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　一

　
朱
子
哲
学
で
は
、「
変
化
気
質
」
は
そ
の
「
工
夫
」
論
に
お
け
る
最
も
重
要
な

命
題
で
あ
る
。
だ
が
、
朱
子
の
「
気
質
」
の
思
想
に
対
し
て
、
先
学
に
は
、「
朱

熹
は
、
気
質
の
思
想
を
提
起
す
る
際
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
善
人
と
生
ま
れ
な
が

ら
の
悪
人
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
終
始
極
力
先
天
の
面
に
お
い

て
問
題
の
解
決
を
求
め
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
路
線
は
明
ら

か
に
間
違
っ
た
も
の
で
あ
る
」（

一
）と

い
う
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、朱
子
は
、「
気
質
」

の
説
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
張
載
・
程
子
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
は

聖
門
（
つ
ま
り
儒
教
）
に
極
め
て
大
き
な
貢
献
を
し
た
と
思
う
」
と
述
べ
、
非
常

に
高
く
評
価
し
て
お
り
、
朱
子
か
ら
す
れ
ば
、「
気
質
」
の
説
こ
そ
、
そ
れ
ま
で

の
儒
教
理
論
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
後
世
に
伝
え
る
べ
き
重
要
な

教
義
で
あ
る（

二
）。

そ
こ
で
、
上
記
の
先
学
の
批
判
は
果
た
し
て
本
当
に
妥
当
な
も
の

な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
朱
子
の
い
う
「
変
化
気
質
」
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
深
く
掘
り
下

げ
て
考
察
し
、
そ
の
内
容
解
明
を
通
じ
て
、
朱
子
哲
学
に
お
け
る
「
気
質
」
の
思

想
路
線
は
間
違
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
　
　二

　
朱
子
は
、「
聖
人
や
賢
人
の
千
言
万
語
は
、
た
だ
人
に
、
天
理
を
明
ら
か
に
し
て
、

人
欲
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
教
え
た
だ
け
だ
」（

三
）と

言
っ
て
、儒
教
の
教
理
を
た
っ
た
「
天

理
を
明
ら
か
に
し
て
、
人
欲
を
滅
ぼ
す
」
の
一
句
を
も
っ
て
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
朱
子
の
い
う
「
人
欲
」
と
は
何
か（

四
）。

　「
人
欲
」
に
つ
い
て
は
ま
ず
、

「
お
尋
ね
し
た
。『
人
心
の
ほ
ん
の
少
し
の
動
き
は
、
天
理
が
当
然
既
に
現
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
人
欲
も
ま
た
既
に
芽
生
え
て
い
る
の
で
す
。
天
理
は
つ
ま
り
道

心
、
人
欲
は
つ
ま
り
人
心
で
す
ね
。』
先
生
は
答
え
ら
れ
た
。『
そ
の
通
り
だ
。』」

（
五
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
人
欲
」
は
「
人
心
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

「
人
心
も
ま
た
全
部
よ
く
な
い
も
の
で
は
な
い
。
人
欲
は
た
だ
『
餓
え
れ
ば
食
を

欲
し
、
寒
け
れ
ば
衣
を
欲
す
』
の
心
に
過
ぎ
な
い
。
ど
う
し
て
危
な
い
と
言
う
の

か
。
既
に
理
に
適
わ
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
危
な
く
な
い
だ
ろ
う
か
。」

「
そ
も
そ
も
飲
食
の
こ
と
で
言
え
ば
、
だ
い
た
い
餓
渇
な
れ
ば
飲
食
を
得
て
そ
の

飽
き
足
り
る
こ
と
を
充
た
そ
う
と
す
る
も
の
が
、
み
な
人
心
で
あ
ろ
う
。」
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「『
餓
え
れ
ば
食
を
欲
し
、
渇
け
ば
飲
を
欲
す
』
と
は
、
人
心
で
あ
る
。」

（
六
）

と
あ
り
、
お
腹
が
空
く
と
食
べ
た
い
、
喉
が
渇
く
と
飲
み
た
い
、
寒
い
と
感
じ
れ

ば
服
を
着
た
い
、と
い
う
の
が
「
人
心
」
で
あ
り
「
人
欲
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
人

心
」
と
同
義
の
こ
の
「
人
欲
」
は
つ
ま
り
、
人
間
の
生
命
を
維
持
す
る
の
に
不
可

欠
な
最
も
基
本
的
な
生
理
的
欲
求
で
あ
る
。

　「
人
欲
」
は
ま
た
「
私
欲
」
と
も
い
い
、「
私
意
」
と
並
べ
て
挙
げ
ら
れ
る
場
合

も
あ
る
。『
語
類
』
に
は
、

お
尋
ね
し
た
。「
中
庸
章
句
に
は
『
一
毫
の
私
意
を
以
て
自
ら
蔽
わ
ず
、
一
毫
の

私
欲
を
以
て
自
ら
累
わ
ず
』
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
も
の
が
私
意
で
す
か
。

ど
う
い
う
も
の
が
私
欲
で
す
か
。」
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
私
意
は
心
の
中
か

ら
発
し
て
出
て
来
た
、（
何
か
を
）
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
。
私
欲
は
耳
、

目
、
鼻
、
口
の
欲
で
あ
り
、
今
僅
か
に
欲
が
あ
れ
ば
、
混
濁
に
陥
っ
て
、
即
ち
高

明
で
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
こ
を
解
す
る
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
字
義
を
下

す
の
に
、
甚
だ
心
労
を
費
や
し
た
。」

（
七
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
私
意
」
は
心
か
ら
発
し
た
、（
何
か
を
）
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、「
私
欲
」
は
「
耳
、
目
、
鼻
、
口
の
欲
」
で
あ
る
、
と
解
釈
し
て

い
る
。「
心
か
ら
発
し
た
、（
何
か
を
）
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

は
つ
ま
り
「
意
」
で
あ
り
、「
私
意
」
は
「
意
」
と
同
一
物
と
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
よ
う
で
あ
る（

八
）。「

耳
、
目
、
鼻
、
口
の
欲
」
に
つ
い
て
は
、

「
そ
も
そ
も
口
の
欲
は
食
で
あ
り
、
目
の
欲
は
色
で
あ
り
、
耳
の
欲
は
声
で
あ
り
、

鼻
の
欲
は
臭
い
で
あ
り
、
手
足
の
欲
は
安
逸
で
あ
る
。」

ま
た
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「『
口
の
味
に
於
け
る
、
目
の
色
に
於
け
る
、
耳
の
声
に
於

け
る
、
鼻
の
臭
い
に
於
け
る
、
四
肢
の
安
佚
に
於
け
る
』
と
あ
り
、
こ
れ
は
道
、

性
を
言
う
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
、
こ
れ
は
既
に
性
の
本
来
で
は
な
い
。
た
だ
性

の
中
に
は
こ
の
理
が
あ
る
の
で
あ
り
、
故
に
口
は
必
ず
味
を
欲
し
、
耳
は
必
ず
声

を
欲
し
、
目
は
必
ず
色
を
欲
し
、
鼻
は
必
ず
臭
い
を
欲
し
、
四
肢
は
必
ず
安
佚
を

欲
し
、
自
然
に
こ
の
よ
う
に
発
し
て
出
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
と
も
と
こ
の
理

が
な
け
れ
ば
、
口
は
当
然
味
を
欲
せ
ず
、
耳
は
当
然
声
を
欲
せ
ず
、
目
は
当
然
色

を
欲
せ
ず
、
鼻
は
当
然
臭
い
を
欲
せ
ず
、
四
肢
は
当
然
安
佚
を
欲
し
な
い
の
で
あ

る
。」

「
口
の
語
り
を
欲
す
る
よ
う
に
、
足
の
歩
き
を
欲
す
る
よ
う
に
、
何
か
に
因
る
も

の
で
は
な
い
。
口
は
必
ず
話
を
す
る
し
、
足
は
必
ず
歩
き
を
す
る
の
で
あ
る
。」

（
九
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、「
耳
、
目
、
鼻
、
口
の
欲
」
は
つ

ま
り
、
口
は
味
を
味
わ
い
、
話
を
す
る
こ
と
、
目
は
色
を
見
る
こ
と
、
耳
は
声
を

聴
く
こ
と
、鼻
は
臭
い
を
嗅
ぐ
こ
と
、と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、「
耳
、目
、

鼻
、
口
の
欲
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
私
欲
」
は
即
ち
、
人
間
身
体
の
諸
器
官
の
作

用
・
働
き
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
一
般
的
に
言
え
ば
、
生
命
を
維
持
す
る
為
の
生
理
的
欲
求
や
人
間
身
体
の
諸
器

官
の
働
き
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
悪
で
は
な

い
こ
と
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
悪
を
生
ず
る
原
因
と
さ
れ
て
い
る

の
か
。
実
際
、
朱
子
は
、「
人
欲
は
つ
ま
り
人
心
で
あ
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
も

う
一
方
で
は
、

「
お
尋
ね
し
た
。『
飲
食
の
こ
と
に
お
い
て
は
、
ど
う
い
う
も
の
が
天
理
で
す
か
。

ど
う
い
う
も
の
が
人
欲
で
す
か
。』
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。『
飲
食
は
天
理
で
あ
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る
が
、
美
味
を
求
め
る
の
は
人
欲
で
あ
る
。』」

「
思
う
に
、
人
心
は
す
べ
て
人
欲
で
は
な
く
、
も
し
す
べ
て
人
欲
で
あ
れ
ば
、
た

だ
失
い
乱
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
ど
う
し
て
た
だ
危
な
い
に
止
ま
る
だ
け
で
あ
ろ
う

か
。
た
だ
餓
え
れ
ば
食
べ
、
渇
け
ば
飲
み
、
目
は
見
、
耳
は
聴
く
、
と
い
う
よ
う

な
も
の
は
そ
れ
で
あ
り
、（
悪
に
）
流
れ
や
す
い
か
ら
危
な
い
の
だ
。」

（
十
）

と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
飲
食
に
お
い
て
美
味
を
求
め
る
の
が
「
人
欲
」

と
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
朱
子
に
あ
っ
て
は
、「
人
心
」
と
「
人
欲
」
が
同
一

視
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、「
人
心
」
と
「
人
欲
」
と
は
全
く
同
一
の

概
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「『
礼
に
非
ざ
れ
ば
視
る
こ
と
勿
か
れ
、
聴
く
こ
と
勿
か
れ
』、『
姦
声
・
乱
色
は

聡
明
に
留
ま
ら
ず
、
淫
楽
・
忒
礼
は
心
術
に
接
せ
ず
』
は
、
耳
が
聞
か
な
い
こ
と

で
は
な
く
、
目
が
見
な
い
こ
と
で
も
な
い
。」

あ
る
人
が
「
礼
に
非
ざ
れ
ば
視
聴
言
動
す
る
こ
と
勿
か
れ
」
に
つ
い
て
お
尋
ね
し

た
。
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
目
が
邪
色
を
見
ず
、
耳
が
淫
声
を
聴
か
ず
、
こ

の
よ
う
な
類
の
努
力
は
わ
り
と
簡
単
だ
が
、『
遠
き
を
視
る
は
こ
れ
明
』
は
、
僅

か
に
遠
く
な
け
れ
ば
、
即
ち
明
で
な
い
の
で
あ
り
、『
聴
の
徳
は
こ
れ
聡
』
は
、

僅
か
に
徳
で
な
け
れ
ば
、
即
ち
聡
で
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
類
の
努
力
は

わ
り
と
難
し
い
の
だ
。
視
聴
言
動
に
、
僅
か
に
道
理
に
従
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ

ば
、
即
ち
『
礼
に
非
ず
』。」

（
十
一
）

と
あ
る
。「
姦
声
・
乱
色
は
聡
明
に
留
ま
ら
ず
」
の
「
聡
明
」
と
「
僅
か
に
遠
く

な
け
れ
ば
、即
ち
明
で
な
い
」「
僅
か
に
徳
で
な
け
れ
ば
、即
ち
聡
で
な
い
」の「
明
」

と
「
聡
」
は
、

「『
遠
き
を
視
る
は
こ
れ
明
、
聴
の
徳
は
こ
れ
聡
』
と
あ
る
よ
う
に
、
遠
く
が
見

え
る
こ
と
を
明
と
言
い
、
見
え
る
の
が
遠
く
な
け
れ
ば
、
明
と
言
え
な
い
。
は
っ

き
り
と
聞
こ
え
る
こ
と
を
聡
と
言
い
、
聞
こ
え
る
の
が
は
っ
き
り
で
な
け
れ
ば
、

聡
と
言
え
な
い
。
見
る
こ
と
と
聞
く
こ
と
は
物
で
あ
り
、
聡
と
明
は
則
で
あ
る
。

口
の
味
に
お
け
る
こ
と
、
鼻
の
臭
い
に
お
け
る
こ
と
ま
で
推
せ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
当

然
の
則
が
な
い
も
の
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
窮
理
と
は
、
こ
れ
を
窮
め
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
」

（
十
二
）

と
い
う
文
に
い
う
「
聡
明
」
と
同
義
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
聡
明
」
は
即
ち
、
耳
や

目
の
、
最
も
良
い
状
態
で
の
働
き
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
姦
声
・
淫
声
」

を
聴
く
こ
と
や
「
乱
色
・
邪
色
」
を
見
る
こ
と
が
そ
の
耳
と
目
の
持
つ
本
来
の
あ

る
べ
き
働
き
を
失
わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
奸
声
・
淫
声
」
を
聴
く
こ
と
や
「
乱
色
・
邪
色
」
を
見
る
こ
と
は
、「
非
礼
」

の
行
為
で
あ
る
が
、
実
際
、「
だ
い
た
い
僅
か
に
少
し
の
私
意
が
あ
れ
ば
、
す
な

わ
ち
『
非
礼
』
で
あ
る
」、「『
非
礼
』
の
と
こ
ろ
は
つ
ま
り
私
意
で
あ
る
」

（
十
三
）な

ど

と
も
い
う
よ
う
に
、「
非
礼
」
の
行
為
は
即
ち
「
私
意
」
に
従
っ
て
の
行
為
で
も

あ
る
。
つ
ま
り
、
耳
や
目
の
感
覚
器
官
の
働
き
が
「
私
意
」
に
妨
げ
ら
れ
て
そ
の

機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
故
に
、「
目
は
見
、
耳
は
聴
く
」
の
よ
う
な
感
覚
器
官
の
働
き
と

し
て
の
「
人
心
」
に
お
い
て
も
「
私
意
」
に
妨
げ
ら
れ
て
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き

働
き
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
「
危
険
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
生
命
を
維
持
す
る
為
の
生
理
的
欲
求
や
人
間
身
体
の
諸
器
官
の
働
き
は
、「
人

心
」
で
あ
り
、
善
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
人
心
は
比
較
的
に
人
に
と
っ
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て
切
実
な
も
の
で
あ
る
」

（
十
四
）が

故
に
、飲
食
に
お
い
て
は
美
味
を
求
め
る
と
い
う
「
人

欲
」
に
流
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
視
聴
に
お
い
て
は
「
姦
声
」「
淫
声
」

を
聴
き
、「
乱
色
」「
邪
色
」
を
見
る
と
い
っ
た
「
私
意
」
に
従
っ
て
の
行
為
は
視

聴
に
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き
働
き
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
朱
子
は
、

「
思
う
に
、
人
心
は
向
か
う
の
が
悪
に
ゆ
き
易
い
か
ら
、
そ
こ
で
『
危
』
の
字
を

下
し
た
の
で
あ
ろ
う
」

（
十
五
）と

い
う
説
明
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
「
人
欲
」
と
「
私
意
」
は

「
ま
た
お
尋
ね
し
た
。『
渣
滓
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。』
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ

た
。『
渣
滓
は
私
意
・
人
欲
で
あ
る
。
天
地
と
同
体
の
と
こ
ろ
は
、例
え
ば
理
義（
つ

ま
り
理
）
の
精
英
で
あ
る
。
渣
滓
は
私
意
・
人
欲
の
ま
だ
消
え
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
。
人
と
天
地
は
も
と
も
と
一
体
で
あ
り
、
た
だ
渣
滓
が
ま
だ
除
去
さ
れ
て
い

な
い
が
為
に
、
そ
こ
で
隔
た
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
渣
滓
が
な
け
れ
ば
、
天

地
と
一
体
で
あ
る
。』」

（
十
六
）

と
あ
る
よ
う
に
、
朱
子
は
即
ち
「
渣
滓
」
だ
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
子

は
、
人
間
の
「
心
」
に
つ
い
て
、
物
理
的
な
構
造
と
そ
れ
の
働
き
と
の
両
面
を
詳

し
く
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
人
間
の
臓
器
と
し
て
の
心
臓
の
内
部
の
空
間
に

は
精
英
の
気
、
つ
ま
り
凝
固
し
て
も
実
質
を
持
つ
実
体
を
構
成
し
な
い
最
も
清
ら

か
な
気
が
集
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
精
英
の
気
が
受
け
皿
と
し
て
天
か
ら
賦
与
さ
れ

た
仁
義
礼
智
の
理
を
受
け
止
め
て
そ
れ
を
人
間
の
本
然
の
性
と
し
て
心
に
留
め
る

の
で
あ
る
。
だ
が
、
聖
人
以
外
の
人
間
に
お
い
て
は
、
人
に
よ
っ
て
程
度
の
差
が

あ
る
も
の
の
、
そ
の
精
英
の
気
に
は
多
少
の
濁
り
が
付
着
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
濁
り
が
即
ち
渣
滓
で
あ
る
。
本
然
の
性
と
し
て
の
仁
義
礼
智
が
そ
の
渣
滓
に

覆
わ
れ
て
人
間
の
視
聴
言
動
に
そ
の
ま
ま
顕
現
で
き
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
、
不
善
が
生
ず
る
の
で
あ
る
」

（
十
七
）。

そ
こ
で
、「
渣
滓
」

を
融
か
し
て
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り（

十
八
）、

そ
の
「
渣
滓
」
を
融
か
す

こ
と
は
即
ち
、「
変
化
気
質
」
で
あ
る
。
以
下
で
は
、「
変
化
気
質
」
は
具
体
的
に

如
何
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　
　三

　
朱
子
に
お
い
て
は
、「
こ
の
性
が
あ
れ
ば
、
こ
の
情
を
発
生
し
、
こ
の
情
に
よ
っ

て
、
こ
の
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
十
九
）と

あ
り
、「
情
」
は
「
性
」
か
ら
発
生
し

た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
方
で
は
、「『
物
を
感
じ
て
動
く
』
は
、
つ
ま

り
情
で
あ
る
」、「
た
だ
情
は
物
に
接
し
て
発
生
し
、
道
が
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
よ

う
に
（
発
し
て
）
行
く
も
の
で
あ
る
」、「（
人
間
の
）
体
が
既
に
形
成
さ
れ
る
と
、

外
物
が
そ
の
体
に
接
触
し
て
（
人
間
の
心
が
）
胸
中
に
動
く
。
そ
の
胸
中
（
の
心
）

が
動
い
て
七
情
が
出
る
の
で
あ
る
」

（
二
十
）な

ど
と
も
あ
り
、「
情
」
は
、
人
間
が
外
部

の
事
物
に
接
し
て
外
物
を
感
じ
、
そ
の
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
心
」
の

動
き
と
も
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、「
情
」
は
「
性
」
か
ら
発
生
し

た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
、
外
部
の
事
物
を
感
じ
る
こ
と
が
そ
の
「
心
」

の
動
き
を
引
き
起
こ
す
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
「
情
」
の
発
生
の
原
因
と
な
っ
て

い
る
、
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　「
感
じ
る
」
と
い
う
働
き
を
す
る
も
の
は
、朱
子
に
あ
っ
て
は
、即
ち
「
知
」「
知

覚
」
で
あ
り
、「
情
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

（
二
十
一
）。「

情
」
と
し
て
の
「
知
覚
」
は
動



朱
子
の
「
変
化
気
質
」

　
　孫

　路
易

（5）

く
も
の
で
あ
る
が
、

先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
喜
怒
哀
楽
は
つ
ま
り
物
を
感
じ
て
そ
こ
で
生
ず
る
も

の
で
あ
り
、
鏡
の
中
の
虚
像
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
鏡
が
ま
だ
物
を
映
し
て
い

な
い
時
は
、
ど
う
し
て
虚
像
が
あ
ろ
う
か
。」
お
尋
ね
し
た
。「
そ
れ
で
は
、『
静

の
中
に
物
が
有
り
』
は
、つ
ま
り
鏡
の
中
の
光
輝
く
も
の
で
す
か
。」
先
生
は
お
っ

し
ゃ
っ
た
。「
こ
れ
は
正
解
に
近
い
言
い
方
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
静
の
中
に
物
が
有
り
』
と
は
、
た
だ
知
覚
は
そ
れ
で

あ
る
。」
お
尋
ね
し
た
。「
程
伊
川
は
『
知
覚
と
言
う
と
、
こ
れ
が
動
く
も
の
だ
』

と
言
っ
て
い
ま
す
が
。」
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
そ
れ
は
恐
ら
く
程
伊
川
が
言

い
過
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
ど
う
い
う
も
の
を
知
り
、
ど
う
い
う
も
の
を
覚
る

と
言
え
ば
、
例
え
ば
寒
さ
を
知
り
、
暖
か
さ
を
覚
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
知
覚
と
い

う
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
だ
ど
ん
な
事
物
を
も
知
覚
し
て
い
な
い
が
、
し

か
し
知
覚
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
そ
の
『
静
』
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
の

だ
ろ
う
か
。
」

（
二
十
二
）

と
い
う
対
話
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
朱
子
に
お
い
て
は
、
動
か
な
い
「
知
覚
」

の
存
在
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
か
な
い
「
知
覚
」
は
、「
情
」

と
し
て
の
「
知
覚
」
に
対
し
て
言
え
ば
、
即
ち
「
性
」
と
し
て
の
「
知
覚
」
で
あ

ろ
う
。「
性
」
に
「
知
覚
」
と
い
う
機
能
・
能
力
が
あ
る
が
故
に
、
人
間
が
外
物

と
接
し
た
時
に
「
知
覚
」
と
い
う
機
能
が
働
い
て
外
物
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。「
こ

の
性
が
あ
れ
ば
、
こ
の
情
を
発
生
し
、
こ
の
情
に
よ
っ
て
、
こ
の
性
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
語
は
正
し
く
、
か
か
る
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
人
間
は
外
物
と
接
し
て
外
物
を
感
じ
、
外
物
を
感
じ
て
「
情
」
が
生
ず
る
の
で

あ
る
が
、「
こ
の
心
の
本
体
に
は
も
と
も
と
不
善
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
不

善
に
流
れ
る
の
は
、
情
が
物
に
遷
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
」

（
二
十
三
）と

あ
り
、
こ
こ
で

は
、「
情
が
物
に
遷
っ
て
」
が
「
心
」
が
不
善
に
流
れ
る
原
因
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
で
は
、「
情
が
物
に
遷
っ
て
」
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。

　
人
間
の
物
へ
の
認
識
は
、
物
に
接
触
し
て
そ
の
物
を
感
じ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

「
人
に
は
『
知
』
が
な
い
人
は
な
く
、『
知
』
と
は
、
当
然
備
わ
る
も
の
で
あ
る
。

物
に
接
す
れ
ば
、『
知
』
は
そ
れ
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
て
そ
こ
で
好
悪
が

あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。」

「『
善
を
択
び
て
之
に
従
ふ
』
は
、
既
に
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
質
問

し
た
。
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
ま
だ
択
ん
で
い
な
い
時
は
、
ま
だ
善
悪
を
弁

別
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
択
ん
で
後
に
善
悪
が
分
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え

ば
幾
つ
か
の
物
が
、
好
悪
（
好
き
な
物
と
嫌
い
な
物
）
が
混
ざ
っ
て
こ
こ
に
あ
り
、

ど
れ
が
好
き
か
を
択
び
出
し
、
ど
れ
が
嫌
い
か
を
択
び
捨
て
る
の
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
あ
れ
こ
れ
択
ん
で
い
る
う
ち
に
、
自
然
に
好
悪
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。」

「
例
え
ば
好
悪
は
情
で
あ
る
が
、『
好
色
を
好
み
、
悪
臭
を
悪
む
』
は
、
意
で
あ

る
。
」

（
二
十
四
）

と
あ
る
よ
う
に
、
物
を
感
じ
て
か
ら
「
知
」
が
働
い
て
そ
の
物
を
十
分
に
知
り
、

物
を
知
っ
て
か
ら
分
別
が
行
わ
れ
、
そ
の
分
別
が
「
好
悪
」
と
い
う
「
情
」
で
現

れ
る
、
と
い
う
過
程
を
経
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
実
際
、

認
識
と
い
う
人
間
内
面
の
心
的
活
動
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。



岡
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「
知
は
そ
れ
を
十
分
に
知
る
」
の
「
知
」
は
、「
知
覚
」
つ
ま
り
感
覚
す
る
こ
と

と
「
知
識
」
つ
ま
り
識
別
す
る
こ
と
で
あ
り

（
二
十
五
）、「

そ
こ
で
好
悪
が
あ
る
」「
自
然
に

好
悪
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
の
「
好
悪
」
は
「
情
」
に
属
し
、
人
間
の
、
外
物

を
識
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
そ
の
外
物
に
対
す
る
反
応
で
あ
り
、「
好
色

を
好
み
、
悪
臭
を
悪
む
」
の
「
好
悪
」
も
「
情
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実

際
「
意
」
で
あ
っ
て
、
あ
る
具
体
的
な
外
物
に
対
し
て
向
か
う
人
間
の
志
向
的
情

感
で
あ
る

（
二
十
六
）。

　
つ
ま
り
、
人
間
が
外
物
と
接
す
る
と
、
身
体
の
感
覚
器
官
に
備
わ
っ
て
い
る
感

覚
機
能
が
働
い
て
外
物
を
感
覚
し
、
そ
の
感
覚
（「
知
」）
に
よ
っ
て
外
物
を
識
別

し
、そ
の
識
別
（「
知
」）
に
よ
っ
て
外
物
に
対
し
て
反
応
し
、そ
の
反
応
（「
好
悪
」）

が
人
間
に
外
物
に
対
し
て
向
か
う
志
向
的
な
情
感
（「
意
」）
を
抱
か
せ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
外
物
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
人
間
内
面
の
心
的
活
動
の

全
部
で
あ
り
、
こ
の
心
的
活
動
に
お
い
て
、
識
別
を
意
味
す
る
「
知
」
が
中
心
的

な
部
分
を
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、「
天
地
の
心
は
霊
的
で
な
い
と
は
言

え
な
い
が
、
た
だ
人
間
の
よ
う
に
思
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
及
ば
な
い
」、「
人

の
心
は
思
慮
し
な
い
と
い
う
道
理
が
な
い
」、「
例
え
ば
耳
の
聴
く
、
目
の
見
る
、

鼻
の
嗅
ぐ
、
口
の
話
す
、
心
の
思
う
、
こ
れ
は
自
然
に
こ
の
よ
う
に
働
く
の
で
あ

る
」

（
二
十
七
）と

あ
り
、心
の
活
動
に
は
「
思
慮
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
思
」

は
「
心
」
の
働
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、「
思
慮
」「
思
」（

二
十
八
）

は
、
上
述
の
心
的

活
動
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
お
尋
ね
し
た
。『
知
と
思
、人
の
身
に
お
い
て
最
も
重
要
で
す
ね
。』先
生
は
お
っ

し
ゃ
っ
た
。『
そ
の
通
り
だ
。
二
者
も
た
だ
一
つ
の
事
に
過
ぎ
な
い
。
知
を
手
の

よ
う
な
も
の
に
譬
え
れ
ば
、
思
は
そ
の
手
を
仕
事
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
思
は
知

を
使
う
も
の
で
あ
る
。』
」

（
二
十
九
）

と
あ
り
、「
思
」
は
「
知
」
つ
ま
り
感
覚
と
識
別
を
働
か
せ
る
働
き
で
あ
り
、「
知
」

を
使
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
思
」
は
「
知
」
を
通
し
て
現
れ
る
も
の
だ

か
ら
、「
思
」
と
「
知
」
は
同
一
物
と
見
て
も
よ
い
と
い
う
側
面
と
、「
思
」
が
「
知
」

を
使
う
そ
の
使
い
方
、
つ
ま
り
「
知
」
の
働
き
方
ま
で
を
も
決
め
る
と
い
う
側
面
、

と
い
う
両
面
が
「
思
」
に
備
わ
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
思
」
は
人
間
の
心
的
活
動
に
お
い
て
最
も
枢
要
な
働
き
を
担
っ
て
い
る
も
の
と

言
え
よ
う
。
か
か
る
「
思
」
が
、

お
尋
ね
し
た
。「『
思
慮
に
発
す
れ
ば
善
と
不
善
が
あ
る
』
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
不

善
の
生
ず
る
に
は
二
つ
の
原
因
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
思
慮
か
ら
知
ら
ず
知
ら
ず

に
発
生
し
た
も
の
と
、
外
物
の
誘
惑
が
こ
の
思
慮
を
引
き
動
か
し
た
も
の
と
で
あ

る
。
邪
し
ま
を
防
ぐ
方
法
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
す
。
思
慮
か
ら
発
し
た
時
は
、
一
層
省
察
し
、
事
や
行
為
に
現
せ
な
い
の
で

す
。
物
が
誘
惑
す
る
時
は
、
つ
ま
り
視
聴
言
動
に
お
い
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
肝
心
な
と
こ
ろ
は
ま
た
た
だ
『
持
敬
』『
惟
敬
』

に
あ
り
、（
そ
う
で
あ
れ
ば
）
心
身
の
内
外
が
粛
然
と
な
り
、
両
方
に
そ
の
努
力

を
致
せ
ば
、
自
ず
と
心
身
の
両
方
と
も
に
問
題
が
な
く
な
る
の
で
す
が
。」
先
生

は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「（
悪
を
）
発
生
す
る
と
こ
ろ
は
二
つ
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
、

正
し
い
。
し
か
し
要
す
る
に
思
慮
か
ら
発
生
し
た
も
の
も
、
ま
た
外
か
ら
来
た
の

で
あ
る
。
天
理
は
渾
然
と
し
て
一
つ
で
あ
る
。
不
善
で
あ
れ
ば
、
天
理
か
ら
出
た
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も
の
で
は
な
い
。
天
理
か
ら
出
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
外
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。

視
聴
言
動
は
、
内
外
（
つ
ま
り
心
身
）
を
兼
ね
て
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
専
ら
外

面
（
視
聴
言
動
）
に
お
い
て
努
力
す
れ
ば
よ
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
し

内
面
に
は
内
面
に
お
い
て
の
努
力
の
仕
方
が
あ
り
、
外
面
に
は
ま
た
外
面
に
お
い

て
の
努
力
の
仕
方
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
内
と
外
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、

こ
の
道
理
が
な
い
の
だ
」

（
三
十
）

と
い
う
対
話
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
不
善
を
生
ず
る
時
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
不
善
は
即
ち
、「
情
が
物
に
遷
っ
て
」
生
じ
た
不
善
で
あ
ろ
う
。

　
人
間
は
物
を
認
識
す
る
そ
の
認
識
の
過
程
に
お
い
て
、「
思
」
が
最
も
枢
要
な

働
き
を
担
っ
て
い
る
が
、
不
善
を
生
ず
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
不
善
は
「
私
意
」

が
「
思
」
に
影
響
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、

具
体
的
に
如
何
に
し
て
「
私
意
」
を
排
除
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　
　四

　『
孟
子
』
に
「
耳
目
の
官
は
思
わ
ず
し
て
、
物
に
蔽
わ
る
。
物
が
物
と
交
れ
ば
、

則
ち
之
を
引
く
の
み
。
心
の
官
は
則
ち
思
ふ
。
思
え
ば
則
ち
之
を
得
、
思
わ
ざ
れ

ば
則
ち
得
ざ
る
な
り
。
此
れ
天
の
我
に
與
う
る
所
の
者
な
る
も
、
先
ず
其
の
大
い

な
る
者
を
立
つ
れ
ば
、
則
ち
其
の
小
な
る
者
奪
ふ
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
此
れ
を

大
人
と
為
す
の
み
」（
告
子
上
）
と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
朱
子
は
、

「
官
の
言
と
為
る
や
司
る
な
り
。
耳
は
聽
く
こ
と
を
司
り
、
目
は
視
る
こ
と
を
司

り
、
各
お
の
職
と
す
る
所
有
れ
ど
も
思
ふ
こ
と
能
は
ず
、
是
を
以
て
外
物
に
蔽
わ

る
。
既
に
思
ふ
こ
と
能
は
ず
し
て
外
物
に
蔽
わ
る
れ
ば
、
則
ち
亦
た
一
物
な
る
の

み
。
又
た
外
物
を
以
て
此
の
物
と
交
は
る
と
き
は
、
其
の
之
を
引
い
て
去
る
こ
と

難
か
ら
ず
。
心
は
則
ち
能
く
思
ひ
、
而
し
て
思
ふ
を
以
て
職
と
為
す
。
凡
そ
事
物

の
来
た
る
と
き
に
、
心
其
の
職
を
得
れ
ば
、
則
ち
其
の
理
を
得
て
、
物
蔽
ふ
こ
と

能
は
ず
、
其
の
職
を
失
え
ば
、
則
ち
其
の
理
を
得
ず
し
て
、
物
来
た
り
て
之
を
蔽

ふ
。
此
の
三
者
は
、
皆
な
天
の
以
て
我
に
與
う
る
所
の
者
に
し
て
、
心
を
大
な
り

と
為
す
。
若
し
能
く
以
て
之
を
立
つ
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
事
思
は
ざ
る
こ
と
無

く
し
て
、
耳
目
の
欲
も
之
を
奪
ふ
こ
と
能
は
ず
、
此
れ
大
人
と
為
す
所
以
な

り
。
」

（
三
十
一
）

と
解
釈
し
て
い
る
。
身
体
の
諸
器
官
に
お
い
て
、
耳
の
職
務
は
聴
く
こ
と
で
あ
り
、

目
の
職
務
は
見
る
こ
と
で
あ
り
、
耳
と
目
が
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が

為
に
外
物
と
接
す
る
と
、
外
物
に
影
響
さ
れ
や
す
い
（
つ
ま
り
物
欲
に
覆
わ
れ
て

そ
の
本
来
あ
る
べ
き
働
き
が
で
き
な
く
な
る
）
の
で
あ
る
。「
心
」
は
「
思
」
つ

ま
り
考
え
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
る
か
ら
、「
心
」
が
そ
の
職
務
を
果
た
せ
る

時
は
、「
理
」
を
獲
得
し
て
、
そ
こ
で
耳
や
目
は
外
物
に
引
か
れ
る
こ
と
が
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
、「
思
」
が
耳
や
目
を
「
理
」
に
従
っ
て
働
か
せ
る
こ

と
で
あ
ろ
う

（
三
十
二
）。

　「
思
」
の
職
務
は
「
理
」
を
獲
得
し
、そ
し
て
視
聴
言
動
を
そ
の
「
理
」
に
従
っ

て
行
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。「
理
」
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、「
窮
理
は
、
道
理
を
理

解
し
尽
す
こ
と
で
あ
る
」、「
窮
理
は
『
知
』
の
字
に
お
い
て
言
う
も
の
で
あ
る
」

（
三
十
三
）

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、即
ち
「
窮
理
」
で
あ
ろ
う
。
朱
子
の
い
う
「
理
」
に
は
、「
理

は
、
人
間
の
意
図
の
如
き
も
の
が
全
く
含
ま
れ
な
い
自
然
な
る
も
の
、
本
然
の
性



岡
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（
仁
義
礼
智
）
ま
た
は
貧
富
・
貴
賤
・
死
生
・
寿
夭
な
ど
と
い
っ
た
運
命
的
な
規
定
、

行
為
の
準
則
や
事
物
の
扱
い
方
や
物
の
使
い
方
、
人
間
に
内
在
す
る
仁
義
礼
智
と

い
っ
た
道
徳
の
徳
目
、
事
物
に
内
在
す
る
そ
の
ど
う
い
う
働
き
を
す
る
か
を
決
め

る
も
の
と
し
て
の
機
能
・
能
力
、
事
物
の
働
き
の
あ
る
べ
き
様
と
し
て
の
準
則
、

と
い
っ
た
内
容
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
が
集
ま
っ
て
一
つ
の
体

系
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
体
系
の
全
体
を
も
理
と
呼
ば
れ
る
の
で

あ
る
」

（
三
十
四
）と

い
う
よ
う
な
幾
つ
か
の
内
容
が
あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
事
物
の
働
き
の

あ
る
べ
き
様
と
し
て
の
準
則
」
を
知
る
こ
と
が
、

「
遠
く
が
見
え
る
こ
と
を
明
と
言
い
、
見
え
る
の
が
遠
く
な
け
れ
ば
、
明
と
言
え

な
い
。
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
る
こ
と
を
聡
と
言
い
、
聞
こ
え
る
の
が
は
っ
き
り
で

な
け
れ
ば
、
聡
と
言
え
な
い
。
見
る
こ
と
と
聞
く
こ
と
は
物
で
あ
り
、
聡
と
明
は

則
で
あ
る
。
口
の
味
に
お
け
る
こ
と
、
鼻
の
臭
い
に
お
け
る
こ
と
ま
で
推
せ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
当
然
の
則
が
な
い
も
の
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
窮
理
と
は
、
こ
れ
を
窮
め

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

（
三
十
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
窮
理
」
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
物
の
機
能
・
能
力
は
そ
の

物
の
働
き
方
を
決
め
る
が
、
機
能
・
能
力
が
衰
え
る
と
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
働
き

を
行
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
の
準
則
や
事
物
の
扱
い
方
や
物
の
使
い
方
は
事

物
の
本
来
の
あ
る
べ
き
働
き
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
道
徳
の
徳

目
は
人
間
だ
け
が
そ
の
全
体
を
得
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
貧
富
・
貴
賤
・
死
生
・

禍
福
・
寿
夭
と
い
っ
た
運
命
的
な
規
定
も
「
理
」
で
は
あ
る
が
、

「
聖
人
は
全
く
『
命
』（
運
命
的
な
規
定
）
に
関
心
が
な
く
、
た
だ
『
義
』
の
如

何
（
道
理
に
適
っ
て
い
る
か
否
か
）
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
貧
富
・
貴
賤
を
問
わ

ず
、
た
だ
『
義
』
だ
け
を
重
ん
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
境
遇
に
安
ん
ず
る
と
言
う
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
顔
子
の
陋
巷
に
安
ん
ず
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
運
命
の
如
何
を

考
え
た
こ
と
が
な
い
も
の
だ
。」

「
富
貴
・
死
生
・
禍
福
・
貴
賤
は
皆
、
稟
受
し
た
気
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
変
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
」

（
三
十
六
）

と
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、「
窮
理
」
の
対
象
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で

あ
り
、「
変
化
気
質
」
の
対
象
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

朱
子
の
い
う
「
窮
理
」
は
、
基
本
的
に
は
「
事
物
の
働
き
の
あ
る
べ
き
様
と
し
て

の
準
則
」
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　「
窮
理
」
に
は
、
基
本
的
に
は
「
即
物
窮
理
」（

三
十
七
）

と
「
読
書
窮
理
」
と
の
二
つ
の

内
容
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
朱
子
の
い
う
「
学
」
の
内
容
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

「
学
は
、そ
の
事
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
読
書
は
つ
ま
り
学
で
あ
り
、じ
っ

く
り
と
そ
の
中
の
義
理
（
つ
ま
り
理
）
を
精
密
に
思
索
し
て
は
じ
め
て
得
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
事
に
当
た
る
こ
と
も
学
で
あ
り
、
し
か
し
こ
の
事
の
道
理

は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
を
思
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
だ
没
頭
し
て
当
た
る

だ
け
で
、
こ
の
事
の
道
理
を
思
索
し
な
け
れ
ば
、（
道
理
に
）
暗
く
て
得
る
こ
と

が
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
何
の
拠
り
所
も
な
く
思
索
し
、
ま
た
当
た
っ
て
い
る
事

に
即
し
て
仔
細
に
観
察
す
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
心
は
い
つ
ま
で
も
落
ち
着
か

な
い
の
で
あ
る
。
必
ず
事
と
思
索
が
互
い
に
関
連
し
て
道
理
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」

「
事
々
物
々
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
理
が
あ
り
、
事
物
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
理
は
知
り
難
い
。
事
に
即
し
物
に
即
す
る
の
は
、
そ
の
理
を
見
よ
う
と
す
る
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為
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
見
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
但
し
必
ず
本
当
に

事
物
に
お
い
て
そ
の
道
理
を
見
得
て
、
は
じ
め
て
自
分
に
有
益
に
な
る
の
で
あ

る
。
」

（
三
十
八
）

と
あ
り
、「
読
書
」
も
「
事
に
当
た
る
」
も
皆
「
学
」
で
あ
り
、「
学
」
は
即
ち
、

思
索
し
て
（
つ
ま
り
「
思
」
が
働
い
て
）「
理
」
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。「
即
物
窮

理
」
の
「
物
」
は
「
事
物
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
（
本
稿
の
注
の
三
十
七
）、

だ
か
ら
、「
即
物
窮
理
」
は
即
ち
「
即
事
即
物
窮
理
」
の
意
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
語
類
』
に
は
「
即
物
窮
理
」
と
い
う
語
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。「
即

物
窮
理
」
よ
り
も
「
格
物
窮
理
」
と
い
う
語
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
格
物
と
は
、『
格
』
は
尽
く
す
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
事
物
の
理
を
窮
め
尽
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
二
、
三
割
を
窮
め
得
た
だ
け
な
ら

ば
、
ま
だ
格
物
で
は
な
い
。
必
ず
十
割
ま
で
を
窮
め
尽
し
て
こ
そ
格
物
で
あ
る
。」

「
こ
の
道
理
を
一
つ
の
現
実
離
れ
の
も
の
と
見
な
す
人
が
多
い
の
で
あ
る
。『
大

学
』
に
は
窮
理
を
言
わ
ず
、
格
物
を
し
か
言
わ
な
い
の
は
、
人
に
事
物
に
即
し
て

（
理
を
）
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
『
実

体
』
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
『
実
体
』
と
は
、
事
物
に
即
し
て
で
な

け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
船
を
作
っ
て
水
上
を
行

き
、
車
を
作
っ
て
陸
地
を
行
く
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
、
試
し
に
多
く
の
人

の
力
を
合
わ
せ
て
共
に
一
艘
の
船
を
陸
地
の
上
で
推
し
て
も
、
必
ず
進
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
船
は
本
当
に
陸
地
を
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
実
体
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」

（
三
十
九
）

と
あ
る
。「
格
物
」
は
、「
物
を
尽
く
す
」
の
意
で
あ
り
、
事
物
の
理
を
十
割
ま
で

を
窮
め
尽
す
こ
と
で
あ
り
、
物
の
「
実
体
」
つ
ま
り
物
の
機
能
・
能
力
を
究
明
す

る
も
の
で
あ
り
、「
格
物
」
と
「
窮
理
」
は
ほ
ぼ
同
義
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
「
実

体
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
は
、「
実
験
を
通
し
て
物
の
機
能
・
能

力
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
含
意
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
お
尋
ね
し
た
。『
一
本
の
草
、
一
本
の
木
に
は
ま
た
皆
理
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、ど
う
や
っ
て
格
す
（
つ
ま
り
窮
め
尽
す
）
の
で
す
か
。』
先
生
は
お
っ

し
ゃ
っ
た
。『
こ
れ
は
推
し
て
言
え
ば
、
草
木
で
も
ま
た
理
が
あ
る
の
だ
。
一
本

の
草
、
一
本
の
木
、
ど
う
し
て
格
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
麻
・

麦
・
稲
・
粱
は
、
い
つ
種
を
撒
き
、
い
つ
収
穫
、
土
地
は
肥
沃
な
の
か
、
土
地
は

や
せ
て
い
る
の
か
、（
土
地
の
）
気
質
が
異
な
り
、
こ
こ
に
は
ど
う
い
う
植
物
を

植
え
る
の
に
適
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
皆
理
が
あ
る
の
だ
。』」

（
四
十
）

と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
植
物
学
的
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
故

に
、
朱
子
の
い
う
「
格
物
窮
理
」
に
は
事
物
に
関
す
る
科
学
的
な
知
識
を
獲
得
す

る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　「
読
書
窮
理
」
に
つ
い
て
は

「
読
書
は
既
に
第
二
義
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
の
生
き
る
道
理
は
最
初
か
ら
完
全

に
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
読
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
思
う
に
、

ま
だ
経
験
が
浅
く
知
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
、
聖
人
は
多
く
の
こ
と
を
経
験
し

て
（
人
の
生
き
る
道
理
を
）
知
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
冊
に
書
い
て
人
に
伝
え
る
の

で
あ
る
。
い
ま
読
書
す
る
の
は
、
た
だ
多
く
の
道
理
を
理
解
す
る
為
で
あ
る
。
理

解
し
得
る
と
、（
そ
れ
ら
の
道
理
は
）
ま
た
皆
自
身
に
最
初
か
ら
も
と
も
と
あ
る

も
の
で
あ
り
、
外
か
ら
徐
々
に
加
え
て
来
て
得
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

（
四
十
一
）
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と
あ
り
、「
読
書
」
は
、
聖
人
の
書
い
た
書
物
を
読
む
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
書

物
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
人
間
の
生
き
る
道
理
を
知
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
道
理

は
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
は
、「
読
書
」
は
「
第
二
義
」
つ
ま
り
二
次
的
な
も
の
と
、
朱
子

は
明
言
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
「
第
一
義
」
の
も
の
と
は
、
何
か
。

　
　
　五

　
朱
子
の
い
う
「
学
」
に
お
け
る
「
第
一
義
」
の
も
の
は
、

「『
敬
』
の
字
の
工
夫
（
修
錬
）
こ
そ
、
儒
教
の
第
一
義
で
あ
り
、
最
初
か
ら
最

後
ま
で
ほ
ん
の
僅
か
の
中
断
も
で
き
な
い
の
だ
」

「
孟
子
は
言
う
、『
学
問
の
道
は
他
な
し
、其
の
放
心
を
求
む
る
の
み
』（「
告
子
上
」）

と
。
こ
れ
は
最
も
学
ぶ
こ
と
の
第
一
義
で
あ
る
。」

「『
敬
』
の
字
に
つ
い
て
は
、
先
学
は
皆
あ
ま
り
に
も
軽
く
説
い
た
の
で
あ
る
が
、

た
だ
程
子
だ
け
が
重
要
視
し
た
の
で
あ
る
。
人
は
た
だ
放
心
を
求
め
る
だ
け
で
あ

る
。
心
と
は
何
か
、
た
だ
一
つ
の
『
敬
』
に
過
ぎ
な
い
。
人
は
僅
か
に
『
敬
』
う

時
に
、
こ
の
心
が
体
に
あ
る
の
だ
。
」

（
四
十
二
）

と
あ
る
諸
節
が
示
す
よ
う
に
、『
孟
子
』
に
い
う
「
放
心
を
求
む
」
る
こ
と
で
あ

る
が
、
即
ち
「
敬
」
の
「
工
夫
」
で
あ
る
。
こ
の
「
敬
」
の
「
工
夫
」
は
つ
ま
り
、

朱
子
哲
学
に
い
う
「
主
敬
」「
持
敬
」「
居
敬
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　「
敬
」
に
つ
い
て
は
、

「
こ
の
心
は
常
に
卓
然
と
し
て
公
正
で
、
私
意
が
な
け
れ
ば
、
即
ち
敬
で
あ
る
。

少
し
の
計
算
が
あ
れ
ば
、少
し
の
心
が
緩
む
兆
し
が
あ
れ
ば
、即
ち
不
敬
で
あ
る
。」

「
敬
と
は
、
一
つ
の
事
と
見
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
分
の
『
精
神
』
を
収
斂
し

て
、
専
一
し
て
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
」

（
四
十
三
）

な
ど
と
あ
り
、「
敬
」
は
つ
ま
り
、
心
に
「
私
意
」
が
な
く
、「
精
神
」
を
専
一
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
精
神
」
と
は
、

「
お
尋
ね
し
た
。『
敬
は
ど
う
や
っ
て
修
練
す
る
の
で
す
か
。』先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ

た
。『
た
だ
内
面
に
お
い
て
は
で
た
ら
め
な
思
慮
が
な
く
、
外
面
に
お
い
て
は
で

た
ら
め
な
行
動
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。』」

「
お
尋
ね
し
た
。『
思
慮
は
一
つ
に
し
に
く
い
の
で
す
が
、
如
何
で
す
か
。』
先
生

は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。『
あ
て
も
な
く
思
慮
す
る
こ
と
は
、
何
の
役
に
立
つ
の
で
あ

ろ
う
か
。
私
が
思
う
に
、
道
理
を
は
っ
き
り
分
か
れ
ば
、
自
然
に
く
だ
ら
な
い
思

慮
が
な
い
の
だ
。
人
々
の
思
慮
が
ご
た
つ
く
の
は
、
た
だ
道
理
を
ま
だ
分
か
っ
て

い
な
い
だ
け
だ
か
ら
。
』

（
四
十
四
）

の
二
文
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
つ
ま
り
「
思
慮
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
故
に
、

端
的
に
言
え
ば
、「
敬
」
は
、
人
間
の
内
面
に
お
い
て
は
、
即
ち
常
に
思
慮
を
集

中
さ
せ
る
と
い
う
心
的
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
的
状
態
は
、
朱
子
哲
学
で

は
「
常
惺
惺
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る

（
四
十
五
）。

「
だ
か
ら
程
子
は
一
つ
の
『
敬
』
の
字
を
学
ぶ
者
に
示
し
て
説
い
た
の
で
あ
り
、

正
に
一
つ
の『
敬
』の
字
で
体
と
心
を
収
斂
し
て
、小
さ
い
器
具
箱（
つ
ま
り「
心
」）

の
中
に
し
ま
っ
て
お
い
て
、
放
逸
さ
せ
な
い
で
、
そ
れ
か
ら
一
事
ご
と
に
一
物
ご

と
に
道
理
を
見
る
の
だ
。
」

（
四
十
六
）

と
あ
り
、
こ
の
叙
述
か
ら
、「
敬
」
と
い
う
心
的
状
態
が
保
持
さ
れ
て
い
て
こ
そ



朱
子
の
「
変
化
気
質
」
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は
じ
め
て
事
物
の
「
理
」
を
窮
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
が
読
み
取

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
敬
」
は
即
ち
、「
思
」
と
い
う
働
き
の
、
そ
の
本
来

の
あ
る
べ
き
状
態
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、「
道
理
を
は
っ
き
り
分
か
れ
ば
、自
然
に
く
だ
ら
な
い
思
慮
が
な
い
の
だ
」

（
前
述
）
と
い
う
叙
述
は
、「
窮
理
」
が
あ
っ
て
そ
れ
か
ら
「
敬
」
の
心
的
状
態
を

保
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
実
際
、
朱
子
に
お
い
て
は
、

「
主
敬
、
窮
理
は
両
端
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
根
本
は
一
つ
で
あ
る
。」

「
学
ぶ
者
の
工
夫
（
修
練
）
は
、
た
だ
『
居
敬
』
と
『
窮
理
』
の
二
事
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
二
事
は
互
い
に
作
用
し
合
う
も
の
で
あ
る
。『
窮
理
』が
で
き
れ
ば
、『
居

敬
』
の
工
夫
も
日
々
に
進
歩
す
る
し
、『
居
敬
』
が
で
き
れ
ば
、『
窮
理
』
の
工
夫

も
日
々
に
精
密
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
人
間
の
両
足
の
よ
う
に
、
左
足
が
行

く
と
、
右
足
が
止
め
る
し
、
右
足
が
行
く
と
、
左
足
が
止
め
る
。
ま
た
一
つ
の
物

が
空
中
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
右
を
押
す
と
左
が
上
が
り
、
左
を
押
す

と
右
が
上
が
り
、
そ
の
実
は
た
だ
一
つ
の
事
で
あ
る
。」

「
学
ぶ
者
は
も
し
『
窮
理
』
を
し
な
け
れ
ば
、
道
理
を
分
か
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
窮
理
』
を
す
る
に
は
、『
敬
』
を
保
持
し
な
け
れ
ば
、
ま
た
（
道
理
を
）

得
な
い
の
だ
。『
敬
』を
保
持
し
な
け
れ
ば
、道
理
が
ば
ら
ば
ら
に
見
え
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
集
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

（
四
十
七
）

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、「
居
敬
」
は
第
一
義
で
、「
窮
理
」
は
第
二
義
だ
と
は
言
う

も
の
の
、「
居
敬
」（「
主
敬
」）
も
「
窮
理
」
も
こ
の
両
者
が
互
い
に
相
手
の
存
在

を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　
朱
子
の
い
う
「
格
物
」「
窮
理
」
に
対
し
て
、
先
学
に
は
、「
朱
熹
哲
学
に
よ
れ

ば
、
心
の
中
の
理
と
天
地
万
物
の
理
と
が
内
容
的
に
お
い
て
も
、
本
質
的
に
お
い

て
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
人
々
が
事
事
物
物
の
理
を
知
っ
た
後
に
、

理
が
、
自
在
の
も
の
か
ら
人
間
の
も
の
に
転
換
し
、
人
間
の
知
識
体
系
の
内
容
と

な
り
、
つ
ま
り
意
識
活
動
を
左
右
す
る
原
則
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
人
間
の
心
に
新
し
い
原
則
を
増
や
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間

の
心
に
は
も
と
も
と
こ
れ
ら
の
原
則
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
ら

の
原
則
は
普
段
潜
在
し
て
い
て
、
格
物
、
窮
理
を
通
じ
て
は
じ
め
て
人
間
の
現
実

の
意
識
に
お
け
る
真
の
原
則
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
朱
熹
の
思
想
に
は

一
つ
の
矛
盾
が
あ
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
現
実
過
程
に
つ
い
て
言
え
ば
、
人
間
が

事
物
を
理
解
す
る
こ
と
を
通
じ
て
理
に
つ
い
て
の
認
識
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
認
識
の
最
終
結
果
に
つ
い
て
言
え
ば
、
結
局
は
内
な
る
心
に
潜
在
し
て
い

る
理
を
現
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る

（
四
十
八
）。

し
か
し
、
朱
子
の
い
う
「
格

物
窮
理
」
を
仔
細
に
吟
味
す
る
と
、
そ
の
理
論
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
が
判
る
の
で

あ
る
。

　
朱
子
哲
学
に
は
、「
世
間
の
物
は
、
理
が
な
い
も
の
は
な
い
」、「
性
即
理
」、「
性

は
た
だ
仁
義
礼
智
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
っ
た
諸
原
則
が
あ
り

（
四
十
九
）、

そ
こ
で
、「
窮
理
は
、

例
え
ば
性
に
は
仁
義
礼
智
が
あ
り
、
そ
れ
が
発
す
れ
ば
惻
隠
、
羞
悪
、
辞
遜
、
是

非
と
な
る
よ
う
に
、
た
だ
こ
の
四
つ
だ
け
で
あ
り
、
世
間
の
万
事
万
物
を
問
わ
ず
、

こ
の
四
つ
の
内
を
出
る
も
の
は
な
い
」

（
五
十
）と

朱
子
は
い
う
が
、
し
か
し
人
間
と
万
物

を
同
一
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
人
と
万
物
の
皆
同
じ
も
の
は
、
理
で
あ

る
が
、
同
じ
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
心
で
あ
る
。
人
の
心
は
、
わ
だ
か
ま
り

が
な
く
霊
妙
で
、
多
く
の
道
理
を
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
、（
事
物
に
）
通
じ
な



岡
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い
こ
と
は
な
い
の
だ
」

（
五
十
一
）と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
と
万
物
の
違
い
に
つ
い
て

は
、
人
間
の
心
だ
け
が
多
く
の
道
理
を
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、「『
万
物
皆
我
に
備
わ
る
。
身
に
反
み
て
誠
あ

ら
ば
、
楽
焉
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
』
は
、
万
物
は
万
物
の
跡
で
は
な
く
、
た
だ

万
物
の
理
が
皆
我
に
備
わ
る
だ
け
で
あ
る
」

（
五
十
二
）と

あ
る
よ
う
に
、『
孟
子
』に
い
う「
万

物
皆
我
に
備
わ
る
」（「
尽
心
上
」）
と
い
う
観
念
を
受
け
継
い
で
そ
れ
を
「
万
物

の
理
が
皆
我
に
備
わ
る
」
と
理
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「
万
物
の
理
が

皆
我
に
備
わ
る
」
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
自
然
界
に
実
際
に
実
在
す
る
万
事

万
物
の
「
理
」
が
人
間
の
心
に
包
含
し
て
い
る
万
事
万
物
の
「
理
」
と
一
致
し
て

い
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
検
証
を
行
う
こ
と
は
即
ち

「
窮
理
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
道
理
は
必
ず
自
分
の
心
と
相
合
致
し
て
、
は
じ

め
て
そ
れ
を
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
理
を
窮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。」

（
五
十
三
）と

、
朱
子
は
「
窮
理
」
の
必
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
あ
る
人
が
お
尋
ね
し
た
。『
い
わ
ゆ
る
窮
理
と
は
、
自
分
を
か
え
り
み
て
心
に

理
を
求
め
る
こ
と
で
す
か
、
そ
れ
と
も
た
だ
ま
た
物
を
追
っ
て
物
に
求
め
る
こ
と

で
す
か
。』
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。『
そ
う
で
は
な
い
。
事
々
物
々
は
皆
一
つ
の

道
理
が
あ
り
、
十
分
に
窮
め
尽
し
得
て
、
は
じ
め
て
格
物
な
の
だ
。
こ
の
心
で
な

け
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
理
を
窮
め
る
の
か
。
ま
さ
か
物
に
は
物
の
道
理
が
あ
り
、

心
に
は
ま
た
道
理
が
あ
り
、
そ
の
心
を
使
い
果
た
せ
ば
、
全
く
物
と
接
し
て
い
な

い
の
に
、
こ
の
理
を
自
ず
と
現
せ
る
と
で
も
い
う
の
か
。
絶
対
あ
り
得
な
い
こ
と

だ
。
自
分
の
心
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
他
に
物
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
道

理
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。（
そ
う
し
な
け
れ
ば
）
物
に
お
け
る
道
理
は
誰
が
窮

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
頃
の
学
問
を
す
る
人
に
は
、
専
ら
空
や

妙
を
説
こ
う
と
し
て
、
実
に
就
こ
う
と
し
な
い
の
に
、
こ
れ
が
悟
る
こ
と
だ
と
言

う
の
だ
。
そ
れ
は
学
を
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、
学
問
に
は
こ
の
や
り
方
は
な
い
の

だ
。
悟
の
字
を
言
う
と
、
詰
問
す
る
こ
と
も
、
研
究
す
る
こ
と
も
、
是
非
を
論
ず

る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
ひ
た
す
ら
虚
談
に
な
っ
て
し
ま
い
、
最
も
人
を
惑
わ

す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
た
だ
無
学
の
人
を
欺
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
も

の
で
あ
り
、
も
し
実
学
が
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
に
欺
か
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
悟
を
言
う
と
、
も
う
学
問
で
は
な
い
の
だ
。』
」

（
五
十
四
）

と
あ
り
、
物
に
即
し
て
そ
の
物
の
理
を
窮
め
る
と
い
う
や
り
方
で
「
窮
理
」
を
行

う
べ
き
だ
と
強
調
し
な
が
ら
、
当
時
の
「
悟
る
」（
悟
る
と
い
う
や
り
方
で
理
を

得
る
）
こ
と
を
言
う
人
々
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、

「
ま
た
お
尋
ね
し
た
。『
持
敬
、
居
敬
は
如
何
で
す
か
。』
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

『
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
に
や
っ
て
行
く
の
で
あ
り
、
前
も
っ
て
か
た
を
都
合
よ
く

設
定
し
て
、
後
か
ら
徐
々
に
合
わ
そ
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
し
は
い
け
な
い

の
だ
。』
」

（
五
十
五
）

と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
居
敬
」
と
は
牽
強
付
会
を
し
な
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て

い
る
。

　
如
上
の
如
く
、
朱
子
の
い
う
「
格
物
」「
窮
理
」
は
実
際
、
人
間
の
心
に
包
含

し
て
い
る
事
物
の
理
が
そ
の
実
在
し
て
い
る
事
物
の
理
と
一
致
す
る
か
否
か
を
検

証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
致
し
て
は
じ
め
て
そ
の
実
在
し
て
い
る
事
物
の
理
を
得

た
こ
と
に
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
窮
理
」
が
行
わ
れ
る
前
に
人
間
の

心
に
万
事
万
物
の
理
を
包
含
し
て
い
る
と
理
論
上
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
と
し
て
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も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
何
の
理
も
包
含
し
て
い
な
い
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
故

に
、
上
述
の
「
認
識
の
最
終
結
果
に
つ
い
て
言
え
ば
、
結
局
は
内
な
る
心
に
潜
在

し
て
い
る
理
を
現
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
先
学
の
指
摘
は
決
し
て
正
し
い
と
は

言
え
な
い
。

　「
窮
理
」
に
つ
い
て
は
、「
凡
そ
万
事
万
物
の
理
は
皆
窮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。
ひ
た
す
ら
徹
底
的
に
窮
め
て
、
全
く
奥
底
に
遺
留
分
を
残
さ
な
け
れ
ば
、

は
じ
め
て
格
物
な
の
だ
」

（
五
十
六
）

と
い
う
の
が
原
則
で
あ
り
、「
今
日
は
既
に
一
つ
の
物（
の

理
）
を
窮
め
尽
し
得
て
、
明
日
も
ま
た
一
つ
の
物
（
の
理
）
を
窮
め
尽
し
得
て
、

や
め
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
努
力
し
て
い
く
の
だ
。
例
え
ば
、
左
足
が
一
歩
進
め

る
と
、
右
足
が
ま
た
一
歩
進
め
、
右
足
が
一
歩
進
め
る
と
、
左
足
が
ま
た
一
歩
進

め
る
よ
う
に
、
継
続
し
て
已
ま
な
け
れ
ば
、
自
然
に
貫
通
す
る
の
だ
」

（
五
十
七
）と

い
う
の

が
そ
の
具
体
的
な
や
り
方
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、「
窮
理
と
は
、
必
ず
天
下

の
理
を
窮
め
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
一
理
を
窮

め
得
た
だ
け
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
た
だ
積
み
重
ね
が
多
く
な
る
と
、

自
然
に
豁
然
と
し
て
貫
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
」
と
い
う
程
明

道
の
教
え
を
継
承
し
、
そ
の
上
に
、「
い
ま
の
人
は
、
該
博
を
務
め
る
人
は
天
下

の
理
を
窮
め
尽
そ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
要
約
を
務
め
る
人
は
ま
た
『
身
に
反
み

て
誠
あ
ら
ば
』、
天
下
の
物
が
我
に
な
い
も
の
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
ど

れ
も
正
し
く
な
い
。
例
え
ば
、
百
の
事
は
、
五
、
六
十
の
事
を
理
解
し
得
た
が
、

こ
の
三
、
四
十
の
事
は
ま
だ
理
解
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
大
体
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
」

（
五
十
八
）と

、
朱
子
は
自
分
の
見
解
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　六

　
孟
子
は
、「
孺
子
井
に
落
つ
」

（
五
十
九
）と

い
う
実
例
を
も
っ
て
人
間
の
本
来
の
「
性
」

は
善
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
こ
の
孟
子
の
「
性
善
説
」
は
後
世
の
儒
者
た
ち

に
継
承
さ
れ
つ
つ
も
、
朱
子
は
、「
孟
子
は
気
質
の
性
を
説
い
た
こ
と
は
な
い
。

程
子
が
性
を
論
じ
て
儒
教
に
貢
献
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
気
質
の
性
を
明

確
に
説
い
た
こ
と
で
あ
る
。
気
質
を
も
っ
て
論
じ
れ
ば
、
性
を
論
じ
る
説
の
異
な

る
も
の
は
、
全
部
氷
解
す
る
の
で
あ
る
」

（
六
十
）と

述
べ
、「
気
質
」
の
思
想
が
提
唱
さ

れ
て
こ
そ
、
よ
う
や
く
中
国
哲
学
に
お
い
て
の
「
性
」
を
巡
る
議
論
に
決
着
を
付

け
た
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
誰
で
も
「
気
質
」
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
聖
人
と
常
人
と
愚
人
と

の
そ
の
違
い
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
心
」
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
の
「
気
質
」

が
異
な
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
人
間
の
臓
器
と
し
て
の

心
臓
の
中
の
空
間
に
『
精
英
の
気
』
つ
ま
り
凝
固
し
て
も
実
質
の
形
質
を
形
成
し

な
い
極
め
て
清
ら
か
な
気
が
集
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
『
精
英
の
気
』
が
受
け
皿
と

な
っ
て
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
『
理
』
を
受
け
止
め
、
そ
の
受
け
と
め
た
『
理
』
は

つ
ま
り
の
仁
義
礼
智
の
『
性
』
で
あ
り
、
こ
れ
が
即
ち
人
間
の
本
来
の
『
性
』
で

あ
っ
て
『
本
然
の
性
』
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
以
外
の
人
間
は
『
精
英

の
気
』
に
濁
り
（
渣
滓
）
が
付
着
し
て
い
て
、
ま
た
そ
の
濁
り
の
度
合
に
よ
っ
て

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
心
臓
の
空
間
に
集
ま
っ
て
い
る
気
の
透
明
度
に
差
が
生
じ
、
そ

の
差
が
『
本
然
の
性
』
の
人
間
の
視
聴
言
動
へ
の
顕
現
に
影
響
し
て
、
人
間
は
人

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
『
性
』
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
異



岡
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な
る
『
性
』
は
即
ち
『
気
質
の
性
』
で
あ
る
。
聖
人
の
『
心
』
は
ほ
ん
の
少
し
の

濁
り
も
な
い
透
き
通
っ
た
透
明
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
『
本
然
の
性
』
が
濁
り
に
邪

魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
視
聴
言
動
に
現
れ
得
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

て
、
常
人
の
場
合
は
濁
り
の
邪
魔
を
受
け
て
『
本
然
の
性
』
に
従
っ
て
の
視
聴
言

動
を
行
い
得
な
い
の
が
常
態
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
本
然
の
性
』
は
善
で
あ

る
が
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
『
気
質
の
性
』
が
備
わ
る
も
の
で
、
そ
の
『
本
然

の
性
』
が
『
気
質
の
性
』
の
中
に
包
含
さ
れ
る
が
故
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
聖
人

以
外
の
人
間
で
は
、
程
度
の
差
が
あ
る
も
の
の
、
性
格
の
偏
り
、
等
の
欠
点
が
生

じ
、
そ
の
濁
り
が
比
較
的
多
く
付
着
し
て
い
る
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
悪
人
で
あ

る
」

（
六
十
一
）と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
聖
人
に
な
る
た
め
に
は
、
そ

の
「
精
英
の
気
」
に
付
着
し
て
い
る
濁
り
（
渣
滓
）
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。
そ
の
濁
り
（
渣
滓
）
の
除
去
は
即
ち
「
変
化
気
質
」
で
あ
る
。

　
朱
子
哲
学
は
、
人
間
の
「
心
」
に
お
い
て
「
一
毫
の
私
意
を
以
て
自
ら
蔽
わ
ず
、

一
毫
の
私
欲
を
以
て
自
ら
累
わ
ず
」

（
六
十
二
）を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。「
餓
え
れ
ば
食
べ
、

渇
け
ば
飲
む
」
の
よ
う
な
基
本
的
な
生
理
的
欲
求
、「
目
は
見
、
耳
は
聴
く
」
の

よ
う
な
身
体
器
官
の
働
き
は
「
人
心
」
で
あ
り
、
不
善
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、

飲
食
に
お
い
て
美
味
を
求
め
る
の
が
「
人
欲
」
で
あ
り
、視
聴
に
お
い
て
「
邪
色
」

や
「
淫
声
」
を
見
た
り
聴
い
た
り
す
る
よ
う
な
類
の
も
の
は
「
私
意
」
に
従
っ
て

の
行
為
で
あ
り
、「
人
欲
」「
私
意
」
は
、
人
間
身
体
諸
器
官
の
本
来
の
あ
る
べ
き

働
き
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、不
善
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る「
人
欲
」「
私

意
」
を
、
朱
子
は
「
渣
滓
」（
濁
り
）
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
「
渣

滓
」
を
除
去
す
る
こ
と
が
即
ち
、「
人
欲
」「
私
意
」
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
朱
子
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
気
質
」
の
思
想
に
は
「
気
質
」「
渣
滓
」
と
い
っ

た
物
理
的
な
要
素
が
「
気
質
の
性
」「
人
欲
」「
私
意
」
と
い
っ
た
「
心
」
的
な
概

念
と
関
連
対
応
さ
せ
ら
れ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
「
変
化
気
質
」
と
い
う
中
国
哲
学
の

重
要
命
題
に
明
確
な
説
明
を
与
え
る
、
と
い
う
思
想
の
営
み
が
明
瞭
に
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
故
に
、
中
国
哲
学
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
見
れ
ば
、
序
文
に
挙
げ
た

「
こ
の
路
線
は
明
ら
か
に
間
違
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
先
学
の
批
判
は
、
決

し
て
妥
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
事
物
を
感
覚
す
る
こ
と
と
識
別
す
る
こ
と
は
「
知
」
の
働
き
で
あ
る
が
、
そ
の

「
知
」
を
使
う
も
の
、
ま
た
働
か
せ
る
も
の
が
「
思
」
で
あ
る
。「
思
」
が
「
知
」

を
使
っ
て
事
物
を
感
覚
し
そ
し
て
識
別
し
て
、「
意
」
が
そ
の
「
思
」
の
識
別
に

基
づ
い
て
事
物
に
対
し
て
反
応
す
る
、
と
い
う
の
が
人
間
の
、
事
物
を
認
識
す
る

そ
の
認
識
の
過
程
で
あ
る
。
こ
の
認
識
過
程
に
お
い
て
「
思
」
は
枢
要
的
な
働
き

を
担
っ
て
い
る
。「
理
」
を
獲
得
し
そ
し
て
「
知
」
を
「
理
」
に
従
っ
て
働
か
せ

る
の
が
「
思
」
の
本
来
の
あ
る
べ
き
働
き
方
で
あ
り
、「
思
」
が
本
来
の
あ
る
べ

き
働
き
を
行
え
ば
、「
人
欲
」「
私
意
」
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、「
理
」
に
従
っ

て
の
視
聴
言
動
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
渣
滓
」
が
溶
か
さ
れ
て
人
間

心
臓
内
部
の
空
間
に
集
ま
っ
て
い
る
気
が
透
き
通
っ
た
透
明
体
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
朱
子
は
、『
孟
子
』
に
い
う
「
万
物
皆
我
に
備
わ
る
」
を
「
た
だ
万
事
万
物
の

理
は
皆
我
に
備
わ
る
だ
け
だ
」
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
で
は
、
人

間
の
「
心
」
に
備
わ
っ
て
い
る
万
事
万
物
の
「
理
」
は
実
際
に
実
在
し
て
い
る
事
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物
の
「
理
」
と
合
致
し
て
は
じ
め
て
実
在
し
て
い
る
事
物
の
「
理
」
を
得
た
こ
と

に
な
る
の
だ
と
も
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
窮
理
」
は
実
在
し
て
い
る
事
物

の
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き
働
き
の
働
き
方
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
、

こ
れ
は
即
ち
、
人
間
の
「
心
」
に
備
わ
っ
て
い
る
事
物
の
「
理
」
と
そ
の
実
際
に

実
在
し
て
い
る
事
物
の
「
理
」
と
が
合
致
す
る
か
否
か
を
検
証
す
る
作
業
で
あ
る
。

　「
窮
理
」
の
過
程
に
お
い
て
は
、「
居
敬
」、
つ
ま
り
思
慮
を
常
に
集
中
さ
せ
る

と
い
う
心
的
状
態
、
及
び
牽
強
付
会
を
し
な
い
と
い
う
心
構
え
を
保
つ
、
と
い
う

こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
朱
子
は
、「
窮
理
」
と
「
居
敬
」
を
共
に
「
学
」
の
内
容

と
す
る
が
、「
居
敬
」
は
第
一
義
で
、「
窮
理
」
は
第
二
義
だ
と
規
定
し
、「
居
敬
」

を
非
常
に
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
：

一
、�「
朱
熹
在
提
出
気
質
思
想
的
時
候
，
従
確
認
有
天
生
善
人
和
天
生
悪
人
出
発
，
明
顕

地
表
現
出
他
総
是
力
図
従
先
天
的
方
面
尋
求
問
題
的
解
決
，
這
個
路
線
顕
然
是
錯

誤
的
。」（
陳
来
著
『
朱
子
哲
学
研
究
』、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
○
○
○
年
）

一
九
八
頁
を
参
照
。

二
、�「
道
夫
問
、
気
質
之
説
、
始
於
何
人
。
曰
、
此
起
於
張
・
程
。
某
以
為
極
有
功
於
聖
門
、

有
補
於
後
学
、
読
之
使
人
深
有
感
於
張
・
程
、
前
此
未
曽
有
人
説
到
此
。」（『
語
類
』、

七
○
頁
）。
本
稿
で
は
、
中
華
書
局
の
標
点
本
『
朱
子
語
類
』（
全
八
冊
、
宋
・
黎

靖
徳
編
、
王
星
賢
点
校
、
一
九
九
四
年
）
を
用
い
、
こ
れ
を
『
語
類
』
と
略
称
す
る
。

ま
た
、『
朱
子
全
書
』（
全
二
七
冊
、
朱
傑
人
、
厳
佐
之
、
劉
永
翔
主
編
、
上
海
古

籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
用
い
、
以
下
で
は
『
全
書
』
と
略
称
す
る
。

三
、�「
聖
賢
千
言
万
語
、
只
是
教
人
明
天
理
、
滅
人
欲
。」（『
語
類
』、
二
○
七
頁
）

四
、�「
天
理
を
明
ら
か
に
し
て
、人
欲
を
滅
ぼ
す
」
の
「
天
理
」
は
「
理
」
と
同
義
で
あ
り
、

朱
子
の
い
う
「
理
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
朱
子
の
「
理
」」（
岡
山
大
学
『
大
学

教
育
研
究
紀
要
』
第
十
号
、
二
○
一
四
年
）
を
参
照
。

五
、�「
問
、
動
於
人
心
之
微
、
則
天
理
固
已
発
見
、
而
人
欲
亦
已
萌
。
天
理
便
是
道
心
、

人
欲
便
是
人
心
。
曰
、
然
。」（『
語
類
』、
二
○
一
二
頁
）

六
、�「
人
心
亦
未
是
十
分
不
好
底
。
人
欲
只
是
飢
欲
食
、
寒
欲
衣
之
心
爾
、
如
何
謂
之
危
。

既
無
義
理
、
如
何
不
危
。」（『
語
類
』、
二
〇
〇
九
頁
）、「
且
以
飲
食
言
之
、
凡
飢

渴
而
欲
得
飲
食
以
充
其
飽
且
足
者
、
皆
人
心
也
。」（『
語
類
』、
一
四
八
八
頁
）、「
飢

欲
食
、
渴
欲
飲
者
、
人
心
也
。」（『
語
類
』、
二
○
一
一
頁
）。「
危
」
の
字
は
、「
大

抵
都
是
順
理
便
安
裕
、
從
欲
便
危
険
。」（『
語
類
』、
一
○
六
三
頁
）、「
人
心
者
、

人
欲
也
。
危
者
、
危
殆
也
。」（『
語
類
』、
二
○
一
七
頁
）
な
ど
と
あ
る
の
に
よ
っ

て
「
危
な
い
」
と
訳
し
た
。

七
、�「
問
、
章
句
云
不
以
一
毫
私
意
自
蔽
、
不
以
一
毫
私
欲
自
累
。
如
何
是
私
意
。
如
何

是
私
欲
。
曰
、
私
意
是
心
中
発
出
來
要
去
做
底
。
…
。
私
欲
是
耳
目
鼻
口
之
欲
。

今
纔
有
欲
、則
昏
濁
沉
墜
、即
不
高
明
矣
。
某
解
此
處
、下
這
般
字
義
、極
費
心
思
。」

（『
語
類
』、
一
五
八
五
～
六
頁
）

八
、�
朱
子
の
い
う
「
意
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
朱
子
の
「
情
」」（
岡
山
大
学
『
大
学

教
育
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
、
二
○
一
五
年
）
を
参
照
。『
語
類
』
に
は
「
則
志
公

而
意
私
」（
九
六
頁
）、「
志
是
公
然
主
張
要
做
底
事
、
意
是
私
地
潛
行
間
発
處
」（
九

六
頁
）
と
も
あ
る
。
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九
、�「
這
性
字
便
不
全
是
就
理
上
説
。
夫
口
之
欲
食
、
目
之
欲
色
、
耳
之
欲
声
、
鼻
之
欲
臭
、

四
肢
之
欲
安
逸
、
如
何
自
會
恁
地
、
這
固
是
天
理
之
自
然
、
然
理
附
於
気
、
這
許

多
却
從
血
気
軀
殼
上
発
出
來
。」（『
語
類
』、
一
四
六
一
頁
）、「
又
曰
、
口
之
於
味
、

目
之
於
色
、
耳
之
於
声
、
鼻
之
於
臭
、
四
肢
之
於
安
佚
。
這
雖
説
道
性
、
其
実
這

已
不
是
性
之
本
原
。
惟
性
中
有
此
理
、
故
口
必
欲
味
、
耳
必
欲
声
、
目
必
欲
色
、

鼻
必
欲
臭
、
四
肢
必
欲
安
佚
、
自
然
発
出
如
此
。
若
本
無
此
理
、
口
自
不
欲
味
、

耳
自
不
欲
声
、
目
自
不
欲
色
、
鼻
自
不
欲
臭
、
四
肢
自
不
欲
安
佚
。」（『
語
類
』、

一
四
六
三
頁
）、「
如
口
之
欲
語
、
如
足
之
欲
行
、
更
無
因
依
。
口
須
是
説
話
、
足

須
是
行
履
。」（『
語
類
』、
一
八
八
二
頁
）。『
孟
子
』
に
「
孟
子
曰
、
口
之
於
味
也
、

目
之
於
色
也
、
耳
之
於
声
也
、
鼻
之
於
臭
也
、
四
肢
之
於
安
佚
也
、
性
也
、
有
命
焉
、

君
子
不
謂
性
也
」（
尽
心
下
）
と
あ
る
。

十
、�「
問
、
飲
食
之
間
、
孰
為
天
理
、
孰
為
人
欲
。
曰
、
飲
食
者
、
天
理
也
。
要
求
美
味
、

人
欲
也
。」（『
語
類
』、
二
二
四
頁
）、「
蓋
人
心
不
全
是
人
欲
、
若
全
是
人
欲
、
則

直
是
喪
乱
、
豈
止
危
而
已
哉
。
只
飢
食
渴
飲
、
目
視
耳
聴
之
類
是
也
、
易
流
故
危
。」

（『
語
類
』、
二
八
六
四
頁
）

十
一
、�「
非
礼
勿
視
、
勿
聴
。
姦
声
乱
色
不
留
聡
明
、
淫
楽
慝
礼
不
接
心
術
。
非
是
耳
無

所
聞
、目
無
所
視
。」（『
語
類
』、一
○
五
二
頁
）、「
或
問
、非
礼
勿
視
聴
言
動
。
曰
、

目
不
視
邪
色
、
耳
不
聴
淫
声
、
如
此
類
工
夫
却
易
。
視
遠
惟
明
、
才
不
遠
、
便

是
不
明
。
聴
德
惟
聡
、
才
非
德
、
便
是
不
聡
、
如
此
類
工
夫
却
難
。
視
聴
言
動
、

但
有
些
箇
不
循
道
理
處
、
便
是
非
礼
。」（『
語
類
』、
一
○
五
二
頁
）。『
尚
書
』

に
は
「
視
遠
惟
明
、聴
德
惟
聡
」（
商
書
・
太
甲
中
）
と
あ
り
、『
礼
記
』
に
は
「
是

故
君
子
反
情
以
和
其
志
、
比
類
以
成
其
行
、
姦
声
、
乱
色
不
留
聡
明
、
淫
楽
、

慝
礼
不
接
心
術
、
惰
慢
・
邪
辟
之
気
不
設
於
身
体
、
使
耳
目
鼻
口
、
心
知
、
百

体
皆
由
順
正
以
行
其
義
」（
楽
記
）
と
あ
る
。「
聴
德
惟
聡
」
の
「
徳
」
は
、「
耳

之
德
聡
、
目
之
德
明
，
心
之
德
仁
」（『
語
類
』、
一
一
四
頁
）
の
「
耳
之
德
聡
」

と
い
う
言
い
方
に
よ
れ
ば
、音
を
は
っ
き
り
聞
こ
え
る
と
い
う
耳
の
本
来
備
わ
っ

て
い
る
機
能
の
こ
と
だ
と
理
解
で
き
る
。
因
み
に
、朱
子
の
『
詩
集
傳
』
に
は
「
鄭
、

衛
之
楽
、
皆
為
淫
声
」(

『
詩
集
傳
』
卷
四
、『
全
書
』
第
一
冊
、
四
八
一
頁)

と

あ
る
。

十
二
、�「
謂
如
視
遠
惟
明
、
聴
德
惟
聡
。
能
視
遠
謂
之
明
、
所
視
不
遠
、
不
謂
之
明
。
能

聴
德
謂
之
聡
、
所
聴
非
德
、
不
謂
之
聡
。
視
聴
是
物
、
聡
明
是
則
。
推
至
於
口

之
於
味
、
鼻
之
於
臭
、
莫
不
各
有
当
然
之
則
。
所
謂
窮
理
者
、
窮
此
而
已
。」（『
語

類
』、
一
三
八
二
頁
）

十
三
、�「
大
凡
才
有
些
私
意
、
便
非
礼
。」（『
語
類
』、
一
○
六
○
頁
）、「
非
礼
處
便
是
私

意
。」（『
語
類
』、
二
四
五
二
頁
）。「
非
礼
即
己
、
克
己
便
復
礼
。」（『
語
類
』、

一
〇
五
〇
頁
）、「
己
、謂
身
之
私
欲
也
。
復
、反
也
。
礼
者
、天
理
之
節
文
。」「
非

礼
者
、
己
之
私
也
。」（『
論
語
集
注
』、『
全
書
』
第
六
冊
、
一
六
七
頁
）
と
あ
る

の
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
「
飲
食
は
天
理
で
あ
る
が
、
美
味
を
求
め
る
の
は
人
欲

で
あ
る
」
の
「
人
欲
」
は
「
非
礼
」
で
あ
っ
て
、即
ち
「
私
意
」
で
あ
る
。
故
に
、

「
人
欲
」
と
「
私
意
」
は
同
一
物
と
見
て
共
に
「
渣
滓
」
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

（
本
稿
の
注
の
十
六
を
参
照
）。

十
四
、�「
人
心
較
切
近
於
人
。
道
心
雖
先
得
之
、
然
被
人
心
隔
了
一
重
、
故
難
見
。
道
心

如
清
水
之
在
濁
水
、
惟
見
其
濁
、
不
見
其
清
、
故
微
而
難
見
。」（『
語
類
』、
二

○
一
一
頁
）
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十
五
、�「
蓋
為
人
心
易
得
走
従
悪
處
去
、
所
以
下
箇
危
字
。」（『
語
類
』、
二
○
一
○
頁
）

十
六
、�「
又
問
、
渣
滓
是
甚
麼
。
曰
、
渣
滓
是
私
意
人
欲
。
天
地
同
体
處
、
如
義
理
之
精
英
。

渣
滓
是
私
意
人
欲
之
未
消
者
。
人
與
天
地
本
一
体
、
只
縁
渣
滓
未
去
、
所
以
有

間
隔
。
若
無
渣
滓
、
便
與
天
地
同
体
。」（『
語
類
』、
一
一
五
一
頁
）。
ま
た
「
所

謂
渣
滓
者
、
私
意
也
」（『
語
類
』、
一
一
五
二
頁
）
と
も
あ
る
。

十
七
、�

拙
稿
「
朱
子
の
「
心
」」（
京
都
大
学
『
中
國
思
想
史
研
究
』
第
三
十
四
號
、
二

○
一
三
年
）、
及
び
拙
稿
「
朱
子
の
「
情
」」（
前
掲
）
を
参
照
。

十
八
、�「
仲
愚
問
、
默
識
心
融
、
如
何
。
曰
、
説
箇
融
字
最
好
、
如
消
融
相
似
。
融
、
如

雪
在
陽
中
。
若
不
融
、
一
句
在
肚
裏
、
如
何
発
得
出
来
。
如
人
喫
物
事
、
若
不
消
、

只
生
在
肚
裏
、
如
何
能
滋
益
体
膚
。
須
是
融
化
、
渣
滓
便
下
去
、
精
英
便
充
於

体
膚
、
故
能
肥
潤
。」（『
語
類
』、
五
七
○
頁
）
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
渣
滓
」

の
除
去
は
「
融
」（「
融
か
す
」）
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
。

十
九
、�「
有
這
性
、
便
発
出
這
情
、
因
這
情
、
便
見
得
這
性
。」（『
語
類
』、
八
九
頁
）

二
十
、�「
感
物
而
動
、
便
是
情
。」（『
語
類
』、
九
五
頁
）、「
但
情
是
遇
物
而
発
、
路
陌
曲

折
恁
地
去
底
。」（『
語
類
』、
九
七
頁
）、「
形
既
生
矣
、
外
物
触
其
形
而
動
於
中
矣
。

其
中
動
而
七
情
出
焉
。」（『
論
語
集
注
』、『
全
書
』
第
六
冊
、
一
一
○
頁
）。『
礼

記
』
に
「
人
生
而
静
、天
之
性
也
。
感
於
物
而
動
、性
之
欲
也
」（
楽
記
）
と
あ
る
。

二
十
一
、�

朱
子
の
い
う
「
知
覚
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
朱
子
の
「
情
」」（
前
掲
）
六

五
頁
を
参
照
。

二
十
二
、�「
曰
、
喜
怒
哀
楽
乃
是
感
物
而
有
、
猶
鏡
中
之
影
。
鏡
未
照
物
、
安
得
有
影
。
曰
、

然
則
静
中
有
物
、
乃
鏡
中
之
光
明
。
曰
、
此
却
説
得
近
似
、
但
只
是
此
類
。

所
謂
静
中
有
物
者
、只
是
知
覚
便
是
。
曰
、伊
川
却
云
纔
說
知
覚
、便
是
動
。
曰
、

此
恐
伊
川
説
得
太
過
。
若
云
知
箇
甚
底
、
覚
箇
甚
底
、
如
知
得
寒
、
覚
得
暖
、

便
是
知
覚
一
箇
物
事
。今
未
曽
知
覚
甚
事
、但
有
知
覚
在
、何
妨
其
為
静
。」（『
語

類
』、
二
四
七
○
頁
）

二
十
三
、�「
是
心
之
本
体
本
無
不
善
、其
流
為
不
善
者
、情
之
遷
於
物
而
然
也
。」（『
語
類
』、

九
二
頁
）

二
十
四
、�「
人
莫
不
有
知
、
知
者
、
所
当
有
也
。
物
至
、
則
知
足
以
知
之
而
有
好
悪
、
這

是
自
然
如
此
。」（『
語
類
』、
一
○
六
二
頁
）、「
問
、
択
善
而
従
之
、
是
已
知
否
。

曰
、
未
択
時
則
未
辨
善
悪
、
択
了
則
善
悪
別
矣
。
譬
如
一
般
物
、
好
悪
来
（
夾
）

雜
在
此
、須
是
択
出
那
好
底
、択
去
那
悪
底
。
択
来
択
去
、則
自
見
得
好
悪
矣
。」

（『
語
類
』、八
九
九
頁
）。「
如
好
悪
是
情
、好
好
色
、悪
悪
臭
、便
是
意
。」（『
語

類
』、
九
六
頁
）

二
十
五
、�「
知
足
以
知
之
而
有
好
悪
」
の
「
知
」
は
、「
知
覚
」
と
し
て
の
「
知
」
と
「
知

識
」
と
し
て
の
「
知
」
の
両
義
を
併
せ
持
つ
言
葉
と
思
わ
れ
る
。『
語
類
』
に

は
「
知
是
知
覚
處
、意
是
発
念
處
」（
三
○
○
頁
）、「
智
字
自
與
知
識
之
知
不
同
。

智
是
具
是
非
之
理
、知
識
便
是
察
識
得
這
箇
物
事
好
悪
」（
二
四
二
一
～
二
頁
）

と
あ
る
。
詳
し
く
は
、拙
稿
「
朱
子
の
「
情
」」（
前
掲
）
六
五
～
六
頁
を
参
照
。

二
十
六
、�「
情
」
と
「
意
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
朱
子
は
、「
情
」
は
船
や
車
と
譬
え
れ
ば
、

「
意
」
は
人
が
そ
の
船
や
車
を
使
お
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
説
明
し
て
い

る
。『
語
類
』
に
「
問
、
意
是
心
之
運
用
處
、
是
発
處
。
曰
、
運
用
是
発
了
。
問
、

情
亦
是
発
處
、
何
以
別
。
曰
、
情
是
性
之
発
、
情
是
発
出
恁
地
、
意
是
主
張

要
恁
地
。
如
愛
那
物
是
情
、
所
以
去
愛
那
物
是
意
。
情
如
舟
車
、
意
如
人
去

使
那
舟
車
一
般
。」（
九
五
頁
）
と
あ
る
。
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二
十
七
、�「
天
地
之
心
不
可
道
是
不
霊
、
但
不
如
人
恁
地
思
慮
。」（『
語
類
』、
四
頁
）、「
人

心
無
不
思
慮
之
理
。」（『
語
類
』、
二
○
六
頁
）、「
如
耳
之
聴
、
目
之
視
、
鼻

之
臭
、
口
之
言
、
心
之
思
、
是
自
然
用
如
此
。」（『
語
類
』、
八
一
二
頁
）

二
十
八
、�「
慮
，
是
思
之
重
復
詳
審
者
。」（『
語
類
』、
二
七
七
頁
）、「
慮
是
思
之
周
密
處
。」

（『
語
類
』、
二
七
八
頁
）
な
ど
と
あ
り
、「
思
」
と
「
慮
」
は
同
義
の
概
念
で

は
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
行
論
の
便
宜
上
、「
思
慮
」
と
「
思
」
は
概
ね
同
一

の
概
念
と
す
る
。

二
十
九
、�「
問
、
知
與
思
、
於
人
身
最
緊
要
。
曰
、
然
。
二
者
也
只
是
一
事
。
知
與
手
相
似
、

思
是
交
這
手
去
做
事
也
、
思
所
以
用
夫
知
也
」（『
語
類
』、
九
八
頁
）
と
あ
り
、

こ
れ
は
黄
卓
が
記
録
し
た
文
で
あ
る
が
、
沈
僩
も
「
又
問
、
知
與
思
、
於
身

最
切
緊
。
曰
、
然
。
二
者
只
是
一
事
。
知
如
手
、
思
是
使
那
手
去
做
事
、
思

所
以
用
夫
知
也
」（『
語
類
』、三
八
二
頁
）
と
記
録
し
て
お
り
、「
知
」
と
「
思
」

は
「
二
者
也
只
是
一
事
」「
二
者
只
是
一
事
」
と
い
う
考
え
を
、
朱
子
は
弟
子

達
に
よ
く
話
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。

三
十
、�「
問
、
発
於
思
慮
則
有
善
不
善
。
看
来
不
善
之
発
有
二
、
有
自
思
慮
上
不
知
不
覚

自
発
出
来
者
、
有
因
外
誘
然
後
引
動
此
思
慮
者
。
閑
邪
之
道
、
当
無
所
不
用
其
力
。

於
思
慮
上
発
時
、
便
加
省
察
、
更
不
使
形
於
事
為
。
於
物
誘
之
際
、
又
当
於
視

聴
言
動
上
理
會
取
。
然
其
要
又
只
在
持
敬
、
惟
敬
、
則
身
心
內
外
粛
然
、
交
致

其
功
、
則
自
無
二
者
之
病
。
曰
、
謂
発
處
有
両
端
、
固
是
。
然
畢
竟
従
思
慮
上

発
者
、
也
只
在
外
来
底
。
天
理
渾
是
一
箇
。
只
不
善
、
便
是
不
従
天
理
出
来
、

不
従
天
理
出
来
、
便
是
出
外
底
了
。
視
聴
言
動
、
該
貫
内
外
、
亦
不
可
謂
專
是

外
面
功
夫
。
若
以
為
在
内
自
有
一
件
功
夫
、
在
外
又
有
一
件
功
夫
、
則
内
外
支
離
、

無
此
道
理
。」（『
語
類
』、
二
四
三
九
頁
）

三
十
一
、�「
官
之
為
言
司
也
。
耳
司
聴
、
目
司
視
、
各
有
所
職
而
不
能
思
、
是
以
蔽
於
外
物
。

既
不
能
思
而
蔽
於
外
物
、
則
亦
一
物
而
已
。
又
以
外
物
交
於
此
物
、
其
引
之

而
去
不
難
矣
。
心
則
能
思
、
而
以
思
為
職
。
凡
事
物
之
来
、
心
得
其
職
、
則

得
其
理
、
而
物
不
能
蔽
。
失
其
職
、
則
不
得
其
理
、
而
物
来
蔽
之
。
此
三
者
、

皆
天
之
所
以
與
我
者
、
而
心
為
大
。
若
能
有
以
立
之
、
則
事
無
不
思
、
而
耳

目
之
欲
不
能
奪
之
矣
、
此
所
以
為
大
人
也
。」（『
全
書
』
第
六
冊
、
四
○
七
頁
）

三
十
二
、�『
語
類
』
に
は
、「
視
便
要
思
明
、
聴
便
思
聡
、
総
思
量
便
要
在
正
理
上
。」（
七

八
二
頁
）
と
あ
る
。

三
十
三
、�「
窮
理
、
是
理
會
得
道
理
窮
尽
。」（『
語
類
』、
一
九
六
八
頁
）、「
窮
理
、
是
知

字
上
説
。」（『
語
類
』、
一
九
六
八
頁
）。「
思
」
と
「
知
」
は
全
く
同
一
の
概

念
で
は
な
い
が
、「
思
」
の
働
き
は
「
知
」
つ
ま
り
「
感
覚
す
る
」
と
「
識
別

す
る
」
を
使
っ
て
行
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
二
者
也
只
是
一
事
」（
本
稿
の

注
の
四
三
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
十
四
、�

拙
稿
「
朱
子
の
「
理
」」（
前
掲
）
四
二
頁
を
参
照
。

三
十
五
、�「
能
視
遠
謂
之
明
、
所
視
不
遠
、
不
謂
之
明
。
能
聴
德
謂
之
聡
、
所
聴
非
德
、

不
謂
之
聡
。
視
聴
是
物
、
聡
明
是
則
。
推
至
於
口
之
於
味
、
鼻
之
於
臭
、
莫

不
各
有
當
然
之
則
。
所
謂
窮
理
者
、
窮
此
而
已
。」（『
語
類
』、
一
三
八
二
頁
）

三
十
六
、�「
聖
人
更
不
問
命
、
只
看
義
如
何
。
貧
富
貴
賎
、
惟
義
所
在
、
謂
安
於
所
遇
也
。

如
顏
子
之
安
於
陋
巷
、
它
那
曾
計
較
命
如
何
。」（『
語
類
』、
八
七
四
頁
）、「
富

貴
、
死
生
、
禍
福
、
貴
賎
、
皆
稟
之
気
而
不
可
移
易
者
。」（『
語
類
』、
七
九
頁
）

三
十
七
、�『
大
学
章
句
』
に
「
所
謂
致
知
在
格
物
者
、
言
欲
致
吾
之
知
、
在
即
物
而
窮
其
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理
也
」
と
あ
り
、
朱
子
は
「
格
物
」「
致
知
」
を
「
即
物
窮
理
」
と
解
釈
し
た
。

「
格
物
二
字
最
好
。
物
、謂
事
物
也
。
須
窮
極
事
物
之
理
到
尽
處
、便
有
一
箇
是
、

一
箇
非
、是
底
便
行
、非
底
便
不
行
」（『
語
類
』、二
八
四
頁
）
と
も
あ
り
、「
格

物
」
の
「
物
」
と
「
即
物
窮
理
」
の
「
物
」
が
同
一
物
で
あ
れ
ば
、「
即
物
窮
理
」

は
即
ち
「
即
事
物
窮
理
」
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
朱
子
の
叙
述
に
は
し

ば
し
な
「
即
事
即
物
」
の
語
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
蓋
其
本
於
天
理
、
験

於
人
心
、
即
事
即
物
而
無
所
不
在
。
吾
能
各
知
其
止
、
則
事
事
物
物
莫
不
各

有
定
理
、
而
分
位
、
界
限
為
不
差
矣
」（『
語
類
』、
二
七
二
頁
）
と
あ
る
の
が

そ
の
一
例
で
あ
る
。

三
十
八
、�「
学
、
是
学
其
事
、
如
読
書
便
是
学
、
須
緩
緩
精
思
其
中
義
理
方
得
。
且
如
做

此
事
是
学
、
然
須
思
此
事
道
理
是
如
何
、
只
恁
下
頭
做
、
不
思
這
事
道
理
、

則
昧
而
無
得
。
若
只
空
思
索
、
却
又
不
傍
所
做
事
上
体
察
、
則
心
終
是
不
安
穏
。

須
是
事
與
思
互
相
発
明
。」（『
語
類
』、
五
八
四
頁
）、「
事
事
物
物
、
皆
有
其
理
。

事
物
可
見
、
而
其
理
難
知
。
即
事
即
物
、
便
要
見
得
此
理
、
只
是
如
此
看
。

但
要
真
実
於
事
物
上
見
得
這
箇
道
理
、
然
後
於
己
有
益
。」（『
語
類
』、
一
九

三
五
頁
）。
上
文
の
「
傍
所
做
事
上
体
察
」
の
「
傍
」
は
「
添
う
」
の
意
で
あ

る
が
、「
即
事
」
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
こ
こ
で
は
「
即
す
る
」
と
訳
す
。

三
十
九
、�「
格
物
者
、
格
、
尽
也
、
須
是
窮
尽
事
物
之
理
。
若
是
窮
得
三
両
分
、
便
未
是

格
物
。
須
是
窮
尽
得
到
十
分
、
方
是
格
物
。」（『
語
類
』、
二
八
三
頁
）、「
人

多
把
這
道
理
作
一
箇
懸
空
底
物
。
大
学
不
説
窮
理
、
只
説
箇
格
物
、
便
是
要

人
就
事
物
上
理
會
、
如
此
方
見
得
実
体
。
所
謂
実
体
、
非
就
事
物
上
見
不
得
。

且
如
作
舟
以
行
水
，
作
車
以
行
陸
。
今
試
以
衆
人
之
力
共
推
一
舟
於
陸
、
必

不
能
行
、
方
見
得
舟
果
不
能
以
行
陸
也
、
此
之
謂
実
体
。」（『
語
類
』、
二
八

八
頁
）

四
十
、�「
問
、
所
謂
一
草
一
木
亦
皆
有
理
、
不
知
当
如
何
格
。
曰
、
此
推
而
言
之
、
雖
草

木
亦
有
理
存
焉
。
一
草
一
木
、
豈
不
可
以
格
。
如
麻
麦
稲
粱
、
甚
時
種
、
甚
時
收
、

地
之
肥
、
地
之
磽
、
厚
薄
不
同
、
此
宜
植
某
物
、
亦
皆
有
理
。」（『
語
類
』、
四

二
○
頁
）

四
十
一
、�「
読
書
已
是
第
二
義
。
蓋
人
生
道
理
合
下
完
具
、
所
以
要
読
書
者
、
蓋
是
未
曾

経
歴
見
許
多
、
聖
人
是
経
歴
見
得
許
多
、
所
以
写
在
冊
上
與
人
看
。
而
今
読
書
、

只
是
要
見
得
許
多
道
理
。
及
理
會
得
了
、
又
皆
是
自
家
合
下
元
有
底
、
不
是

外
面
旋
添
得
来
。」（『
語
類
』、
一
六
一
頁
）

四
十
二
、�「
敬
字
工
夫
、
乃
聖
門
第
一
義
、
徹
頭
徹
尾
、
不
可
頃
刻
間
断
。」（『
語
類
』、

二
一
○
頁
）、「
孟
子
説
、
学
問
之
道
無
他
、
求
其
放
心
而
已
矣
。
此
最
為
学

第
一
義
也
。」（『
語
類
』、
一
四
一
二
頁
）、「
敬
字
、
前
輩
都
軽
説
過
了
、
唯

程
子
看
得
重
。
人
只
是
要
求
放
心
。
何
者
為
心
、
只
是
箇
敬
。
人
纔
敬
時
、

這
心
便
在
身
上
了
。」（『
語
類
』、
二
○
九
頁
）

四
十
三
、�「
此
心
常
卓
然
公
正
、
無
有
私
意
、
便
是
敬
。
有
些
子
計
較
、
有
些
子
放
慢
意
思
、

便
是
不
敬
。」（『
語
類
』、
一
一
四
六
～
七
頁
）、「
敬
、
莫
把
做
一
件
事
看
、

只
是
收
拾
自
家
精
神
、專
一
在
此
。」（『
語
類
』、二
一
五
頁
）。「
收
拾
」
は
、「
敬

者
、
收
斂
而
不
放
縱
也
。」（『
語
類
』、
一
二
三
頁
）
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、「
収

斂
」
と
訳
す
。

四
十
四
、�「
問
、
敬
何
以
用
工
。
曰
、
只
是
内
無
妄
思
、
外
無
妄
動
。」（『
語
類
』、
二
一

一
頁
）、「
問
、
思
慮
難
一
、
如
何
。
曰
、
徒
然
思
慮
、
済
得
甚
事
。
某
謂
若
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見
得
道
理
分
暁
、
自
無
閑
雜
思
慮
。
人
所
以
思
慮
紛
擾
、
只
緣
未
見
道
理
耳
。

天
下
何
思
何
慮
、
是
無
閑
思
慮
也
。」（『
語
類
』、
二
七
七
九
頁
）

四
十
五
、�『
語
類
』
に
は
「
常
惺
惺
也
便
是
敬
。
收
斂
此
心
、
不
容
一
物
、
也
便
是
敬
。」

（『
語
類
』、
三
七
一
頁
）
と
あ
る
。

四
十
六
、�「
所
以
程
子
推
出
一
箇
敬
字
與
学
者
説
、
要
且
將
箇
敬
字
收
斂
箇
身
心
、
放
在

模
匣
子
裏
面
、
不
走
作
了
、
然
後
逐
事
逐
物
看
道
理
。」（『
語
類
』、
二
○
八
頁
）

四
十
七
、�「
主
敬
、
窮
理
雖
二
端
、
其
実
一
本
。」（『
語
類
』、
一
五
○
頁
）、「
学
者
工
夫
、

唯
在
居
敬
、
窮
理
二
事
。
此
二
事
互
相
発
。
能
窮
理
、
則
居
敬
工
夫
日
益
進
。

能
居
敬
、
則
窮
理
工
夫
日
益
密
。
譬
如
人
之
両
足
、
左
足
行
、
則
右
足
止
、

右
足
行
、
則
左
足
止
。
又
如
一
物
懸
空
中
、
右
抑
則
左
昂
、
左
抑
則
右
昂
、

其
実
只
是
一
事
。」（『
語
類
』、
一
五
○
頁
）、「
学
者
若
不
窮
理
、
又
見
不
得

道
理
。
然
去
窮
理
、
不
持
敬
、
又
不
得
。
不
持
敬
、
看
道
理
便
都
散
、
不
聚

在
這
裏
。」（『
語
類
』、
一
五
一
頁
）

四
十
八
、�「
按
照
朱
熹
哲
学
，
心
中
之
理
与
天
地
万
物
之
理
在
内
容
上
，
本
质
上
是
一
致

的
，
因
而
当
人
们
理
会
了
事
事
物
物
之
理
后
，
理
由
自
在
之
物
转
变
为
为
我

之
物
，
成
为
人
的
知
识
体
系
的
内
容
，
也
就
成
为
指
导
意
识
活
动
的
原
则
。

但
是
这
并
不
给
人
心
增
加
新
的
原
则
，
因
为
人
心
本
来
具
有
这
些
原
则
，
只

是
常
常
是
潜
在
的
，
在
经
过
格
物
穷
理
之
后
才
能
成
为
人
的
现
实
意
识
的
真

正
原
则
。
这
样
，
在
朱
熹
的
思
想
中
就
有
一
个
矛
盾
，
就
认
识
的
现
实
过
程

来
说
，
人
从
理
会
事
物
中
获
得
对
理
的
认
识
，
而
就
认
识
的
终
极
结
果
而
言
，

则
是
把
内
心
潜
藏
的
理
显
示
出
来
。」（
陳
来
著
『
朱
子
哲
学
研
究
』、
前
掲
）

三
三
五
頁
を
参
照
。

四
十
九
、�「
世
間
之
物
、
無
不
有
理
。」（『
語
類
』、
二
八
六
頁
）、「
性
即
理
也
。」（『
語
類
』、

八
二
頁
）、「
性
只
是
仁
義
礼
智
。」（『
語
類
』、
六
四
頁
）

五
十
、�「
窮
理
、
如
性
中
有
箇
仁
義
礼
智
、
其
発
則
為
惻
隱
・
羞
悪
・
辞
遜
・
是
非
。
只

是
這
四
者
、
任
是
世
間
万
事
万
物
、
皆
不
出
此
四
者
之
内
。」（『
語
類
』、
一
五

五
頁
）

五
十
一
、�「
人
與
万
物
都
一
般
者
、
理
也
。
所
以
不
同
者
、
心
也
。
人
心
虚
霊
、
包
得
許

多
道
理
過
、
無
有
不
通
。」（『
語
類
』、
一
三
四
七
頁
）

五
十
二
、�「
万
物
皆
備
於
我
矣
。
反
身
而
誠
、
楽
莫
大
焉
。
万
物
不
是
万
物
之
迹
、
只
是

万
物
之
理
皆
備
於
我
。」（『
語
類
』、
一
四
三
八
頁
）

五
十
三
、�「
道
理
須
是
與
自
家
心
相
契
、
方
是
得
他
、
所
以
要
窮
理
。」（『
語
類
』、
一
九

六
八
頁
）。
ま
た
、「
万
物
皆
備
於
我
、
須
反
身
而
実
有
之
、
無
虧
無
欠
、
方

能
快
活
。
若
反
身
而
不
誠
、
雖
是
本
来
自
足
之
物
、
然
物
自
物
、
何
干
我
事
。」

（『
語
類
』、
一
四
三
五
頁
）
と
も
あ
る
。

五
十
四
、�「
或
問
、
所
謂
窮
理
、
不
知
是
反
己
求
之
於
心
、
惟
復
是
逐
物
而
求
於
物
。
曰
、

不
是
如
此
。
事
事
物
物
皆
有
箇
道
理
、
窮
得
十
分
尽
、
方
是
格
物
。
不
是
此
心
、

如
何
去
窮
理
。
不
成
物
自
有
箇
道
理
、
心
又
有
箇
道
理
、
枯
槁
其
心
、
全
與

物
不
接
、
却
使
此
理
自
見
、
万
無
是
事
。
不
用
自
家
心
、
如
何
別
向
物
上
求

一
般
道
理
、
不
知
物
上
道
理
却
是
誰
去
窮
得
。
近
世
有
人
為
学
、
專
要
説
空

説
妙
、
不
肯
就
実
、
却
説
是
悟
。
此
是
不
知
学
、
学
問
無
此
法
。
才
説
一
悟
字
、

便
不
可
窮
詰
、
不
可
研
究
、
不
可
與
論
是
非
、
一
味
説
入
虛
談
、
最
為
惑
人
。

然
亦
但
能
謾
得
無
学
底
人
、
若
是
有
実
学
人
、
如
何
被
他
謾
。
才
説
悟
、
便

不
是
学
問
。」（『
語
類
』、
二
九
四
○
頁
）
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五
十
五
、�「
又
問
、
持
敬
、
居
敬
如
何
。
曰
、
且
如
此
做
将
去
、
不
須
先
安
排
下
樣
子
、

後
却
旋
求
来
合
。」（『
語
類
』、
二
七
六
頁
）

五
十
六
、�「
凡
万
物
万
事
之
理
皆
要
窮
。
但
窮
到
底
、無
復
餘
蘊
、方
是
格
物
。」（『
語
類
』、

二
九
三
頁
）

五
十
七
、�「
今
日
既
格
得
一
物
、
明
日
又
格
得
一
物
、
工
夫
更
不
住
地
做
。
如
左
脚
進
得

一
步
、
右
脚
又
進
一
步
、
右
脚
進
得
一
步
、
左
脚
又
進
、
接
続
不
已
、
自
然

貫
通
。」（『
語
類
』、
三
九
二
～
三
頁
）

五
十
八
、�「
明
道
云
、
窮
理
者
、
非
謂
必
尽
窮
天
下
之
理
、
又
非
謂
止
窮
得
一
理
便
到
。

但
積
累
多
後
、
自
当
脱
然
有
悟
處
。
又
曰
、
自
一
身
之
中
以
至
万
物
之
理
、

理
會
得
多
、
自
当
豁
然
有
箇
覚
處
。
今
人
務
博
者
却
要
尽
窮
天
下
之
理
、
務

約
者
又
謂
反
身
而
誠
、
則
天
下
之
物
無
不
在
我
者
、
皆
不
是
。
如
一
百
件
事
、

理
會
得
五
六
十
件
了
、
這
三
四
十
件
雖
未
理
會
、
也
大
概
是
如
此
。」（『
語
類
』、

三
九
五
頁
）。
こ
こ
に
い
う
「
悟
」
と
「
覚
」
は
、「
先
覚
後
覚
之
覚
、
是
自

悟
之
覚
、
似
大
学
説
格
物
、
致
知
豁
然
貫
通
處
」（『
語
類
』、
一
三
六
三
頁
）

の
「
豁
然
貫
通
」
に
よ
っ
て
「
貫
通
」（「
通
暁
」
の
意
）
と
訳
す
。

五
十
九
、�『
孟
子
』
に
「
人
皆
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
と
謂
う
所
以
の
者
は
、
今
、
人

乍
に
孺
子
の
将
に
井
に
入
ち
ん
と
す
る
を
見
れ
ば
、
皆
怵
惕
惻
隠
の
心
有
り
、

交
を
孺
子
の
父
母
に
内
ば
ん
と
す
る
所
以
に
も
非
ず
、
誉
を
郷
党
朋
友
に
要

む
る
所
以
に
も
非
ず
、
其
の
声
を
悪
み
て
然
る
に
も
非
ざ
る
な
り
。
是
れ
に

由
り
て
之
を
観
れ
ば
、惻
隠
の
心
無
き
は
、人
に
非
ざ
る
な
り
。」（
公
孫
丑
上
）

と
あ
る
。

六
十
、�「
孟
子
未
嘗
說
気
質
之
性
。
程
子
論
性
所
以
有
功
於
名
教
者
、
以
其
発
明
気
質
之

性
也
。
以
気
質
論
、
則
凡
言
性
不
同
者
、
皆
冰
釈
矣
。
退
之
言
性
亦
好
、
亦
不

知
気
質
之
性
耳
。」（『
語
類
』、
七
○
頁
）。
朱
子
の
い
う
「
気
質
の
性
」
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
朱
子
の
「
理
」」（
前
掲
）
を
参
照
。

六
十
一
、�

拙
稿
「
朱
子
の
「
神
」」（
岡
山
大
学
『
大
学
教
育
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
二

○
一
二
年
）
一
三
六
～
七
頁
、
拙
稿
「
朱
子
の
「
心
」」（
前
掲
）
二
九
八
～

九
頁
、
拙
稿
「
朱
子
の
「
理
」」（
前
掲
）
三
七
頁
と
四
二
頁
を
参
照
。

六
十
二
、�『
中
庸
章
句
』
に
「
故
君
子
尊
德
性
而
道
問
学
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
朱

子
は
「
二
者
修
德
凝
道
之
大
端
也
。
不
以
一
毫
私
意
自
蔽
、
不
以
一
毫
私
欲

自
累
」
と
い
う
注
釈
を
施
し
て
い
る
（『
全
書
』
第
六
冊
、
五
三
頁
）。


