使
用
し
た
「
主
」
の
語
は
、「『
中
心
的
最
終
的
決
定
を

す
る
存
在
』
と
讀
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
『
決
定
』
が
效
力
を
及
ぼ
す
範
圍
は
、
何

よ
り
も
『
自
己
自
身
』
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
他
者
へ
の
『
決
定
』
は
關
心
外

に
あ
る
」（『
朱
熹
再
讀
』
硏
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）
と
指

し
て
い
る
。
こ
の
考

え
は
、
朱
熹
の
主
宰
論
に
も
そ
の
ま
ま
當
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

（
（
）　

た
だ
し
、
朱
熹
の
捉
え
た
人
格
の
完
成
形
＝
聖
人
は
、
條
件
が
整
い
さ
え
す
れ
ば

君
主
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（『
孟
子
集
㊟
』
萬

上
六

）。
こ
の
限
り

に
お
い
て
言
え
ば
、「
主
宰
」
に
も
、
結
果
と
し
て
客
體
を
支
配
す
る
意
味
を
伴
う

場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
10
）　

こ
う
こ
う
と　

意
味
不
朙
。
文
脉
上
か
ら
假
に
こ
う
譯
し
た
。
な
お
、
中
純
夫
氏

は
、
こ
れ
と
は
別
の
、
心
に
對
し
て
言
わ
れ
て
い
る
用
例
に
お
い
て
、
同
句
を
「
キ

ラ
キ
ラ
と
」
と
譯
出
し
て
い
る
（「
朱
子
の
工
夫
論
に
つ
い
て
」（『
中
國
思
想
史
硏
究
』

七　

一
九
八
五
年
、
一
〇
〇
頁
）。

（
11
）　

子
曰
「
吾
未
見
剛
者
。」
或
對
曰
「
申
棖
。」
子
曰
「
棖
也
欲
、�

焉
得
剛
。」

（
12
）　

朱
熹
は
、『
論
語
集
㊟
』
述
而
三
六

「
子
曰
、
君
子
坦
蕩
蕩
。
小
人
長
戚
戚
。」

の
條
に
對
し
、
程
伊
川
に
よ
る
說
朙
（『
河
南
程
氏
經
說
』
卷
六
、
論
語
解
、
述
而
）

を
「
君
子
循
理
、
故
常
舒
泰
。
小
人
役
於
物
、
故
多
憂
戚
。」
と
い
う
形
に
要
約
し

て
收
錄
し
て
い
る
が
、
こ
の
內
容
も
本
論
で
扱
っ
て
い
る
「
伸
び
る
」「
屈
す
る
」

に
相
應
す
る
だ
ろ
う
。

（
13
）　

次
の
事
例
は
、
同
じ
こ
と
を

な
る
視
點
で
言
い
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
　

人
之
一
心
、
天
理
存
、
則
人
欲
亡
。
人
欲
勝
、
則
天
理
滅
、
未
㊒
天
理
人
欲
夾
雜
者
。

（
魏
椿
錄
）（『
語
類
』
卷
一
三
。
一
四
卷
三
八
八
～
三
八
九
頁
）

切
、
切
要
處
。」（
林
夔
孫
錄
）（『
語
類
』
卷
一
六
、�

大
學
三
、
傳
五

釋
格
物
致
知
。

一
四
卷
五
一
三
頁
）

　
　
　

問
「『
無
內
外
之
閒
』、是
如
何
。」
曰
「
表
裏
如
一
。」（
記
錄
者
不
朙
）（『
語
類
』

卷
二
六
、
論
語
八
、
里
仁
篇
上
、
不
仁
者
不
可
以
久
處
約

。
一
四
卷
九
三
一
頁
）。

　
　
　
『
中
庸

句
』
二
五

の
「
誠
者
非
自
成
己
而
已
也
。
所
以
成
物
也
。
成
己
仁
也
。

成
物
知
也
。
性
之
德
也
。
合
外
內
之
衟
也
。
故
時
措
之
宜
也
。」に
對
す
る
、朱
熹
の「
誠

雖
所
以
成
己
、
然
既
㊒
以
自
成
、
則
自
然
及
物
、
而
衟
亦
行
於
彼
矣
。
仁
者
體
之
存
、

知
者
用
之
發
。
是
皆
吾
性
之
固
㊒
、
而
無
內
外
之
殊
。
既
得
於
己
、
則
見
於
事
者
、

以
時
措
之
、
而
皆
得
其
宜
也
。」
と
す
る
㊟
釋
（
六
卷
五
一
頁
）。

（
6
）　

本
無　

嘉
點
本
で
は
、
或
㊒
。

（
7
）　

朱
熹
の
い
う
知
覺
と
は
、
客
體
を
感
受
・
感
知
し
て
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
是
非

を
辨
別
す
る
に
至
る
ま
で
の
廣
い
働
き
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
知
覺
に
は
、
深
い
知

覺
・
淺
い
知
覺
と
い
う
二
種
類
の
知
覺
が
言
わ
れ
る
。
淺
い
知
覺
と
は
、
單
な
る
感

受
・
感
知
に
留
ま
る
場
合
を
指
し
、
深
い
知
覺
と
は
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に

そ
こ
に
お
け
る
是
非
の
辨
別
に
至
る
ま
で
、
き
っ
ち
り
と
働
か
せ
て
い
る
場
合
を
指

す
。
朱
熹
が
知
覺
に
對
し
て
、
否
定
的
言
辭
を
連
ね
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
淺
い

知
覺
に
留
ま
る
場
合
に
對
し
て
で
あ
る
。
こ
の
朱
熹
の
言
う「
知
覺
」は
、現
代
の
我
々

が
感
覺
、

斷
、
意

と
い
う
風
に
バ
ラ
バ
ラ
に
分
斷
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
を
、

一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
㊒
機
的
に
捉
え
た
槪
念
で
あ
る
。
朱
熹
は
こ
の
よ
う
な
知
覺

を
、
單
に
知
と
も
、
覺
と
も
言
う
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
知
覺
と
二
語
で
言
う
こ

と
も
あ
っ
た
。（
拙
論「
朱
熹
哲
學
に
お
け
る
知
覺
論
」『
白
山
中
國
學
』二
〇
一
二
年
、

「
朱
熹
哲
學
に
お
け
る
心
の

態

」『
東
洋
大
學
大
學
院
紀
要
』
二
〇
一
二
年
）
朱

熹
が
「
知
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
是
非
の
辨
別
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
事
例
7
、

（
も
、
內
容
か
ら
言
っ
て
、
や
は
り
知
覺
（
こ
の
場
合
、
深
い
知
覺
）
を
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

以
上
の
よ
う
に
、
朱
熹
の
い
う
知
覺
は
、
現
代
の
日
本
語
で
言
わ
れ
る
知
覺
の
意



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
七
〇

淑
慝
之
分
、
則
未
嘗
不
致
其
扶
陽
抑
陰
之
意
焉
。
蓋
所
以
贊
化

而
參
天
地
者
、
其

旨
深
矣
。（『
周
易
本
義
』
坤
・
初
六
爻
辭
。
一
卷
三
二
頁
）

　
　
　

な
お
、
こ
の
生
成
の
理
＝
仁
に
お
け
る
哲
學
的
意
味
を
追
求
し
た
も
の
に
、
小
路

口
聰
氏
「〈
非
暴
力
〉
主
義
と
し
て
の
『
仁
』
の
思
想
」（『
東
洋
大
學
中
國
哲
學
文

學
科
紀
要
』
一
六
、二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

（
17
）　

朱
熹
哲
學
に
お
け
る
責
務
の
問
題
を
追
求
し
た
も
の
と
し
て
は
、木
下
鐵
矢
氏
『
朱

熹
哲
學
の
主
軸
』
第
六

（
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）、
小
路
口
聰
氏
「
天
下
を

以
っ
て
己
が
任
と
な
す
」（『
東
洋
大
學
中
國
哲
學
文
學
科
紀
要
』一
五
、二
〇
〇
七
年
）

が
あ
る
。

（
1（
）　

或
問
「『
天
視
自
我
民
視
、
天
聽
自
我
民
聽
』、
天
便
是
理
否
。」
曰
「
若
全
做
理
、

如
何
說
自
我
民
視
聽
。
這
裏
㊒
些
主
宰
底
意
思
。」（
記
錄
者
不
朙
）（『
語
類
』
卷

七
九
、
尙
書
二
、
泰
誓
。
一
七
卷
二
七
〇
二
頁
）。

　
　
　

莊
仲
問
「『
天
視
自
我
民
視
、
天
聽
自
我
民
聽
』、
謂
天

理
也
。」
曰
「
天
固
是

理
、
然
蒼
蒼
者
亦
是
天
、
在
上
而
㊒
主
宰
者
亦
是
天
、
各
隨
他
所
說
。
今
既
曰
視
聽
、

理

如
何
會
視
聽
。（
陳
文
蔚
錄
）（『
語
類
』
卷
七
九
、
尙
書
二
、
泰
誓
。
一
七
卷

二
七
〇
二
頁
）

（
1（
）　

朱
熹
が
意
を
「
心
之
所
發
」（『
大
學

句
』
經
一

）、
志
を
「
心
之
所
之
」（『
論

語
集
㊟
』
爲
政
四

）
と
說
朙
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
見
解
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。

こ
の
場
合
の
「
心
」
と
は
、
何
よ
り
も
人
格
と
い
う

體
レ
ベ
ル
で
の
働
き
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
20
）　

例
え
ば
、
人
格
の
究
極
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
孔
子
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
言

わ
れ
る
。
孔
子
則
離
了
軀
殼
、不
知
那
箇
是
己
、那
箇
是
物
。
凢
學
、學
此
而
已
。（
鄭

南
升
錄
）（『
語
類
』
卷
二
九
、
論
語
十
一
、
公
冶
長
下
、
顏
淵
季
路
侍

。
一
五
卷

一
〇
七
二
頁
）

　
　
　

蓋
人
心
本
善
、
方
其
見
善
欲
爲
之
時
、
此
是
眞
心
發
見
之
端
。
然
纔
發
、
便
被
氣

稟
物
欲
隨

蔽
固
之
、不
敎
它
發
。（
輔
廣
錄
）（『
語
類
』卷
一
三
。
一
四
卷
三
九
四
頁
）

　
　
　

な
お
、
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
、
す
で
に
拙
論
「
朱
熹
哲
學
に
お
け
る
心
と
氣
の

れ
を
め
ぐ
る
問
題
」（『
白
山
中
國
學
』
二
〇
一
一
）
で
論
じ
た
。

（
14
）　

人
心
は
こ
の
身
に
欲

が
働
い
て
い
る
の
を
知
覺
し
て
い
る　

歬
揭
「
朱
熹
哲
學

に
お
け
る
心
と
氣
の

れ
を
め
ぐ
る
問
題
」
で
は
、「
人
心
は
こ
の
身
體
に
知
覺
が

あ
り
、欲

が
あ
る
こ
と
で
あ
り
」と
譯
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、今
回
朱
熹
が「
人

心
」
に
つ
い
て
發
言
し
て
い
る
箇
所
を
精
査
し
た
結
果
、
朱
熹
が
人
心
を
言
う
場
合

は
、
何
よ
り
も
欲

を
對
象
に
し
て
言
っ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
そ
こ
で
、

今
回
、
こ
の
よ
う
に
事
例
を
參
考
に
し
て
譯
を
訂
正
し
た
。

（
1（
）　

と
す
る
な
ら
ば
、
主
宰
は
、
惻
隱
が
き
ち
っ
と
働
い
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
成

立
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
羞
惡
、
辭
讓
に
お
い
て
も
同

の

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
朱
熹
が
頻
繁
に
、
何
よ
り
も
知
覺
の
成
立
を
通
じ

て
主
宰
の
成
立
を
語
っ
た
わ
け
は
、
一
つ
は
、
弟
子
と
の
問
答
に
お
い
て
は
、
修
養

論
的
必
要
が
問
わ
れ
る
場
面
が
多
く
、そ
の
意
味
か
ら
、何
よ
り
も
是
非
の
辨
別
（
深

い
知
覺
）
こ
そ
が
重
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
二
つ
は
、
朱
熹
は
惻
隱
・
羞
惡
・
辭
讓
・

是
非
を
初
動
の
惻
隱
に
始
ま
る
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
初
動
の
惻
隱
は
、
視
點
を

四
端
論
か
ら
知
覺
論
に
移
し
て
言
え
ば
、
知
覺
（
こ
の
場
合
、
淺
い
知
覺
）
に
他
な

ら
な
か
っ
た
（
歬
揭
「
朱
熹
哲
學
に
お
け
る
心
の

態

」）
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
16
）　

天
地
以
生
物
爲
心
、
而
所
生
之
物
、
因
各
得
夫
天
地
生
物
之
心
以
爲
心
、
所
以
人

皆
㊒
不
忍
人
之
心
也
。（『
孟
子
集
㊟
』
公
孫
丑
上
六

。
六
卷
二
八
八
頁
）

　
　
　

唯
天
下
至
誠
、
爲
能
盡
其
性
。
能
盡
其
性
、
則
能
盡
人
之
性
。
能
盡
人
之
性
、
則

能
盡
物
之
性
。
能
盡
物
之
性
、
則
可
以
贊
天
地
之
化

。
可
以
贊
天
地
之
化

、
則

可
以
與
天
地
參
矣
。（『
中
庸

句
』
二
十
二

。
六
卷
五
〇
頁
）。

　
　
　

夫
陰
陽
者
、
造
化
之
本
、
不
能
相
无
。
而
消
長
㊒
常
、
亦
非
人
所
能
損
益
也
。
然

陽
主
生
、陰
主
殺
、則
其
類
㊒
淑
慝
之
分
焉
。
故
聖
人
作
易
、（
中
略
）
至
其
消
長
之
際
、


