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一　
「
人
の
種
」
と
は
何
か

　

朱
子
學
的
な
理
氣
論
の
先
驅
的
批
判
者
と
し
て
知
ら
れ
る
王
廷
相
は
、
今
で
は

朙
代
中
朞
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

本
稿
が
目
ざ
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
王
廷
相
の
位
置
づ
け
に
關
連
し
て
、
い

く
つ
か
の
補
㊟
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
王
廷
相
の
著
作
の
一
部
に
對

す
る
新
た
な
讀
解
の
可
能
性
を
以
下
に
提
示
し
て
い
く
豫
定
で
あ
る
。
そ
の
過
程

で
は
、
王
廷
相
の
思
考
の
獨
自
性
を
、
從
來
と
は
異
な
る
系
譜
的
關
係
の
中
に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
第
一
步
と
し
て
、
ま
ず
は
、
彼
の

著
作
の
中
か
ら
、
次
の
よ
う
な
一
節
に
㊟
目
し
て
み
よ
う
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
天
地
の
閒
に
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て

氣
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
人
に
は
人
を
人
た
ら
し
め
る
べ

き
氣
が
具
わ
り
、
物
に
は
そ
の
物
を
そ
の
物
た
ら
し
め
る
べ
き
氣
が
具
わ
っ
て
い

く
。
そ
れ
は
、
人
に
は
人
の
種
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
物
そ
れ
ぞ
れ
に
は
物
そ
れ

ぞ
れ
の
種
と
い
う
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
五
金
（
金
銀
銅
鉛
鐵
）

に
は
五
金
そ
れ
ぞ
れ
の
種
が
あ
る
し
、
草
木
に
は
草
木
そ
れ
ぞ
れ
の
種
が
あ
る
。

種
は
そ
れ
ぞ
れ
に
充
足
し
て
い
て
、
他
の
種
を
侵
犯
す
る
こ
と
も
、
他
の
種
か
ら

何
か
を
借
り
受
け
る
必
要
も
な
い
の
だ
、
と
。

　

僕
嘗
謂
天
地
之
閒
、
無
非
氣
之
所
成
、
故
人
㊒
人
之
氣
、
物
㊒
物
之
氣
、
則
人

㊒
人
之
種
、
物
㊒
物
之
種
。
如
五
金
㊒
五
金
之
種
、
草
木
㊒
草
木
之
種
、
各
各
具

足
、
不
相
凌
犯
、
不
相
假
借
。（『
王
氏
家
藏
集
』
卷
三
十
七
「
答
顧
華
玉
雜
論
五
首
」

金
木
非
造
化
之
本
）

王
廷
相
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
や
そ
の
他
の
物

は
、
氣
の
造
化
作
用
を
通
じ
て
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
際
に
、
氣
の
造
化
作

用
は
、
人
と
そ
の
他
の
物
を
區
別
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
物
を
相
互
に
區
別
し

て
い
く
。
そ
れ
は
、
氣
の
造
化
作
用
が
、「
種
」
に

し
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
（
た
と
え
ば
、
五
金
や
草
木
の
よ
う
に
、
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
種
別
化
さ
れ
る
）。
そ
の

結
果
と
し
て
、
他
の
「
種
」
か
ら
は
區
別
さ
れ
た
、
同
「
種
」
の
恆
常
的
な
生
成

が
實
現
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

王
廷
相
は
、「
種
」
の
具
體
例
の
一
つ
に
、「
人
の
種
」
を
擧
げ
て
い
る
。「
人

の
種
」
と
い
う
表
現
は
、
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
文
脉
で
は
、
氣

が
未
分
化
の
狀
態
か
ら
、
所
定
の
分
化
を
遂
げ
た
狀
態
へ
と
展
開
す
る
際
に
、
そ

「
種
」
と
は
何
か

　
　

―

王
廷
相
・
朱
子
・
戴
震
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る
。
第
三
章
で
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
世
界
に

存
在
す
る
も
の
の
「
其
性
其
種
」（「
人
の
種
」
も
含
ま
れ
る
）
は
、
世
界
の
始
ま
り

に
先
行
し
て
、
す
で
に
完
備
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
點
に
關
連
し

て
論
ず
べ
き
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
議
論
は
後
に
回
し
、「
其

性
其
種
」
と
い
う
表
現
に
㊟
目
し
て
み
た
い
。「
其
性
其
種
」
と
は
、
何
を
指
し

て
い
る
の
か
。「
其
性
」
と
「
其
種
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、「
其

性
」
ま
た
は
「
其
種
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
つ
ま
り
、「
性
」
と
「
種
」
は
、

置
き
換
え
可
能
な
關
係
に
あ
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
も
ま
た
、

上
記
の
一
節
の
場
合
と
同
樣
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
點
に
關
す
る
判
斷
は
、
今
の
段
階
で
は
、
と
り
あ
え
ず
留
保
す
る
し
か
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
格
好
の
比
較
對
象
が
あ
る
。「
人
の
種
」
に
つ
い
て
の

言
及
は
、
あ
の
『
朱
子
語
類
』
の
中
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
は
、
こ

の
よ
う
に
「
人
の
種
（「
人
種
」）」
に
言
及
す
る（
１
）。

　

天
地
の
初
め
の
時
點
に
、
人
の
種
な
ど
ど
う
し
て
見
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

氣
が
蒸
さ
れ
て
、
そ
こ
に
二
人
の
人
が
作
り
だ
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
物

の
生
成
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
周
濂
溪
の
「
太
極
圖
說
」
で

も
、
ま
ず
「
乾
衟
は
男
を
成
し
、
坤
衟
は
女
を
成
す
」（『
易
經
』
繫
辭
上
傳
）
と
述

べ
て
か
ら
、
そ
の
後
で
「
萬
物
を
化
生
す
」
と
述
べ
て
い
く
の
だ
。
初
め
に
あ
の

二
人
が
い
な
か
っ
た
と
し
ら
、
ど
う
し
て
今
こ
の
よ
う
に
も
多
く
の
人
が
い
る
だ

ろ
う
か
。
あ
の
二
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
今
の
人
の
體
に
つ
く
シ
ラ
ミ
の
よ
う
な

も
の
で
、
自
然
に
變
化
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
。

　

天
地
之
初
、
如
何
討
箇
人
種
。
自
是
氣
蒸
結
兩
箇
人
後
、
方
生
許
多
萬
物
。
所

以
先
說
乾
衟
成
男
、
坤
衟
成
女
、
後
方
說
化
生
萬
物
。
當
初
若
無
那
兩
箇
人
、
如

今
如
何
㊒
許
多
人
。
那
兩
箇
人
便
如
而
今
人
身
上
蝨
、
是
自
然
變
化
出
來
。（『
朱

の
展
開
を
秩
序
づ
け
る
要
因
と
し
て
「
種
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
種
」
は
、
い
わ
ば
一
般
性
（
未
分
化
）
か
ら
特
殊
性
（
所
定
の
分
化
）
へ
の
展
開

を
媒
介
す
る
こ
と
で
、
氣
の
造
化
作
用
に
不
可
分
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
種
」
は
、
一
般
性
と
特
殊
性
の
雙
方
に
關
わ
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
い
ず

れ
か
に
單
純
に
回
收
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
種
」
の
性
格
は
、
朱

子
學
的
な
「
理
」（「
性
」）
の
用
語
法
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
上
記
の
一

節
に
し
て
も
、
朱
子
學
的
な
「
理
一
分
殊
」
の
圖
式
の
下
に
、
全
面
的
に
書
き
換

え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
別
樣
に
書
く
こ
と
を
選

ん
だ
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。「
理
」（「
性
」）
を
、
朱
子
學
的
な
用
語
と
し

て
忌
避
し
た
か
ら
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
は
別
の
意
圖
が
伴
わ
れ
て
い
た

の
か
。
上
記
の
一
節
か
ら
は
、
こ
の
點
に
つ
い
て
の
解
答
は
え
ら
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
上
記
の
一
節
は
、
王
廷
相
の
著
作
の
中
で
孤
立
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
同
趣
旨
の
文
章
が
他
に
複
數
書
か
れ
て
い
る
し
、
ほ
ぼ
同
內
容
の
文
章
す

ら
別
に
書
か
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
類
似
性
は
一
目
瞭
然
で

あ
る
。
參
照
し
て
み
よ
う
。

　

且
夫
天
地
之
閒
、
無
非
氣
之
所
爲
者
、
其
性
其
種
、
已
各
具
於
太
始
之
先
矣
。

金
㊒
金
之
種
、
木
㊒
木
之
種
、
人
㊒
人
之
種
、
物
㊒
物
之
種
、
各
各
完
具
、
不
相

假
借
。（『
王
氏
家
藏
集
』
卷
三
十
三
「
五
行
辯
」）

ほ
ぼ
同
內
容
と
は
言
え
、
二
つ
の
獨
立
し
た
文
章
で
あ
る
。
違
い
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
違
い
が
朙
ら
か
に
見
て
と
れ
る
の
は
、「
天
地
の
閒
に
あ
る
も
の

は
、
す
べ
て
氣
に
よ
っ
て
作
り
な
さ
れ
て
い
る
（
天
地
之
閒
、
無
非
氣
之
所
爲
者
）」

と
述
べ
た
後
に
續
く
、「
そ
れ
ら
の
性
や
種
は
、
大
い
な
る
始
め
に
お
い
て
、
す

で
に
そ
こ
に
具
わ
っ
て
い
る
（
其
性
其
種
、
已
各
具
於
太
始
之
先
矣
）」
の
部
分
で
あ



「
種
」
と
は
何
か

一
七
三

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
。
次
に
見
る
よ
う
に
、
朱
子
は
、
世
界
に
存
在
す
る

あ
ら
ゆ
る
物
の
再
生
產
は
、「
種
」
を
繼
承
す
る
こ
と
と
不
可
分
だ
と
考
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
種
」
は
、
世
界
に
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
物
が
存
在
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
存
在
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題

に
深
く
關
わ
っ
て
い
る（
３
）。
朱
子
の
用
語
法
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
、

當
然
に
「
理
」
と
「
氣
」
を
用
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

　

考
え
て
み
る
に
、
氣
は
、
凝
集
す
る
こ
と
で
、
物
を
作
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る

が
、
理
は
、
感
情
も
意
思
も
な
け
れ
ば
、
計
畫
す
る
こ
と
も
な
く
、
物
を
作
り
だ

す
こ
と
も
な
い
。
た
だ
し
、
氣
が
凝
集
す
れ
ば
、
理
は
そ
の
中
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、
天
地
の
閒
の
人
や
そ
の
他
の
物
、
草
木
や
禽
獸
は
、
そ
れ
が
生
ま
れ
る
際
に
、

種
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
種
が
な
い
の
に
い
き
な
り
あ
る
物
が
生
み
だ
さ

れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
氣
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
理
は
と
言
え
ば
、
淸
淨
で
何
も
な
い
ま
ま
に
廣
が
る
世
界
で
あ
っ
て
、

形
跡
も
な
く
、
物
を
作
り
だ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
に
對
し
、
氣
は
、
釀
造

し
、
凝
集
す
る
こ
と
で
、
物
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
氣
の

あ
る
と
こ
ろ
、
理
は
そ
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

蓋
氣
則
能
凝
結
造
作
、
理
却
無
情
意
、
無
計
度
、
無
造
作
。
只
此
氣
凝
聚
處
、

理
便
在
其
中
。
且
如
天
地
閒
人
物
草
木
禽
獸
、
其
生
也
、
莫
不
㊒
種
、
定
不
會
無

種
子
白
地
生
出
一
箇
物
事
、
這
箇
都
是
氣
。
若
理
、
則
只
是
箇
淨

空
闊
底
世
界
、

無
形
迹
、
他
却
不
會
造
作
、
氣
則
能
醞
釀
凝
聚
生
物
也
。
但
㊒
此
氣
、
則
理
便
在

其
中
。（
同
卷
一―

13
條
）

正
確
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
朱
子
の
發
言
は
、「
理
」
と
「
氣
」
を
用
い
て
「
種
」

子
語
類
』
卷
九
十
四―

70
條
）

「
人
の
種
」
は
、
最
初
に
生
ま
れ
た
人
で
あ
る
、
一
對
の
男
女
に
起
源
す
る
。
し

た
が
っ
て
、「
人
の
種
」
は
、
最
初
に
生
ま
れ
た
人
よ
り
歬
に
は
さ
か
の
ぼ
れ
な

い
し
、
後
に
生
ま
れ
た
人
々
は
、
最
初
に
生
ま
れ
た
人
に
起
源
す
る
「
人
の
種
」

の
繼
承
者
た
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
に
生
ま
れ
た
人
だ
け
は
、「
人
の
種
」

の
繼
承
者
と
し
て
生
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
朱
子
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
、
い
ま

だ
「
人
の
種
」
の
な
い
世
界
に
、
あ
る
日
忽
然
と
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
（
シ
ラ
ミ

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）。

　

同
じ
卷
の
次
の
條
で
は
、
こ
の
よ
う
な
人
の
二
類
型
（
最
初
に
生
ま
れ
た
人
と

「
人
の
種
」
の
繼
承
者
た
ち
）
を
實
現
し
た
氣
の
造
化
作
用
が
、
や
は
り
、
二
つ
に

類
型
化
さ
れ
て
說
朙
さ
れ
る
。

　

氣
化
と
は
、
世
界
の
初
め
、
人
の
種
が
存
在
し
な
か
っ
た
頃
に
、
人
が
自
然
に

生
ま
れ
で
て
き
た
こ
と
を
言
う
。
形
生
と
は
、
こ
の
一
人
が
生
ま
れ
で
た
後
、
絕

え
る
こ
と
な
く
人
々
が
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
言
う
。

　

氣
化
、
是
當
初
一
箇
人
無
種
後
、
自
生
出
來
底
。
形
生
、
却
是
㊒
此
一
箇
人
後
、

乃
生
生
不
窮
底
。（
同
卷
九
十
四―

71
條
）

こ
の
條
で
は
、「
人
の
種
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
世
界
に
最
初
に
生
ま
れ
た
の
は
、

一
對
の
男
女
で
は
な
い
。
一
人
の
人
で
あ
る
。
最
初
の
人
は
、
よ
り
抽
象
化
さ
れ

て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
人
が
世
界
に
生
ま
れ
る
過
程
が
「
氣
化
」
と
稱

さ
れ
、
そ
の
後
、「
人
の
種
」
の
繼
承
を
通
じ
て
、
人
が
恆
常
的
に
再
生
產
さ
れ

て
い
く
過
程
が
「
形
生
」
で
あ
る
と
さ
れ
る（
２
）。

　

そ
れ
で
は
、「
種
」
の
繼
承
は
、
人
だ
け
の
特
權
と
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
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の
「
種
」
が
言
わ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は
具
體
的
な
「
タ
ネ
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
點
を
考
慮
す
れ
ば
、『
朱

子
語
類
』
に
頻
出
す
る
、
比
喩
と
し
て
の
「
種
（
タ
ネ
）」
の
用
例
を
、
生
物
の

「
種
」
ま
た
は
「
理
」「
氣
」
と
の
關
連
性
に
着
目
し
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
に
は

十
分
な
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、
次

の
よ
う
な
成
果
が
朞
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
點
目
と
し
て
は
、
朱
子
の
用
語

法
に
お
い
て
は
、「
タ
ネ
」
か
ら
生
物
の
「
種
」
に
至
る
ま
で
の
範
圍
で
、「
種
」

は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
義
性
の
特
徵
が
、「
理
」「
氣
」
と
の
關
連

の
下
に
朙
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
。
二
點
目
と
し
て
は
、「
種
」
の
多
義
性
が
視
野

に
入
る
こ
と
に
よ
り
、
生
物
の
「
種
」
に
關
す
る
朱
子
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
、

そ
の
特
徵
を
よ
り
正
確
に
把
握
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
。

　

次
の
章
で
は
、
さ
っ
そ
く
『
朱
子
語
類
』
を
對
象
に
、
比
喩
と
し
て
の
「
種
」

の
用
例
分
析
に
と
り
く
ん
で
み
る
。
朱
子
に
特
㊒
な
用
語
法
の
下
で
、「
種
」
に

は
ど
の
よ
う
な
役
割
が
與
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
朙
ら
か
に
し
て

み
た
い
。
そ
の
上
で
、
第
三
章
で
は
、
朱
子
を
參
照
枠
と
し
つ
つ
、
王
廷
相
の

「
種
」
に
關
わ
る
議
論
の
獨
自
性
を
あ
ら
た
め
て
檢
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

二　

比
喩
と
し
て
の
「
種
」―

朱
子

　

ま
ず
は
、『
朱
子
語
類
』
か
ら
次
の
一
節
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

天
地
も
元
は
た
だ
一
つ
の
氣
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
陰
と
陽
に
分
か
れ
る
。
陰
と

陽
の
二
氣
が
感
應
す
る
こ
と
で
、
萬
物
が
生
成
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
事
物
は
す
べ

て
、
對
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
天
は
、
地
と
對
に
な
り
、
生
は
、
死
と

對
に
な
る
。
語
と
默
、
動
と
靜
に
つ
い
て
も
そ
う
だ
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種

を
論
じ
る
と
い
う
よ
り
は
、「
種
」
に
言
及
す
る
こ
と
で
、「
理
」
と
「
氣
」
の

關
係
を
朙
示
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
重
要
な
點
は
、

「
種
」
が
「
理
」
と
「
氣
」
と
關
係
づ
け
ら
れ
、
そ
の
關
係
性
の
下
に
世
界
內
に

特
定
の
位
置
を
與
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
位
置
づ
け
は
、
こ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
は
、
た
だ
し
、
人
以
外
の
物
の

具
體
例
が
草
木
や
禽
獸
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
よ
り
正
確
に
は
、
世
界
に
存

在
す
る
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
、
人
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
種
」
を
繼
承
し
て
生

ま
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
世
代
閒
の
「
種
」
の
繼
承
は
、
氣
の
働
き
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
氣
の
働
き
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
理
が
そ
こ
に
伴
わ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
種
」
の
繼
承
は
、
氣
の
造
化
作
用
に
よ
っ
て
實
現
さ
れ

て
い
く
が
、「
種
」
の
繼
承
の
恆
常
性
を
擔
保
し
て
い
る
の
は
理
で
あ
る

　

い
っ
た
ん
世
界
に
生
み
だ
さ
れ
た
「
種
」
は
、「
人
の
種
」
も
、
他
の
生
物
の

「
種
」
も
恆
常
的
に
繼
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
繼
承
さ
れ
て
い

く
「
種
」
が
位
置
す
る
の
は
、
氣
の
働
き
と
理
の
支
え
が
つ
ね
に
相

す
る
こ
と

が
歬
提
と
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
お
い
て
、「
種
」
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
こ
の
問
題
に
さ
ら
に
立
ち
入
る
た
め
に
は
、「
種
」
の

繼
承
を
實
現
し
、
ま
た
、
保
證
す
る
氣
と
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
檢
討

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
種
」
は
、
單
純
に
氣
的
で
も
な
け
れ
ば
、
理
的
で

も
な
い
。
朱
子
の
場
合
も
、「
種
」
の
性
格
づ
け
は

單
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
朱
子
が
「
人
の
種
」
や
、
他
の
生
物
の
「
種
」
に
言
及
し
て
い
る
箇

所
は
、『
朱
子
語
類
』
の
中
で
も
上
記
の
三
例
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
朱

子
語
類
』
の
中
に
、「
人
の
種
」
も
含
ん
だ
生
物
の
「
種
」
に
關
す
る
朱
子
の
考

え
方
を
、
こ
れ
以
上
直
接
的
に
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
ま
っ
た
く
方

法
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。『
朱
子
語
類
』
の
中
で
、「
種
（
タ
ネ
）」
を
比
喩
的

に
用
い
る
例
は
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
朱
子
に
お
い
て
は
、
生
物



「
種
」
と
は
何
か

一
七
五

た
た
め
に
、
こ
こ
で
は
「
種
」
と
い
う
措
辭
が
選
ば
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

別
の
例
も
見
て
み
よ
う
。

　

こ
の
理
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
も
の
ご
と
が
あ
る
。
草
木
に
も
、
種
子
が
㊒

る
か
ら
こ
そ
、
草
木
が
生
え
で
て
く
る
よ
う
な
も
の
だ
。
人
で
も
、
こ
の
こ
と
を

し
よ
う
と
す
る
心
が
㊒
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
こ
と
を
な
し
と
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
心
が
な
く
て
、
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
が
な
し
と
げ
ら
れ
よ
う
か
。

　

㊒
是
理
、
方
㊒
這
物
事
。
如
草
木
㊒
箇
種
子
、
方
生
出
草
木
。
如
人
㊒
此
心
去

做
這
事
、
方
始
成
這
事
。
若
無
此
心
、
如
何
會
成
這
事
。（
卷
十
三―

84
條
）

こ
こ
で
㊟
目
さ
れ
る
の
は
、
草
木
の
種
子
が
、
比
喩
と
し
て
二
重
に
機
能
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
の
喩
え
で
あ
る
と
同
時
に
、
心
の
喩
え
に
も
な
っ

て
い
る
。
特
殊
性
レ
ベ
ル
で
の
理
が
根
據
と
な
っ
て
、
個
別
の
物
や
事
は
、
そ
の

よ
う
な
物
や
事
と
し
て
存
立
す
る
。
そ
の
意
味
で
の
理
が
、
ま
ず
、
草
木
を
生
み

だ
す
種
子
に
よ
っ
て
喩
え
ら
れ
る
。
次
い
で
、
そ
の
種
子
は
、
何
事
か
を
實
現
し

よ
う
と
す
る
際
の
、
心
の
働
き
の
比
喩
に
も
轉
用
さ
れ
て
い
く
。
比
喩
と
し
て
の

種
子
を
通
じ
て
、
理
と
心
が
閒
接
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
は
、
偶
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
心
こ
そ
が
、
性
と
し
て
の
理
が
宿
る
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

心
と
性
の
關
係
が
議
論
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
穀
種
」
の
喩
え
も
用
い
ら
れ
る
。

　

叔
器
（
胡
安
之
）「
先
生
か
ら
は
、『
動
く
と
こ
ろ
が
心
で
あ
り
、
動
く
こ
と
は

性
で
あ
る
』
と
敎
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
が
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
定
義

の
ポ
イ
ン
ト
は
、『
と
こ
ろ
』
と
『
こ
と
』
の
違
い
に
あ
り
ま
す
。
喩
え
る
な
ら
、

穀
物
の
種
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
生
え
る
と
こ
ろ
が
穀
物
の
種
で
あ
り
、
生
え
る

こ
と
は
種
の
中
に
あ
る
何
も
の
か
に
よ
っ
て
な
の
で
す
。」
朱
子
「
穀
物
の
種
で

が
も
と
も
と
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

天
地
只
是
一
氣
、
便
自
分
陰
陽
、
緣
㊒
陰
陽
二
氣
相
感
、
化
生
萬
物
、
故
事

物
未
嘗
無
對
。
天
便
對
地
、
生
便
對
死
、
語
默
動
靜
皆
然
、
以
其
種
如
此
故
也
。

（
卷
五
十
三―
43
條
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
一
氣
が
陰
陽
二
氣

に
展
開
し
、
そ
の
陰
陽
二
氣
の
感
應
か
ら
萬
物
は
生
成
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
あ
ら

ゆ
る
物
（
正
確
に
は
、
事
も
含
む
）
は
、
陰
陽
の
對
關
係
に
準
じ
た
一
定
の
對
關
係

の
下
に
、
一
對
の
一
方
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
。「
そ

れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
が
も
と
も
と
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
」
で
あ
る
。

「
も
と
も
と
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
種
」
と
は
、
一

體
何
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
對
の
具
體
例
（
天
地
・
生
死
・
語

默
・
動
靜
）
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
生
物
の
「
種
」
で
は
な
い
。

氣
の
造
化
作
用
が
萬
物
を
生
み
だ
す
過
程
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
が
大
小
さ
ま
ざ
ま

の
對
關
係
の
下
に
お
か
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
氣
が
働
く
と
し
た
ら
、
當
然
、

そ
こ
に
は
理
が
相

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
理
に
代
わ

っ
て
、「
種
」
が
語
ら
れ
る
。「
種
」
は
、
こ
こ
で
は
理
と
同
義
な
の
だ
ろ
う
か
。

朱
子
の
眞
意
は
測
り
が
た
い
。

　

あ
る
い
は
、「
種
」
を
理
に
代
え
た
こ
と
に
は
、
特
別
な
意
圖
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
物
の
「
種
」
の
繼
承
は
、
氣
の
働
き
と

理
の
支
え
が
つ
ね
に
相

す
る
こ
と
が
歬
提
と
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
同
樣
に
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
對
關
係
の
「
種
」

も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
對
關
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
こ
ん
で
い
く
氣
の
働

き
と
、
そ
れ
に
つ
ね
に
相

す
る
理
の
支
え
が
歬
提
と
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
世

界
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
生
物
の
「
種
」
の
繼
承
を
モ
デ
ル
と
し
て
意
識
し
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い
が
性
に
、
服
用
後
に
現
れ
る
症
狀
が
情
に
、
そ
れ
ぞ
れ
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
二
つ
の
比
喩
を
結
び
つ
け
る
な
ら
、
心
と
性
の
關
係
に
つ
い
て
朱
子
が
述
べ

て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
心
は
、
喩
え
て
言
え
ば
、
總
體
と
し

て
の
「
穀
種
」
や
藥
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
こ
に
生
み
だ
さ
れ
る
發
芽
力
や
藥
效

の
起
動
す
る
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
、
性
は
、
種
別
化
さ
れ
た
發
芽
力
や
藥
效

の
い
わ
ば
根
據
と
な
る
差
異
性
で
あ
る
。
性
は
、
こ
こ
で
は
、
具
體
例
に

し
て
、

個
々
の
特
殊
性
が
强
調
さ
れ
て
い
る
。

　

心
と
性
の
關
係
を
論
じ
る
際
に
、「
穀
種
」
と
藥
の
喩
え
を
倂
用
す
る
例
は
、

他
に
も
あ
る
。

　

心
と
性
を
穀
物
の
種
で
喩
え
る
と
し
た
ら
、
全
體
を
包
み
こ
ん
で
い
る
も
の
が

心
で
あ
り
、
も
ち
米
の
種
が
あ
っ
た
り
、
う
る
ち
米
の
種
が
あ
る
よ
う
に
、
種
の

違
い
に
應
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
現
わ
す
の
が
性
と
い
う
も
の
だ
。
心
は
出

現
の
場
で
あ
り
、
た
だ
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
藥
を
服
用
す
る
こ
と
を

例
に
、
喩
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
服
用
し
た
結
果
、
病
が
回
復
に
向
か
う
の

は
、
藥
の
力
で
あ
り
、
溫
・
涼
な
ど
の
作
用
を
ひ
き
お
こ
す
の
が
藥
性
で
あ
り
、

服
用
後
に
溫
證
や
涼
證
が
現
れ
る
の
が
、
情
に
相
當
す
る
。

　

心
性
以
穀
種
論
、
則
包
裹
底
是
心
、
㊒
秫
種
、
㊒
粳
種
、
隨
那
種
發
出
不
同
、

這
便
是
性
。
心
是
箇
發
出
底
、
他
只
會
生
。
又
如
服
藥
、
喫
了
會
治
病
、
此
是

藥
力
、
或
溫
、
或
涼
、
便
是
藥
性
。
至
於
喫
了
㊒
溫
證
、
㊒
涼
證
、
這
便
是
情
。

（
卷
九
十
五―

88
條
）

「
穀
種
」
と
藥
を
用
い
て
の
喩
え
方
に
は
、
先
ほ
ど
の
引
用
と
ほ
と
ん
ど
違
い
は

な
い（
４
）。
あ
え
て
違
い
を
見
つ
け
る
と
し
た
ら
、「
タ
ネ
」
の
違
い
（
も
ち
米
と
う
る

ち
米
の
よ
う
な
）
が
、
性
を
通
じ
て
の
種
別
化
に
直
結
す
る
こ
と
が
、
よ
り
端
的

喩
え
る
と
し
た
ら
、
穀
物
の
種
が
心
で
あ
り
、
そ
れ
が
粟
だ
っ
た
り
、
豆
だ
っ
た

り
、
米
だ
っ
た
り
、
も
ち
米
だ
っ
た
り
し
て
い
く
の
が
性
だ
。（
邵
）
康
節
の
言

う
『
心
は
、
性
の
郛
郭
（
圍
い
）
で
あ
る
』（「
伊
川
擊
壤
集
序
」）
と
は
、
そ
の
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
包
み
こ
ん
で
い
る
も
の
が
心
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
違

い
を
現
わ
す
の
が
性
だ
。
心
は
そ
れ
自
體
が
あ
れ
こ
れ
考
え
る
の
で
は
な
い
。
た

だ
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
藥
を
服
用
す
る
こ
と
を
例
に
、
喩
え
て
み
る

こ
と
も
で
き
る
。
服
用
し
た
結
果
、
病
が
回
復
に
向
か
う
の
は
、
藥
の
力
で
あ
り
、

涼
・
寒
・
熱
な
ど
の
作
用
を
ひ
き
お
こ
す
の
が
藥
性
で
あ
り
、
服
用
後
に
寒
證
や

熱
證
が
現
れ
る
の
が
、
情
に
相
當
す
る
。

　

叔
器
問
「
先
生
見
敎
、
謂
動
處
是
心
、
動
底
是
性
。
竊
推
此
二
句
只
在
底
、
處

兩
字
上
。
如
穀
種
然
、
生
處
便
是
穀
、
生
底
却
是
那
裏
面
些
子
。」
曰
「
若
以
穀

譬
之
、
穀
便
是
心
、
那
爲
粟
、
爲
菽
、
爲
禾
、
爲
稻
底
、
便
是
性
。
康
節
所
謂
心

者
、
性
之
郛
郭
是
也
。
包
裹
底
是
心
、
發
出
不
同
底
是
性
。
心
是
箇
沒
思
量
底
、

只
會
生
。
又
如
喫
藥
、
喫
得
會
治
病
是
藥
力
、
或
涼
、
或
寒
、
或
熱
、
便
是
藥
性
。

至
於
喫
了
㊒
寒
證
、
㊒
熱
證
、
便
是
情
。」（
卷
五―
64
條
）

門
人
の
質
問
に
觸
發
さ
れ
て
、
朱
子
は
、
ま
ず
「
穀
種
」
を
喩
え
に
、
心
と
性
の

關
係
を
論
じ
る
。
心
は
、
總
體
と
し
て
の
「
穀
種
」
に
相
當
す
る
。
そ
の
意
味
で
、

そ
れ
は
圍
む
も
の
で
あ
り
、
包
み
こ
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
自
ら
考
え

る
こ
と
な
く
、
何
か
を
生
み
だ
す
も
の
で
も
あ
る
。
一
方
で
、
性
は
、
心
に
よ
っ

て
圍
い
こ
ま
れ
、
包
み
こ
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
心
が
生
み
だ
す
何

か
に
違
い
を
與
え
る
の
が
、
こ
の
性
で
あ
る
。
性
の
そ
の
よ
う
な
機
能
は
、「
穀

種
」
の
違
い
に
應
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
穀
物
が
生
育
し
て
い
く
こ
と
に
喩
え
ら
れ

る
。
朱
子
の
喩
え
は
、
さ
ら
に
續
く
。
新
た
に
も
ち
だ
さ
れ
る
の
は
、「
藥
」
の

比
喩
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
治
癒
效
果
を
も
た
ら
す
藥
の
力
が
心
に
、
藥
效
の
違



「
種
」
と
は
何
か

一
七
七

こ
こ
で
は
、
程
伊
川
の
發
言
を
引
い
た
後
、「
穀
種
」
で
喩
え
ら
れ
る
人
の
心
の

あ
り
方
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
あ
り
方
の
原
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
コ
メ

ン
ト
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
心
の
あ
り
方
の
變
奏
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
あ
り
方

は
類
推
可
能
な
の
で
あ
る
。
心
そ
の
も
の
、
そ
の
中
に
あ
る
性
、
心
に
お
け
る
性

の
現
れ
で
あ
る
情
、
こ
の
三
位
一
體
の
關
係
が
、
心
の
あ
り
方
の
基
本
で
あ
る
。

心
を
物
と
置
き
換
え
、
性
や
情
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
理
や
働
き
と
置
き
換
え

て
い
け
ば
、
三
位
一
體
の
關
係
は
あ
ら
ゆ
る
物
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
こ
の
三
位
一
體
の
關
係
は
、
氣
の
干
涉
と
も
無
緣
で
は
な

い
。
人
の
心
の
あ
り
方
が
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
あ
り
方
の
原
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
は
、
そ
れ
が
氣
の
干
涉
と
の
關
わ
り
で
、
よ
り
理
想
に
近
い
狀
態
を
保
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
の
心
の
あ
り
方
が
、
あ
ら
ゆ
る
物

の
あ
り
方
の
原
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
人
の
心
の
あ
り
方
の
比

喩
で
あ
る
「
穀
種
」
も
ま
た
、
潛
在
的
に
は
、
比
喩
の
㊜
用
範
圍
を
あ
ら
ゆ
る
物

に
ま
で
擴
張
し
た
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
比
喩
と
し
て
の
「
穀
種
」
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
單
な
る
タ
ネ
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
抽
象
的
な
意
味
を
も
ち
う

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

穀
物
の
種
、
桃
の
仁た
ね

、
杏
の
仁た
ね

な
ど
は
、
種
を
ま
け
ば
生
え
て
く
る
。
死
物
で

は
な
い
。
だ
か
ら
、
仁
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
だ
。
そ
こ
に
共
通
に
見
ら
れ
る
の
は

生
意
（
生
へ
の
志
向
）
と
い
う
も
の
だ
。

　

如
穀
種
、
桃
仁
、
杏
仁
之
類
、
種
着
便
生
、
不
是
死
物
、
所
以
名
之
曰
仁
、
見

得
都
是
生
意
。（
卷
六―

80
條
）

「
穀
種
」
は
、
桃
の
仁た
ね

、
杏
の
仁た
ね

と
と
も
に
、
德
と
し
て
の
仁
に
結
び
つ
け
ら
れ

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。

　

心
と
性
（
さ
ら
に
情
）
の
關
係
に
、「
穀
種
」
の
比
喩
を
用
い
た
の
は
、
實
は
朱

子
が
初
め
て
で
は
な
い
。
仁
に
つ
い
て
、
穀
物
の
種
が
陽
氣
の
よ
い
頃
に
發
芽
す

る
こ
と
に
喩
え
た
相
手
に
對
し
、
程
伊
川
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　

陽
氣
の
よ
い
頃
に
芽
を
出
す
の
は
、
情
で
あ
る
。
心
こ
そ
が
、
喩
え
て
み
る
な

ら
、
穀
物
の
種
の
よ
う
な
も
の
で
、
種
を
生
え
さ
せ
る
性
が
、
仁
で
あ
る
。

　

陽
氣
發
處
、
却
是
情
也
。
心
譬
如
穀
種
、
生
之
性
、
便
是
仁
也
。（『
程
氏
遺
書
』

卷
十
八
）

こ
の
發
言
は
、『
近
思
錄
』
卷
一
に
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
と
り

あ
げ
ら
れ
る
順
番
は
、
心
・
性
（
仁
）・
情
の
よ
う
に
變
更
さ
れ
て
い
る
。

　

心
譬
如
穀
種
、
生
之
性
、
便
是
仁
、
陽
氣
發
處
、
乃
情
也
。

こ
の
『
近
思
錄
』
卷
一
收
錄
の
文
面
を
念
頭
に
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
朱

子
の
次
の
發
言
で
あ
る
。

　

心
・
性
・
情
の
違
い
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
た
。
朱
子
「
程
子
（
伊
川
）
は
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。『
心
は
、
喩
え
て
み
る
な
ら
、
穀
物
の
種
の
よ
う
な
も
の
で
、

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
種
を
生
え
さ
せ
る
理
が
性
で
あ
る
。
陽
氣
の
よ
い
頃
に
芽
を

出
し
て
く
る
の
が
、
情
で
あ
る
。』
こ
れ
を
推
し
及
ぼ
し
て
い
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る

物
に
つ
い
て
當
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。」

　

問
心
性
情
之
辯
。
曰
「
程
子
云
、
心
譬
如
穀
種
、
其
中
具
生
之
理
是
性
、
陽
氣

發
生
處
是
情
。
推
而
論
之
、
物
物
皆
然
。」（
卷
五―

78
條
）
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じ
て
、
德
と
し
て
の
仁
義
禮
智
ま
で
を
含
ん
だ
、「
生
意
」
の
普
遍
性
を
强
調
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
生
意
」
の
象
徵
で
あ
る
「
穀
種
」
に
つ
い
て
は
、
一
粒
の
種
に
始
ま
る
成
長

サ
イ
ク
ル
が
語
ら
れ
る
場
合
の
ほ
か
に
、
一
粒
の
種
に
始
ま
る
そ
の
增
殖
の
過
程

が
語
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
の
理
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
い
き
わ
た
っ
て
い
る
。
一
粒
の
粟
の
種
は
、
苗

と
な
り
、
苗
か
ら
芲
を
さ
か
せ
る
よ
う
に
な
り
、
芲
が
實
を
結
ん
で
粟
と
な
り
、

も
と
も
と
の
種
の
形
に
回
歸
す
る
。
一
本
の
穗
に
は
百
粒
の
實
が
な
り
、
そ
の
實

の
一
つ
一
つ
は
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
百
粒
を
さ
ら
に
植
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
の
粒
ご
と
に
百
粒
が
實
る
だ
ろ
う
。
こ
の
生
育
の
サ
イ
ク
ル
は
終
わ
る
こ
と
が

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
初
め
は
、
一
粒
の
種
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
と
同
樣

に
、
あ
ら
ゆ
る
物
に
は
、
理
が
具
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
も
、
も
と
も
と
は
一

つ
の
理
に
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　

此
理
處
處
皆
渾
淪
、
如
一
粒
粟
生
爲
苗
、
苗
便
生
芲
、
芲
便
結
實
、
又
成
粟
、

還
復
本
形
。
一
穗
㊒
百
粒
、
每
粒
箇
箇
完
全
、
又
將
這
百
粒
去
種
、
又
各
成
百
粒
。

生
生
只
管
不
已
、
初
閒
只
是
這
一
粒
分
去
。
物
物
各
㊒
理
、
總
是
一
箇
理
。（
卷

九
十
四―

37
條
）

こ
こ
で
は
、「
生
意
」
の
象
徵
で
あ
る
「
穀
種
」
は
、
一
粒
の
種
か
ら
無
限
に
增

殖
し
て
い
く
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
一
か
ら
無
限
へ
の
增
殖
の
イ
メ
ー
ジ

が
、
理
一
分
殊
の
比
喩
と
し
て
轉
用
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
『
朱
子
語
類
』
に
記
錄
さ
れ
た
朱
子
の
發
言
の
中
に
、
比
喩
ま
た
は
象
徵
と
し

て
用
い
ら
れ
た
「
種
」
の
用
法
を
探
る
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
に
し
よ
う
。
特
徵
的
、

あ
る
い
は
、
典
型
的
と
思
わ
れ
る
事
例
は
す
で
に
出
つ
く
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

る
。
兩
者
の
閒
に
は
、「
生
意
」
が
共
㊒
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
「
生
意
」
は
、
單
に
、「
種
を
ま
け
ば
生
え
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
德
と
し
て
の
仁
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
す
で
に
十
分
に
抽

象
的
で
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
脉
の
中
で
は
、「
穀
種
」
と
い
う

表
現
を
め
ぐ
っ
て
も
、
次
の
よ
う
な
變
化
が
生
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
「
穀
種
」
は
、
こ
こ
で
は
何
も
の
も
喩
え
て
い
な
い
。
他
の
何
も
の
か
を
喩
え

る
の
で
は
な
く
、「
穀
種
」
は
、
自
ら
の
內
に
あ
る
も
の
（「
生
意
」）
を
代
表
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、「
穀
種
」
は
、
こ
こ
で
は
「
生
意
」
の
象
徵
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
生
意
」
の
象
徵
と
さ
れ
る
「
穀
種
」
は
、
季
節
の
變
化
に
呼
應
し
て
成
長
し

て
い
く
。
そ
の
成
長
サ
イ
ク
ル
が
㊟
目
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
言
及
さ

れ
て
い
く
。

　

生
意
に
つ
い
て
、
穀
物
の
種
で
喩
え
る
な
ら
、
一
粒
の
種
が
、
春
に
は
發
芽
し
、

夏
に
は
苗
と
な
り
、
秋
に
は
實
を
結
び
、
冬
に
は
收
穫
、
貯
藏
さ
れ
る
。
穀
物
の

種
の
生
意
は
、
成
長
の
過
程
を
通
じ
て
そ
の
中
に
維
持
さ
れ
續
け
て
い
る
。
穀
物

の
種
の
一
つ
一
つ
に
、
生
意
と
い
う
も
の
が
宿
っ
て
い
て
、
種
を
ま
け
ば
生
え
て

く
る
。
仁
義
禮
智
も
ま
た
同
じ
こ
と
な
の
だ
。

　

以
穀
種
譬
之
、
一
粒
穀
、
春
則
發
生
、
夏
則
成
苗
、
秋
則
結
實
、
冬
則
收
藏
、

生
意
依
舊
包
在
裏
面
。
每
箇
穀
子
裏
、
㊒
一
箇
生
意
藏
在
裏
面
、
種
而
後
生
也
。

仁
義
禮
智
亦
然
。（
卷
二
十―

91
條
）

「
生
意
に
つ
い
て
、
穀
物
の
種
で
喩
え
る
」
と
は
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
は
、「
生
意
」
は
「
穀
種
」
で
喩
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
實
際
に
行
わ

れ
る
の
は
、「
生
意
」
の
象
徵
で
あ
る
「
穀
種
」
の
成
長
サ
イ
ク
ル
の
描
寫
を
通



「
種
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は
何
か

一
七
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金
㊒
金
之
種
、
木
㊒
木
之
種
、
人
㊒
人
之
種
、
物
㊒
物
之
種
、
各
各
完
具
、
不
相

假
借
。（『
王
氏
家
藏
集
』
卷
三
十
三
「
五
行
辯
」）

第
一
章
で
も
見
た
よ
う
に
、
王
廷
相
は
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
を

生
み
だ
す
氣
の
造
化
作
用
は
、
物
そ
れ
ぞ
れ
の
「
種
」
に

し
て
行
わ
れ
る
、
と

考
え
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
物
は
、
あ
ら
か
じ
め
種
別
化
さ
れ
て
生
み
だ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
「
種
」
に
關
し
て
、
こ
の
一
節
で
は
、「
そ
れ
ら
の
性
や
種
は
、

大
い
な
る
始
め
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
こ
に
具
わ
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
王
廷

相
は
こ
こ
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。「
種
」
の
起
源
を
ど
こ
に
位
置
づ

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
第
一
章
で
は
先
送
り
し
た
こ
の
問
題
を
、
こ
の
章
で

は
檢
討
し
て
い
き
た
い
。

　
「
種
」
の
起
源
の
問
題
に
つ
い
て
、
王
廷
相
は
こ
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

　

太
虛
の
氣
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
陰
陽
が
生
じ
、
陰
陽
が
生
じ
た
と
き
に
、
萬
物

の
種
は
本
源
に
お
い
て
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
。
氣
の
美
惡
や
大
小
に
應
じ
て
、

造
化
作
用
は
行
わ
れ
て
い
く
。
天
と
い
え
ど
も
そ
の
一
環
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
陰
陽
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
、
一
た
び
變
化
し
て
五
行
の
水
や
火
と
な
り
、

再
度
變
化
し
て
、
五
行
の
土
と
な
る
。
萬
物
は
、
そ
れ
ら
に
依
存
し
て
生
ま
れ
て

く
る
。
た
だ
し
、
そ
の
種
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
氣
の
根
源
（
元
氣
）
に

お
い
て
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
氣
の
造
化
作
用
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ

た
水
火
や
土
が
左
右
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

㊒
太
虛
之
氣
、
則
㊒
陰
陽
、
㊒
陰
陽
、
則
萬
物
之
種
一
本
皆
具
。
隨
氣
之
美
惡

大
小
而
受
化
、
雖
天
之
所
得
亦
然
也
。
陰
陽
之
精
、
一
化
而
爲
水
火
、
再
化
而
爲

土
、
萬
物
莫
不
籍
以
生
之
、
而
其
種
則
本
於
元
氣
之
固
㊒
、
非
水
火
土
所
得
而
專

也
。（『
愼
言
』
卷
之
一
「
衟
體
篇
」）

れ
で
は
、
こ
の
章
で
行
っ
て
き
た
「
種
」
の
用
例
分
析
を
通
じ
て
朙
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
は
何
か
。
整
理
し
て
み
よ
う
。
一
つ
は
、
章
の
冐
頭
に
引
用
し
た
卷
五
十

三―
43
條
を
例
外
と
し
て
、
生
物
の
「
種
」
に
多
少
な
り
と
關
連
す
る
と
思
わ
れ

る
事
例
は
他
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
生
物
の
「
種
」
に
關
す

る
朱
子
の
考
え
方
も
、
彼
が
直
接
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
に
探
る
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
心
か
ら
「
生
意
」
を
經
由
し
て
理
一
分
殊

に
至
る
ま
で
の
範
圍
で
、「
種
」
が
現
わ
す
意
味
は
、「
理
」
と
「
氣
」
の
閒
、
一

般
性
と
特
殊
性
の
閒
で
搖
れ
動
い
て
い
る
こ
と
。
こ
の
點
は
、
當
然
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
種
」
が
活
用
さ
れ
る
場
を
大
枠
で
規
制
し
て
い
る
朱
子

理
氣
說
自
體
が
、
一
般
性
と
特
殊
性
の
閒
で
の
、
切
れ
目
の
な
い
「
理
」「
氣
」

の
相

を
原
則
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

朱
子
の
用
語
法
に
お
け
る
「
種
」
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
、
一
應
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
次
は
、
王
廷
相
の
「
種
」
に
關
わ
る
議
論
の
特
異
性
に
向
き
あ
う

番
で
あ
る
。三　

「
種
」
の
起
源―

王
廷
相

　

ま
ず
は
、
第
一
章
で
も
引
用
し
た
次
の
一
節
を
、
再
度
揭
げ
て
み
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
天
地
の
閒
に
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
氣
に
よ
っ
て
作
り
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
性
や
種
は
、
大
い
な
る
始
め
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
こ
に
具
わ
っ

て
い
る
。
五
行
の
金
や
木
に
は
、
金
に
は
金
の
種
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
木
に
は

木
の
種
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
に
も
人
の
種
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
物
そ
れ
ぞ

れ
に
も
物
そ
れ
ぞ
れ
の
種
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
種
は
そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
に
充
足

し
て
い
て
、
他
の
種
か
ら
何
か
を
借
り
受
け
る
必
要
も
な
い
。

　

且
夫
天
地
之
閒
、
無
非
氣
之
所
爲
者
、
其
性
其
種
、
已
各
具
於
太
始
之
先
矣
。
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愚
嘗
謂
天
地
水
火
萬
物
皆
從
元
氣
而
化
、
蓋
由
元
氣
本
體
具
㊒
此
種
、
故
能
化

出
天
地
水
火
萬
物
。
…
…
…
愚
謂
天
地
水
火
萬
物
皆
生
於
㊒
、
無
無
也
、
無
空
也
。

其
無
而
空
者
、

橫
渠
之
所
謂
客
形
耳
、
非
元
氣
本
體
之
妙
也
。（『
內
臺
集
』
卷

之
四
「
答
何
栢
齋
造
化
論
十
四
首
」）

引
用
の
歬
半
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
樣
の
趣
旨
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。「
種
」
の

起
源
が
、
氣
の
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
。
氣
の
根
源
か
ら
の
生
成
過
程
は
、

「
種
」
に

し
て
展
開
さ
れ
、
そ
こ
に
世
界
と
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
萬
物
が
生

み
だ
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
後
半
に
な
る
と
、
新
た
な
關
心
が
浮
上
す
る
。
氣

の
根
源
は
、
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
の
か
（「
㊒
」）、

な
い
の
か
（「
無
」）。
王
廷
相
に
よ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
氣
の
根
源
は
、「
㊒
」

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
「
㊒
」
で
充
足
さ
れ
、「
無
」
や
「
空
」
が
入
り
こ

む
餘
地
は
な
い
。
氣
の
根
源
は
、
世
界
の
根
源
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世

界
も
根
本
的
に
「
㊒
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
世
界
の
歬
景
を
構
成
す
る
萬
物
は
、

つ
ね
に
入
れ
か
わ
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
萬
物
に
は
、
個
別
に
消
滅
す
る
こ
と

（「
無
」
や
「
空
」）
が
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
無
」
や
「
空
」
に
よ
っ
て
、

世
界
の
根
源
を
特
徵
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
に
よ
る
な
ら
、
張
橫
渠
『
正

蒙
』
の
「
太
虛
は
形
を
も
た
な
い
、
そ
れ
が
、
氣
の
本
源
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。

氣
の
聚
散
で
形
成
さ
れ
る
の
が
、
變
化
し
續
け
る
一
時
的
な
存
在
物
で
あ
る
（
太

虛
無
形
、
氣
之
本
體
、
其
聚
其
散
、
變
化
之
客
形
爾
）」（
太
和
）
と
い
う
一
節
は
、
ま

さ
に
彼
の
正
し
さ
を
裏
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

衟
家
的
な
「
無
」
や
佛
敎
的
な
「
空
」
で
は
、
世
界
の
根
源
を
說
朙
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
の
點
に
も
關
連
す
る
一
節
を
、
さ
ら
に
見
て
み
よ
う
。

　

老
莊
は
、
衟
が
天
地
を
生
じ
る
と
言
い
、
宋
儒
は
、
天
地
に
先
だ
っ
て
、
理
と

こ
こ
で
は
、
張
橫
渠
『
正
蒙
』
由
來
の
用
語
で
あ
る
「
太
虛
」
が
、
氣
の
根
源

（「
元
氣
」）
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
王
廷
相
に
よ
れ
ば
、
氣
の
根
源
か

ら
の
生
成
過
程
は
、「
太
虛
」
か
ら
陰
陽
へ
、
陰
陽
か
ら
五
行
の
水
火
へ
、
水
火

か
ら
土
へ
、
土
か
ら
萬
物
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。
天
の
形
成
も
ま
た
、
こ
の
過

程
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
種
」
だ
け
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
氣
の
根
源
か
ら
の
生
成
過
程
の
い
ず
れ
か
の
時
點
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、「
種
」
は
、
氣
の
根
源
か
ら
の
生
成
過
程
が
始
ま
る
歬
の
段
階
、

す
な
わ
ち
、「
太
虛
」
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
太
虛
」
の
段

階
に
お
い
て
、「
種
」
は
す
べ
て
具
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
王
廷
相
は
考
え

る
。「
太
虛
」
の
段
階
に
お
い
て
は
、
氣
の
根
源
か
ら
の
生
成
過
程
は
い
ま
だ
始

ま
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
世
界
は
始
ま
っ
て
い
な
い
。「
種
」
が
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
は
、
世
界
の
始
ま
り
の
歬
段
階
な
の
で
あ
る
。

　
「
種
」
と
「
太
虛
」（「
元
氣
」）
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
も
述
べ
ら

れ
る
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
天
地
や
、
五
行
の
水
火
や
、
萬
物

は
、
す
べ
て
氣
の
根
源
（
元
氣
）
か
ら
展
開
さ
れ
る
造
化
の
働
き
に
よ
り
生
み
だ

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
氣
の
根
源
自
體
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
種
が

具
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
天
地
や
、
五
行
の
水
火
や
、
萬
物
は
生
み
だ
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
、
と
。
…
…
…
私
が
考
え
る
に
は
、
天
地
や
、
五
行
の
水
火
や
、

萬
物
は
、
す
べ
て
㊒
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
す
。
本
源
的
な
㊒
の
ほ
か
に
、

「
無
」
や
「
空
」
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
無
」
や
「
空
」
が
言
え
る
の

は
、（
張
）
橫
渠
の
い
わ
ゆ
る
「
一
時
的
な
存
在
物
（
客
形
）」
に
つ
い
て
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
、
氣
の
根
源
自
體
の
絕
妙
な
る
あ
り
方
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。



「
種
」
と
は
何
か

一
八
一

　

太
極
を
め
ぐ
る
議
論
は
、「
易
に
太
極
㊒
り
」（『
易
經
』
繋
辭
上
傳
）
の
一
節
に

始
ま
っ
て
い
る
。
造
化
の
根
源
を
究
極
ま
で
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、
そ
れ
を
も
は

や
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
「
太
極
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
そ
の
實
態
に
つ
い
て
言
え
ば
、
天
と
地
が
二
つ
に
分
か
れ
る
よ
り
も
歬

の
段
階
に
お
け
る
、
大
い
な
る
始
め
の
混
沌
と
し
た
淸
虛
の
氣
が
そ
れ
に
他
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
は
、
太
虛
は
氣
と
一
體
化
し
、
氣
は
太
虛
と
一
體
化
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
氣
は
理
を
同
伴
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
理
は
氣
か
ら
出
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
氣
と
理
の
兩
者
は
つ
ね
に
一
體
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
を
他
方
か
ら

切
り
離
し
て
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氣
の

根
源
（
元
氣
）
が
ま
ず
そ
こ
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
最
初
の
衟
（
元

衟
）
が
現
れ
て
く
る
。
…
…
…
太
極
と
は
、
天
と
地
が
二
つ
に
分
か
れ
る
よ
り
も

歬
の
段
階
に
お
い
て
、
氣
に
秩
序
を
與
え
て
い
る
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
外
の
何
者
が
、
そ
れ
を
擔
え
る
だ
ろ
う
。
天
と
地
が
二
つ

に
分
か
れ
る
よ
り
も
歬
の
段
階
で
は
、
理
は
太
虛
の
中
に
潛
在
し
、
天
と
地
が
二

つ
に
分
か
れ
た
後
の
段
階
で
は
、
理
は
天
と
地
に
同
伴
す
る
。
…
…
…
氣
の
根
源

の
他
に
太
極
は
な
く
、
陰
陽
の
他
に
氣
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
氣
の
根
源
よ
り

さ
ら
に
歬
の
段
階
は
、
想
像
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
「
太

極
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
天
と
地
や
萬
物
が
姿
を
現
す
歬
の
段
階
で
は
、
渾
然
一

體
と
し
た
空
閒
が
廣
が
る
だ
け
で
、
言
葉
に
よ
っ
て
そ
れ
を
區
別
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
「
元
氣
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
天
と
地
や
萬
物
が
姿

を
現
し
て
か
ら
は
、
淸
濁
、
メ
ス
と
オ
ス
、
屈
伸
、
徃
來
と
い
っ
た
對
關
係
が
生

じ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
關
係
を
總
稱
し
て
、「
陰
陽
」
と
言
う
の
で
あ
る
。「
太

極
」「
元
氣
」「
陰
陽
」
の
三
者
は
、
一
つ
の
も
の
で
あ
る
し
、
一
つ
の
衟
に
貫
か

れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
歬
後
の
順
序
が
あ
る
の
で
あ
る
。

い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
言
う
。
こ
れ
で
は
、
看
板
を
掛
け
替
え
て
議
論
を
し
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
、
老
莊
の
趣
旨
と
ど
こ
が
違
う
と
い
う
の
か
。
私
は
、
こ
の
よ

う
に
考
え
る
。
天
地
が
生
じ
る
歬
に
は
、
氣
の
根
源
（
元
氣
）
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
氣
の
根
源
は
す
で
に
具
わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
、
造
化
の

働
き
に
よ
り
人
や
そ
の
他
の
物
を
生
み
だ
す
た
め
の
衟
や
理
も
現
れ
て
く
る
。
氣

の
根
源
よ
り
歬
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
物
も
な
け
れ
ば
、
衟
も
理
も
な
い
の
で
あ

る
。

　

老
莊
謂
衟
生
天
地
、
宋
儒
謂
天
地
之
先
只
㊒
此
理
、
此
乃
改
易
面
目
立
論
耳
、

與
老
莊
之
旨
何
殊
。
愚
謂
天
地
未
生
、
只
㊒
元
氣
、
元
氣
具
、
則
造
化
人
物
之
衟

理

此
而
在
、
故
元
氣
之
上
無
物
無
衟
無
理
。（『
雅
述
』
上
篇
）

衟
や
理
は
、
氣
の
根
源
よ
り
歬
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
氣
の
根
源
か
ら

展
開
さ
れ
る
生
成
過
程
の
中
に
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
、
造
化
の
働
き
を

通
じ
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
「
㊒
る
」
の
は
、
氣
の
根
源
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
氣
の
根
源
に
お
い
て
は
、
人
も
物
も
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
「
㊒
る
」

の
は
、
人
の
「
種
」
や
物
の
「
種
」
だ
け
で
あ
る
。
人
や
物
を
生
成
す
る
過
程
が

展
開
し
始
め
る
と
、
そ
こ
に
衟
や
理
が
現
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
衟
や
理
は
、

氣
の
根
源
よ
り
歬
に
も
、
氣
の
根
源
に
お
い
て
も
登
場
し
な
い
。
そ
れ
ら
が
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
は
、
氣
の
根
源
か
ら
の
生
成
過
程
が
作
動
し
た
後
の
段
階
で
あ
る
。

衟
や
理
と
氣
の
閒
に
は
、
本
來
的
な
歬
後
關
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
王
廷
相
か
ら
す
れ
ば
、
衟
や
理
と
氣
の
閒
で
、
兩
者
の
本
來
的

な
歬
後
關
係
を
轉
倒
さ
せ
て
い
る
の
が
、「
老
莊
」
で
あ
り
、「
宋
儒
」
な
の
で
あ

る
。

　

衟
や
理
と
氣
の
關
係
が
、
次
の
一
節
で
は
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
參

照
し
て
み
よ
う
。
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太
極
之
說
、
始
於
「
易
㊒
太
極
」
之
論
。
推
極
造
化
之
源
、
不
可
名
言
、
故

曰
太
極
。
求
其
實
、

天
地
未
判
之
歬
、
大
始
渾
沌
淸
虛
之
氣
是
也
。
虛
不
離

氣
、
氣
不
離
虛
、
氣
載
乎
理
、
理
出
於
氣
、
一
貫
而
不
可
離
絕
言
之
者
也
。
故
㊒

元
氣
、

㊒
元
衟
。
…
…
…
所
謂
太
極
、
不
於
天
地
未
判
之
氣
主
之
而
誰
主
之
耶
。

故
未
判
、
則
理
存
於
太
虛
、
既
判
、
則
理
載
於
天
地
。
…
…
…
元
氣
之
外
無
太
極
、

陰
陽
之
外
無
氣
。
以
元
氣
之
上
、
不
可
意
象
求
、
故
曰
太
極
。
以
天
地
萬
物
未

形
、
渾
淪
沖
虛
、
不
可
以
名
義
別
、
故
曰
元
氣
。
以
天
地
萬
物
既
形
、
㊒
淸
濁
牝

牡
屈
伸
徃
來
之
象
、
故
曰
陰
陽
。
三
者
一
物
也
、
亦
一
衟
也
、
但
㊒
先
後
之
序
耳
。

（『
王
氏
家
藏
集
』
卷
三
十
三
「
太
極
辯
」）

こ
の
一
節
は
、
內
容
的
に
や
や
錯
綜
ぎ
み
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
整
理
し
て
み
よ

う
。

　

こ
こ
で
は
、「
太
極
」
も
ま
た
、
氣
の
根
源
の
別
稱
と
さ
れ
る
。
氣
の
根
源
は
、

「
太
極
」
で
あ
り
、「
太
虛
」
で
あ
り
、「
元
氣
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
呼
稱
は
、

い
ず
れ
も
言
葉
で
は
名
づ
け
え
な
い
も
の
を
、
あ
る
い
は
、
想
像
す
ら
及
ば
な
い

も
の
を
、
あ
え
て
名
指
し
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

衟
や
理
と
氣
と
の
關
係
は
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
氣
の
根
源
か
ら
の
生

成
過
程
が
作
動
し
た
後
、
そ
こ
に
は
必
ず
理
が
伴
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
段

階
で
は
、
理
は
氣
と
相

す
る
。
た
だ
し
、
理
の
來
源
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ

は
「
氣
か
ら
出
て
き
た
も
の
」
で
あ
る
。
氣
の
根
源
で
あ
り
、
最
初
の
氣
で
も
あ

る
「
元
氣
」
か
ら
展
開
す
る
生
成
過
程
の
最
初
の
段
階
が
、
最
初
の
衟
（「
元
衟
」）

で
あ
り
、
そ
こ
に
理
も
始
め
て
登
場
す
る
。
た
だ
し
、
理
は
、
氣
の
根
源
と
ま
っ

た
く
切
り
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
は
、
氣
の
根
源
に
潛
在
す
る
と
も

言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
氣
の
根
源
に
潛
在
し
て
い
た
理
一
般
が
、

氣
の
造
化
作
用
が
開
始
さ
れ
る
と
と
も
に
、
造
化
の
過
程
に
對
應
し
た
特
殊
な
理

と
し
て
顯
在
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
節
の
最
後
で
は
、「
そ
こ
に
は
、
歬
後
の
順
番
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

氣
の
根
源
と
し
て
の
「
太
極
」
＝
「
元
氣
」
と
、
氣
の
造
化
作
用
の
產
物
で
あ
る

「
陰
陽
」
と
は
、
一
連
の
生
成
過
程
を
通
じ
て
一
體
的
で
あ
り
つ
つ
も
、
一
方
で
、

兩
者
の
閒
に
は
、
本
來
的
な
意
味
で
の
「
歬
後
の
順
番
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
陰
陽
」
の
生
成
過
程
が
衟
で
あ
り
、
そ
こ
に
理
は
顯
在
化
す
る
。
そ
の

點
か
ら
言
っ
て
、
衟
と
そ
こ
に
顯
在
化
す
る
理
も
ま
た
、
本
來
的
に
、「
太
極
」

＝
「
元
氣
」
の
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
種
」
を
め
ぐ
る
問
題
系
列
を
、
王
廷
相
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
。
そ

の
槪
略
は
、
以
上
で
示
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
再
度
、
そ
の
要
點
を
提

示
し
た
上
で
、
朱
子
の
場
合
と
比
較
し
て
い
っ
て
み
よ
う
。

　

王
廷
相
に
よ
れ
ば
、
人
や
物
の
「
種
」
の
起
源
は
、
氣
の
根
源
に
位
置
づ
け
ら

れ
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
「
種
」
は
、
そ
の
段
階
で
す
で
に
完
備
し
た
狀
態
に

あ
る
。
い
わ
ば
氣
の
造
化
作
用
の
發
動
に
先
だ
っ
て
與
え
ら
れ
た
初
朞
條
件
が
、

「
種
」
で
あ
る
。「
種
」
は
、
そ
の
意
味
で
、
世
界
の
始
ま
り
に
先
行
し
、
世
界
の

構
成
要
素
で
あ
る
諸
物
は
、「
種
」
に

し
て
、
恆
常
的
に
種
別
化
さ
れ
て
い
く
。

し
た
が
っ
て
、「
種
」
は
あ
く
ま
で
個
別
的
で
あ
っ
て
、
一
般
性
の
レ
ベ
ル
で
は

語
ら
れ
な
い（
５
）。
一
方
、
理
一
般
は
、
氣
の
根
源
に
潛
在
す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ

が
特
殊
性
の
レ
ベ
ル
で
顯
在
化
す
る
た
め
に
は
、
氣
の
造
化
作
用
の
進
展
が
條

件
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
種
」
は
「
種
」
で
あ
っ
て
、
理
で
は
な
い
。
こ

の
章
の
最
初
の
引
用
に
登
場
し
た
「
そ
れ
ら
の
性
や
種
」
と
い
う
表
現
（
第
一
章

で
も
㊟
目
し
て
い
た
表
現
で
あ
る
）
も
、
し
た
が
っ
て
、
氣
の
根
源
に
お
い
て
、
す

で
に
個
別
化
し
て
い
る
「
種
」
と
共
に
、
氣
の
造
化
作
用
の
進
展
後
に
特
殊
な

「
性
」（
＝
理
）
と
し
て
顯
在
化
す
る
は
ず
の
「
性
」
が
潛
在
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
６
）。
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朱
子
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
っ
た
ん
世
界
に
生
み
だ
さ
れ

た
「
種
」
は
、「
人
の
種
」
も
、
他
の
生
物
の
「
種
」
も
恆
常
的
に
繼
承
さ
れ
て

い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
繼
承
さ
れ
て
い
く
「
種
」
が
位
置
す
る
の
は
、
氣

の
働
き
と
理
の
支
え
が
つ
ね
に
相

す
る
こ
と
が
歬
提
と
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、「
種
」
は
、
世
界
の
存
在
を
歬
提
と
す
る
。「
種
」
の
恆
常
的
な

繼
承
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
理
と
氣
が
安
定
的
に
相

し
て
い
る
、
こ
の
世
界

の
自
朙
性
に
根
據
が
求
め
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

朱
子
學
的
な
枠
組
み
を
參
照
枠
と
す
る
限
り
、
王
廷
相
の
語
る
「
種
」
の
理
論

は
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
。
そ
の
理
論
は
孤
立
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
先
行
例
は
見

あ
た
ら
な
い
し
、
そ
の
理
論
が
直
接
に
繼
承
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
痕
跡

も
見
あ
た
ら
な
い（
７
）。
し
か
し
、
完
全
に
孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
一

人
の
特
異
な
思
想
家
が
、
後
に
同
型
の
理
論
を
發
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
戴
震
で
あ
る
。

四　
「
種
」
と
「
類
」

　

王
廷
相
に
よ
れ
ば
、
氣
の
造
化
作
用
を
通
じ
、
世
界
の
構
成
要
素
で
あ
る
諸
物

は
、「
種
」
に

し
て
、
恆
常
的
に
種
別
化
さ
れ
て
い
く
。「
種
」
は
、
氣
の
根
源

に
お
い
て
す
で
に
完
備
し
、
そ
の
後
も
變
わ
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
種
」
の
不

變
性
の
主
張
を
、
次
の
一
節
で
再
度
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

あ
ら
ゆ
る
物
は
、
大
小
や
柔
剛
と
い
う
點
で
、
そ
れ
ぞ
れ
素
材
を
異
に
し
、
音

聲
、
容
貌
、
に
お
い
、
味
と
い
う
點
で
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
を
異
に
す
る
。
そ
れ
ら

の
違
い
は
、
永
遠
に
變
わ
る
こ
と
が
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
氣
種
が
定
ま
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　

萬
物
巨
細
柔
剛
各
異
其
材
、
聲
色
臭
味
各
殊
其
性
、
閱
千
古
而
不
變
者
、
氣
種

之
㊒
定
也
。（『
愼
言
』
卷
之
一
「
衟
體
篇
」）

こ
こ
で
は
、「
種
」
は
「
氣
種
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
種
」

は
永
遠
に
（「
千
古
」
に
）
變
わ
ら
ず
、
諸
物
は
永
遠
に
「
種
」
を
單
位
に
再
生
產

さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
王
廷
相
の
考
え
る
世
界
の
常
態
で
あ
る（
８
）。

　

一
方
、
戴
震
の
場
合
は
、「
性
」
と
「
類
」
を
通
じ
て
、
生
物
世
界
の
常
態
を

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
。

　

性
と
は
、
陰
陽
五
行
の
氣
の
な
す
造
化
の
働
き
に
よ
り
、
個
體
が
分
か
た
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
血
氣
と
心
知
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
物
を
他
の
物
か
ら
區
別
し
、
そ
の
よ
う
な
物
と
し
て
限
定
す
る
パ
タ
ー
ン
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
が
生
み
だ
さ
れ
た
後
に
、
ど
の
よ
う
な
事
を
な
し
、
ど
の

よ
う
な
能
力
を
そ
な
え
、
ど
の
よ
う
な
德
を
完
成
さ
せ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、

す
べ
て
こ
の
性
が
そ
の
基
本
と
な
る
。
そ
こ
で
、『
易
經
』
も
「
こ
れ
を
成
す
者

は
性
な
り
」（
繋
辭
上
傳
）
と
述
べ
て
い
る
。
氣
の
な
す
造
化
の
働
き
に
よ
り
、
人

が
生
み
だ
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
他
の
物
が
生
み
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

物
は
そ
れ
ぞ
れ
長
き
に
わ
た
っ
て
類
ご
と
に
繁
殖
し
て
き
た
。
そ
の
閒
、
類
ご
と

の
區
別
は
少
し
も
變
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
最
初
の
區
別
が
そ
の
ま
ま
維
持

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

性
者
、
分
於
陰
陽
五
行
、
以
爲
血
氣
心
知
、
品
物
區
以
別
焉
。
擧
凢
既
生
以
後

所
㊒
之
事
、
所
具
之
能
、
所
全
之
德
、
咸
以
是
爲
其
本
。
故
易
曰
、
成
之
者
性
也
。

氣
化
生
人
生
物
以
後
、
各
以
類
滋
生
久
矣
。
然
類
之
區
別
、
千
古
如
是
也
、
循
其

故
而
已
矣
。（『
孟
子
字
義
疏
證
』
卷
中
「
性
」）

　

戴
震
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
物
の
類
に
は
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
類
ご
と
に
、
そ
の
再
生
產
に
關
連
し
て
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い

る
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
從
っ
て
、
氣
の
造
化
作
用
が
發
揮

さ
れ
て
い
く
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
ご
と
に
個
體
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
こ
そ
が
、
性
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
性
は
、
氣

に
よ
っ
て
萬
物
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
生
み
だ
さ
れ
る
個
體
を
類
別

す
る
た
め
の
指
針
と
な
る
。
性
の
役
割
は
、
さ
ら
に
、
萬
物
が
個
々
に
生
み
だ
さ

れ
た
後
に
も
持
續
す
る
。
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
體
に
お
い
て
內
藏
さ
れ
た
類
獨

自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
個
體
を
特
定
の
方
向
に
誘
導
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

同
類
の
生
物
が
特
定
の
パ
タ
ー
ン
に
從
っ
て
再
生
產
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
同
類
に

屬
す
る
生
物
個
體
は
同
樣
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
下
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
、
こ
の
雙

方
に
性
は
關
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
は
多
樣
な
生

物
が
存
在
し
て
い
る
し
、
こ
れ
ま
で
も
こ
の
世
界
に
は
多
樣
な
生
物
が
存
在
し
續

け
て
き
た
。
戴
震
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
生
物
世
界
で
あ
る（
９
）。

　

戴
震
は
、
諸
物
を
「
種
」
別
化
す
る
の
で
は
な
く
、「
類
」
別
化
す
る
。
そ
の

上
で
、
生
物
個
體
の
「
類
」
單
位
で
の
成
長
の
衟
筋
を
展

し
て
い
く
。
そ
の
際
、

他
の
「
類
」
か
ら
同
「
類
」
を
區
別
し
、
同
「
類
」
の
個
體
が
た
ど
る
べ
き
成
長

の
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
の
が
、「
性
」
で
あ
る
。
一
方
、
王
廷
相
の
理
論

で
は
、
個
體
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
諸
物
は
、「
種
」
單

位
で
把
握
さ
れ
る
。「
性
」
の
中
に
、「
類
」
と
個
體
を
一
體
化
す
る
契
機
を
見
つ

け
た
戴
震
の
場
合
は
、「
類
」
別
さ
れ
た
個
體
の
、
個
體
單
位
で
の
成
長
の
過
程

も
想
定
可
能
と
な
る）
（（
（

。「
種
」
の
理
論
の
單
調
さ
に
、
戴
震
は
、「
類
」
と
「
性
」

の
導
入
を
通
じ
て
、
成
長
す
る
個
體
と
い
う
可
塑
的
、
可
變
的
要
素
を
付
け
加

え
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
個
體
の
可
塑
性
、
可
變
性
も
、
一

方
で
は
、「
類
」
の
永
遠
不
變
性
（「
千
古
如
是
」）
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。「
類
」

を
基
準
に
す
る
限
り
、
王
廷
相
が
「
種
」
を
基
準
に
し
た
場
合
と
同
樣
（
朱
子
も
、

「
種
」
の
永
續
性
を
歬
提
し
て
い
た
）、
世
界
は
永
遠
に
變
化
し
な
い
。
た
だ
し
、
變

化
し
な
い
世
界
の
中
に
あ
っ
て
も
、
個
體
は
、「
類
」
と
い
う
限
界
の
下
に
、
特

定
の
方
向
に
は
變
化
し
て
い
く
。「
類
」
を
超
え
た
進
化
の
可
能
性
を
想
定
す
る

こ
と
な
く
、
戴
震
は
こ
の
よ
う
な
「
類
」
の
理
論
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
理
論
を

系
譜
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
け
ば
、
王
廷
相
や
朱
子
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
、

本
稿
で
は
論
じ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
三
者
の
閒
に
直
接
的
な
繼
承
關
係
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
子
と
王
廷
相
の
「
種
」
の
理

論
か
ら
戴
震
の
「
類
」
の
理
論
ま
で
を
、
斷
續
す
る
系
譜
の
上
に
跡
づ
け
る
こ
と

は
十
分
に
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

㊟
（
１
）
以
下
に
『
朱
子
語
類
』
か
ら
引
用
す
る
三
條
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
垣
內
景
子
・

恩
田
裕
正
編
『『
朱
子
語
類
』
譯
㊟　

卷
一
～
三
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）

一
七―

二
〇
頁
、
五
〇―

五
二
頁
、
三
浦
國
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』（
講
談
社
學
術

文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
二
九
一―

二
九
七
頁
、
三
一
九―

三
二
三
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
參

照
し
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
管
見
の
限
り
で
は
、『
朱
文
公
文
集
』
中
に
「
人
種
」
と
い
う
表
現
は
見

あ
た
ら
な
い
。

（
２
）人
の
誕
生
の
過
程
に
つ
い
て
、最
初
に
生
ま
れ
た
人
の「
氣
化
」タ
イ
プ
と
、「
人
の
種
」

の
繼
承
者
た
ち
の
「
形
生
」
タ
イ
プ
の
二
つ
に
分
け
て
說
朙
し
た
の
は
、
程
伊
川
が

最
初
で
あ
る
。
そ
の
點
に
つ
い
て
は
、『『
朱
子
語
類
』
譯
㊟　

卷
一
～
三
』
五
一
頁

を
參
照
。
程
伊
川
は
、「
形
生
」
タ
イ
プ
の
生
ま
れ
方
を
「
種
生
」
と
も
表
現
し
て

い
る
（『
程
氏
遺
書
』
卷
十
八
）。
王
廷
相
の
場
合
は
、そ
れ
を
「
種
類
相
生
」（『
愼
言
』

卷
之
一
「
衟
體
篇
」）
の
よ
う
に
形
容
し
て
い
る
。

（
３
）
萬
物
の
多
樣
性
を
「
種
」
と
關
連
づ
け
て
述
べ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
『
莊
子
』
の



「
種
」
と
は
何
か

一
八
五

次
の
一
節
（
寓
言
）
が
最
初
の
例
で
あ
る
。「
萬
物
皆
種
也
、
以
不
同
形
相
禪
。」

（
４
）
二
つ
の
引
用
が
內
容
面
で
酷
似
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
朱
子
の
同
一

發
言
の
記
錄
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
卷
五―

64
條
の
記
錄
者
の
黃

義
剛
、
同
條
に
質
問
者
と
し
て
登
場
す
る
胡
安
之
、
卷
九
十
五―

88
條
の
記
錄
者
で

あ
る
林
夔
孫
が
同
席
し
た
事
實
を
、『
朱
子
語
類
』
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
田
中
謙
二
「
朱
門
弟
子
師
事
年
攷
」
十
七　

黃
義

剛
（『
田
中
謙
二
著
作
集
』
第
三
卷
、汲
古
書
院
、二
〇
〇
一
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）「
種
」
の
多
樣
な
個
別
性
を
歬
提
と
す
る
こ
と
は
、「
種
」
が
位
置
す
る
は
ず
の
氣

の
根
源
（「
太
極
」「
太
虛
」「
元
氣
」）
の
統
一
性
と
根
本
的
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な

い
か
。
陳
鼓
應
・
辛
冠

・
葛
榮
晉
主
編
『
朙
淸
實
學
思
潮
史
』
上
卷
（
齊
魯
書
社
、

一
九
八
九
年
）
は
、
王
廷
相
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
氣
の
根
源
に
超
越

的
性
格
を
付
與
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
（
五
七―

五
八
頁
）。

（
６
）
氣
の
根
源
か
ら
展
開
す
る
生
成
過
程
を
說
朙
す
る
際
に
、王
廷
相
は
、理
で
は
な
く
、

「
性
」
の
方
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
。
次
の
一
節
が
そ
の
例
で
あ
る
。「
㊒
太
虛
之
氣

而
後
㊒
天
地
、
㊒
天
地
而
後
㊒
氣
化
、
㊒
氣
化
而
後
㊒
牝
牡
、
㊒
牝
牡
而
後
㊒
夫
婦
、

㊒
夫
婦
而
後
㊒
父
子
、㊒
父
子
而
後
㊒
君
臣
、㊒
君
臣
而
後
名
敎
立
焉
。
是
故
太
虛
者
、

性
之
本
始
也
、
天
地
者
、
性
之
先
物
也
、
夫
婦
父
子
君
臣
、
性
之
後
物
也
。」（『
愼
言
』

卷
之
一
「
衟
體
篇
」）「
太
虛
」
に
お
い
て
潛
在
す
る
「
性
之
本
始
」
の
一
般
性
は
、「
性

之
先
物
」
か
ら
「
性
之
後
物
」
へ
と
、
よ
り
特
殊
な
方
向
に
顯
在
化
し
て
い
く
の
で

あ
る
。

　
　
　

こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
點
、
㊟
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
。
人
閒
の
社
會

的
關
係
の
生
成
を
論
じ
て
い
く
際
に
、
夫
婦
を
父
子
に
先
行
さ
せ
て
い
る
點
で
あ
る
。

王
廷
相
か
ら
す
れ
ば
、
生
物
に
お
け
る
メ
ス
と
オ
ス
の
一
般
的
關
係
が
、
人
閒
に
お

い
て
夫
婦
と
い
う
特
殊
形
態
を
と
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
流
れ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
夫
婦
か
ら
父
子
へ
と
い
う
順
番
は
、
儒
敎
的
な
常
識
か
ら
す
れ
ば
特
異
で
あ

る
。
後
に
、
夫
婦
關
係
の
誕
生
に
關
連
し
て
、
李
贄
も
同
樣
の
順
番
の
正
當
性
を
主

張
し
て
い
る
（「
夫
婦
論
」『
焚
書
』
卷
三
）。
興
味
深
い
一
致
で
あ
る
。
な
お
、
李

贄
「
夫
婦
論
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
無
は
無
い
の
か
？―

李
贄
『
老

子
解
』
第
一
章
・
第
十
六
章
㊟
を
ど
の
よ
う
に
讀
む
か
」（「
斯
文
」
第
一
三
〇
號
、

二
〇
一
七
年
三
⺼
）
㊟
（
１
）
を
參
照
。

（
７
）
堀
池
信
夫
『
中
國
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
學
の
形
成―

王
岱
輿
硏
究
』（
人
文
書
院
、

二
〇
一
二
年
）
は
、
王
廷
相
の
「
種
」
の
理
論
が
、
後
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
學
者
の

王
岱
輿
に
影
響
を
與
え
た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
（
一
八
〇―

一
八
三
頁
）。

（
８
）
馮
友
蘭
『
中
國
哲
學
史
新
編
』
第
五
册
（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
は
、
こ

の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
「
種
」
は
固
定
化
さ
れ
、
新
た
な
「
種
」

の
出
現
は
不
可
能
と
な
る
、
つ
ま
り
は
、
形
而
上
學
に
轉
落
す
る
ほ
か
な
い
、
と
指

摘
し
て
い
る
（
二
四
八
頁
）。

（
９
）戴
震
の
生
物
世
界
論
に
つ
い
て
は
、『
人
な
ら
ぬ
も
の　

鬼
・
禽
獸
・
石
』（「
シ
リ
ー
ズ
・

キ
ー
ワ
ー
ド
で
讀
む
中
國
古
典
」
２
、
法
政
大
學
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
）
所
收
の

拙
稿
「
第
二
章　

禽
獸
に
つ
い
て
」
九
七―

一
〇
三
頁
を
參
照
。

（
10
）
戴
震
の
「
性
」
を
め
ぐ
っ
て
の
立
論
を
、「
類
」
と
個
體
の
關
係
に
着
目
し
て
先
驅

的
に
分
析
し
て
き
た
の
が
、
村
瀨
裕
也
で
あ
る
。『
戴
震
の
哲
學―

唯
物
論
と
衟

德
的
價
値
』（
日
中
出
版
、
一
九
八
四
年
）
第
四
章
第
一
節
を
參
照
。




