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山
鹿
素
行
の
「
主
静
」
批
判

石
橋

賢
太

は
じ
め
に
─
問
題
の
所
在

　

山
鹿
素
行
（
一
六
二
二
〜
一
六
八
五
）
を
「
古
学
派
」
と
し
て
は
じ

め
て
紹
介
し
た
の
は
井
上
哲
次
郎
で
あ
る）

1
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
以
降

の
研
究
は
素
行
を
反
朱
子
学
の
儒
者
と
し
、
特
に
朱
子
学
の
実
践
性

の
欠
落
を
批
判
し
た
と
す
る）

2
（

。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、
素
行

に
よ
る
朱
子
学
の
人
性
論
と
そ
れ
に
と
も
な
う
修
養
論
へ
の
批
判
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
朱
子
学
が
人
に
善
性
が
本
来
的
に
内
在
し
て
い
る

と
考
え
、
そ
の
善
性
を
引
出
す
た
め
に
自
己
の
内
面
に
沈
潜
す
る
方

法
論
を
取
る
こ
と
に
対
し
て
、
素
行
が
批
判
を
し
た
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
丸
山
眞
男
は
、
素
行
が
朱
子
学
人
性
論
の
「
規
範

性
」
と
「
自
然
性
」
と
の
連
続
性
を
断
切
っ
た
と
し）

（
（

、
尾
藤
正
英
は

素
行
の
思
想
に
お
い
て
「
道
徳
の
根
源
」
は
「
人
の
心
性
と
は
無
関

係
」
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
す
る）

（
（

。
周
知
の
よ
う
に
近
代
的
主
体
性

確
立
の
契
機
を
古
学
に
見
る
か
、
朱
子
学
に
見
る
か
で
対
立
の
あ
る

丸
山
と
尾
藤
だ
が
、
素
行
が
朱
子
学
の
性
善
説
に
基
づ
く
人
性
論
を

批
判
し
た
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
そ
の
後
の

研
究
に
も
受
継
が
れ）

5
（

、
も
は
や
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い）

（
（

。

　

し
か
し
、
先
行
研
究
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
未
だ
不
明
確
な
部

分
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
先
行
研
究
は
素
行
が
朱
子
学
を
批
判
し

た
と
す
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
曖
昧
さ
が
残
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
中
山
広
司
は
素
行
の
朱
子
学
批
判
の
背
景
に
「
実

学
」
の
思
想
が
あ
る
と
し
な
が
ら
、「
た
ゞ
し
、
い
は
ゆ
る
古
学
の
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唱
道
は
、
朱
子
学
の
完
全
否
定
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
時
に
朱
説
を

用
ゐ
て
ゐ
る
。
そ
の
意
味
に
於
い
て
、
素
行
は
実
学
と
し
て
の
朱
子

学
を
、
決
し
て
否
定
し
去
つ
た
わ
け
で
は
な
い）

（
（

」
と
も
い
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
れ
と
異
な
る
見
方
と
し
て
、
田
原
嗣
郎
は
素
行
が
朱
子
学

を
批
判
し
た
の
は
、
素
行
の
朱
子
学
に
対
す
る
「
誤
解
」
に
よ
る
と

す
る）

8
（

。
つ
ま
り
、
ど
の
研
究
も
「
素
行
が
朱
子
学
を
批
判
し
た
」
と

い
う
大
ま
か
な
方
向
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
矛
先
が
ど
こ
に

向
か
っ
て
い
た
か
と
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
で
見
解
が
分
か
れ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
に
お
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ

て
い
な
い
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
素
行
の
次
の
よ
う
な

考
え
方
で
あ
る
。

愚
謂
へ
ら
く
、
六
経
四
書
の
註
解
、
古
今
に
乏
し
か
ら
ず
。
唯

だ
朱
子
は
学
を
以
て
日
用
を
論
じ
、
下
学
し
て
上
達
す
る
の
工

夫
あ
り
。
是
れ
其
の
意
志
の
聖
学
に
功
あ
る
所
以
な
り
。
惜
し

い
哉
、
先
儒
の
餘
流
を
汲
む
に
因
つ
て
、
猶
ほ
本
然
の
善
を
尋

ね
て
、
天
命
の
性
に
復
ら
ん
と
欲
し
、
持
敬
存
心
の
弊
あ
り）

（
（

。

（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
三
、
雑
子
、
儒
家
者
流
、「
朱
子
」）

先
行
研
究
は
素
行
が
朱
子
学
の
実
践
性
の
な
さ
を
批
判
し
た
と
す
る

が
、
実
際
に
は
素
行
は
朱
子
の
実
践
志
向
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
朱
子
が
人
の
本
来
的
に
有
し
て
い
る
善
性
（「
本
然
の

善
」）
を
論
じ
、
そ
れ
に
帰
る
こ
と
を
説
く
の
は
、「
先
儒
の
餘
流
」

す
な
わ
ち
朱
子
以
前
か
ら
の
儒
者
の
影
響
だ
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、「
本
然
の
善
」
を
想
定
す
る
着
想
は
朱
子
以
前
に
現
れ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
朱
子
そ
の
人
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
は
先
行
研
究
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な

く
、
言
及
さ
れ
る
と
し
て
も
結
局
は
「
本
然
の
善
」
を
求
め
た
朱
子

の
思
想
を
素
行
が
批
判
し
た
と
し
て
、
素
行
と
朱
子
と
の
比
較
に
展

開
し
て
い
く
こ
と
が
多
い）

10
（

。
だ
が
こ
の
言
葉
を
見
れ
ば
、
素
行
が
朱

子
と
朱
子
以
前
の
宋
儒
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り）

11
（

、

先
行
研
究
の
姿
勢
に
は
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
素
行
の
「
朱
子
学
批

判
」
の
内
実
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
考
察
を

試
み
た
い
。
実
は
、
素
行
の
言
葉
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
朱
子
よ
り

も
周
濂
渓
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。
周
濂
渓
は
、
素
行
が
批
判
し
て

い
た
朱
子
に
先
行
す
る
儒
者
の
一
人
で
あ
り
、
周
濂
渓
批
判
の
検
討

を
通
し
て
、
素
行
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
検
討
を
加
え

た
い
。
素
行
は
い
う
。

宋
に
及
び
て
周
・
程
・
張
・
邵
の
大
儒
相
続
い
て
起
る
。
易
に

因
つ
て
太
極
を
談
じ
、
其
の
淵
源
を
尽
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
竟

に
高
過
の
弊
あ
り
て
日
用
と
交
渉
せ
ず
。
聖
人
の
学
、
此
に
至

り
て
大
い
に
変
じ
、
学
者
は
工
夫
を
立
て
て
静
坐
を
専
ら
と
し
、

天
常
人
紀
を
軽
易
し
、
未
発
已
発
の
中
、
寂
然
不
動
の
話
を
挙

げ
、
無
極
・
太
極
・
性
善
・
養
気
の
句
に
参
し
て
、
黙
識
心
通
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85　山鹿素行の「主静」批判

を
欲
す
。
故
に
学
者
、
覚
え
ず
し
て
釈
氏
異
端
の
見
に
陥
り
、

顔
の
楽
、
点
に
与
す
る
の
意
を
味
ひ
来
る
。
道
統
の
伝
、
宋
に

至
り
て
悉
く
泯
没
す
。
周
・
程
・
張
・
邵
の
儒
を
以
て
世
に
鳴

る
あ
り
て
、
其
の
間
、
数
々
講
筵
に
侍
す
る
あ
り
と
雖
も
、
宋

に
漢
唐
の
治
な
く
、
又
恢
復
の
謀
な
し
。
唯
だ
朱
元
晦
の
学
先

儒
を
圧
す
、
然
れ
ど
も
餘
流
を
超
出
す
る
を
得
ず
。
若
し
元
晦

を
し
て
周
子
の
地
に
生
れ
、
餘
流
の
染
な
か
ら
し
め
ば
、
必
ず

や
不
伝
の
統
を
承
く
べ
し）

12
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
三
、
雑
子
、
儒
家

者
流
、「
論
道
統
説
」）

素
行
は
儒
学
が
決
定
的
に
誤
っ
た
方
向
に
陥
っ
た
の
は
、
宋
代
に
な

っ
て
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
誤
り
の
中
身
で
あ
る
「
未
発
已
発

の
中
」
や
「
性
善
」
の
重
視
な
ど
、
善
性
に
か
か
わ
る
概
念
は
朱
子

以
前
に
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
宋
代
儒
学
の

発
端
に
い
る
の
が
周
濂
渓
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
引
用
末
尾
に

お
い
て
、
素
行
は
周
濂
渓
と
朱
子
と
が
入
れ
替
っ
て
い
れ
ば
と
惜
し

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
周
濂
渓
へ
の
批
判
に
注
目
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
と
え
ば
前
田
勉
も
「
主
静
」
の
批
判
に
注
目
す

る
が
、
李
侗
か
ら
朱
子
へ
の
直
截
の
影
響
を
見
る
な
ど
、
素
行
が
朱

子
と
朱
子
以
前
の
先
学
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い

な
い）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
ち
、
本
稿
で
は
素
行
が
独
自
の
思
想
を
明

確
化
し
た
『
山
鹿
語
類
』
に
お
け
る
「
主
静
」
批
判
を
検
討
す
る
。

「
主
静
」
と
は
、
周
濂
渓
の
『
太
極
図
説
』
に
由
来
す
る）

1（
（

。「
主
静
」

を
取
上
げ
る
の
に
は
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
素
行
が

「
主
静
」
に
つ
い
て
「
塊
然
と
し
て
物
に
交
は
ら
ざ
る
を
以
て
本
然

の
性
と
為
し）

15
（

」（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
一
、
致
知
、「
弁
或
問
格
物
致
知
説
」）

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
事
物
と
か
か
わ
ら
な
い
状
態
を
本
来
の
も

の
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
行
研
究
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
、

人
の
本
来
性
の
考
え
方
に
「
主
静
」
が
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、「
主
静
」
に
お
い
て
素
行
が
周
濂
渓
と
朱

子
と
の
齟
齬
を
見
て
い
る
点
に
あ
る
。
素
行
は
「
主
静
の
説
は
周
子

之
れ
を
始
め
て
程
・
張
・
羅
・
李
、
皆
静
を
好
む
。
朱
子
、
少
し
く

静
を
必
と
す
る
の
失
を
論
ず
、
而
も
猶
ほ
先
儒
の
説
に
随
ふ）

1（
（

」（『
山

鹿
語
類
』
聖
学
一
、
致
知
、「
弁
或
問
格
物
致
知
説
」）
と
述
べ
て
い
る
。
素

行
に
よ
る
と
「
主
静
」
が
受
継
が
れ
、
そ
の
後
の
儒
学
の
方
向
性
を

決
定
づ
け
た
。
最
終
的
に
は
「
主
静
」
の
説
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
朱
子
は
そ
の
流
れ
に
抗
い
「
主
静
」
が
誤
り
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
素
行
の
「
主
静
」
に
対
す
る
議
論
を
見
る
こ

と
で
、
周
濂
渓
へ
の
批
判
内
容
、
及
び
周
濂
渓
と
朱
子
と
の
関
係
に

対
す
る
認
識
が
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り

素
行
と
朱
子
学
と
の
関
係
を
考
え
る
手
が
か
り
も
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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な
お
本
稿
で
は
、
素
行
の
考
え
方
を
よ
り
明
確
に
知
る
た
め
、
崎
門

派
の
儒
者
、
佐
藤
直
方
（
一
六
五
〇
〜
一
七
一
九
）
と
の
比
較
も
最
後

に
行
う）

1（
（

。

一
、
素
行
に
よ
る
「
主
静
」
批
判
の
内
容

　

ま
ず
は
、
素
行
が
「
主
静
」
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
か

を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

静
寂
に
し
て
思
ふ
こ
と
な
く
為
す
こ
と
な
き
を
求
む
る
に
非

ず
。
天
下
の
故
来
ら
ざ
れ
ば
、
感
ず
べ
き
な
し
、
故
に
寂
然
と

し
て
動
か
ず
。
天
下
の
故
来
る
と
き
は
感
ぜ
ず
と
い
ふ
こ
と
な

し
。
若
し
静
寂
に
し
て
思
為
な
き
を
提
携
す
る
底
は
、
是
れ
寂

然
不
動
に
非
ず
、
甚
だ
思
慮
作
為
す
る
な
り
。
無
思
な
り
無
為

な
り
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず）

18
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、
大
原
、「
弁
或

問
主
静
説
」）

素
行
が
「
主
静
」
を
批
判
す
る
理
由
の
一
つ
は
、
作
為
性
に
あ
る
。

聖
人
が
「
寂
然
」
と
し
て
い
る
の
は
た
だ
思
慮
の
対
象
と
な
る
事
物

が
身
辺
に
至
っ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
殊
更
「
寂
然
」
と
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、「
寂
然
不
動
」
を

求
め
る
こ
と
は
作
為
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
、
た
だ
し
い
儒
教
の
教
え
と
は
本
来
の
世
界
の
あ
り
方
に

従
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
素
行
の
考
え
方
が
背
景
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
素
行
は
「
聖
人
の
教
」
に
つ
い
て
、「
只
だ
日
用
事
物

の
間
に
在
り
て
、
其
の
造
作
し
て
力
を
用
ふ
る
こ
と
を
容
さ
ず
、
天

地
自
然
の
誠
に
因
つ
て）

1（
（

」（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
一
、
致
知
、「
論
異
端
」）

と
述
べ
て
い
る
。
素
行
に
と
っ
て
聖
人
の
教
え
と
は
、
彼
ら
の
創
作

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
聖
人
た
ち
は
、
あ
く
ま

で
「
天
地
」
の
本
来
の
あ
り
方
に
沿
っ
て
教
え
を
な
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
周
濂
渓
個
人
の
作
為
に
過
ぎ
な
い
「
主
静
」
は
聖
人
の
教
え

と
背
反
す
る
。

　

し
か
し
そ
れ
で
は
、「
主
静
」
は
ど
の
よ
う
に
本
来
の
あ
り
方
か

ら
外
れ
て
い
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
素
行
の
考
え
る
本
当
の
「
静
」

の
あ
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

　

一
般
に
素
行
の
世
界
観
は
動
態
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多

い）
20
（

。
だ
が
、「
動
に
は
動
の
工
夫
あ
り
、
静
に
は
静
の
工
夫
あ
り）

21
（

」

（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
一
、
致
知
、「
弁
或
問
格
物
致
知
説
」）
と
も
い
っ
て
お

り
、
決
し
て
「
静
」
を
捨
て
て
「
動
」
の
み
を
取
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。

聖
人
の
静
寂
を
説
く
は
、
動
感
に
対
す
る
の
み
。
静
寂
は
動
感

の
用
な
り
。
静
と
動
と
、
互
に
交
易
し
て
支
離
せ
ず
、
陰
陽
相

因
る
が
如
し
。
専
ら
静
寂
を
主
と
す
る
と
き
は
、
恬
淡
を
甘

ん
じ
虚
無
を
主
と
す
る
な
り）

22
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、
大
原
、

「
論
周
子
太
極
図
説
主
静
説
」）

素
行
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、「
動
」
と
「
静
」
と
は
一
致
の
関
係
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87　山鹿素行の「主静」批判

に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
世
界
観
が
動
態
的
と
見
え
る
の

も
あ
く
ま
で
「
静
」
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
か
ら
き
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
「
動
」「
静
」
一
致
の

関
係
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、『
太
極
図
説
』
の
中
に
「
動
」
と
「
静
」
と
を
明
確

に
分
け
て
い
る
言
説
は
な
い
。
果
た
し
て
素
行
は
、
ど
の
よ
う
に

「
動
」「
静
」
の
分
離
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

周
子
、
太
極
の
説
を
論
じ
て
動
静
を
以
て
先
後
を
定
む
る
は
、

大
原
を
論
じ
て
其
の
説
を
失
ふ
な
り
。
易
に
曰
く
、「
日
月
、

運
行
し
て
、
一
た
び
は
寒
く
一
た
び
は
暑
し
」
と
。
一
陰
一
陽
、

各
々
両
儀
を
生
ず
る
を
以
て
之
れ
を
論
ず
。
未
だ
嘗
て
其
の
先

後
を
論
ぜ
ざ
る
な
り）

2（
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、
大
原
、「
弁
或
問

理
気
妙
合
而
人
物
生
説
」）

周
濂
渓
は
、「
動
」「
静
」
に
前
後
関
係
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
。
こ

れ
は
恐
ら
く
、『
太
極
図
説
』
中
の
「
太
極
動
き
て
陽
を
生
じ
、
動

極
ま
り
て
静
な
り
。
静
に
し
て
陰
を
生
じ
、
静
極
ま
り
て
復
た
動
な

り）
2（
（

」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
素
行
は
『
太
極
図
説
』

の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、「
周
子
は
生
を
以
て
動
と
為
す
、
故
に
動

い
て
陽
を
生
ず
、
動
必
ず
極
ま
る
と
き
は
静
な
り
、
静
に
し
て
陰
を

生
ず
と
い
ふ
。
是
れ
動
は
静
に
根
ざ
し
静
は
動
に
根
ざ
し
て
、
更
に

間
隔
な
き
こ
と
を
知
ら
ず）

25
（

」（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、
大
原
、「
弁
或
問

理
気
妙
合
而
人
物
生
説
」）
と
い
っ
て
い
る
。
素
行
に
よ
れ
ば
、
周
濂
渓

は
「
動
」
が
「
静
」
に
な
り
、
そ
れ
が
や
が
て
ま
た
「
動
」
に
な
る

と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
動
」
と
「
静
」
と
の
関
係
性
を
段

階
と
す
る
考
え
方
が
、
素
行
の
目
に
は
両
者
を
分
離
し
て
い
る
と
映

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
素
行
の
「
主
静
」
批
判
の
図
式
は
か
な
り

直
線
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
存
在
論
と
し
て
「
動
」

「
静
」
は
一
致
し
て
い
る
、
だ
か
ら
「
静
」
だ
け
を
取
上
げ
て
「
動
」

に
先
行
す
る
か
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
、
こ
れ
が
素
行

の
論
理
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
素
行
の
「
主
靜
」
批
判
の
要
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
て
、
次
節
で
は
素
行
の
周
濂
渓
に
対
す
る
認
識
、
及
び
周
濂
渓
と

朱
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、「
主
静
」
を
め
ぐ
る
周
濂
渓
と
朱
子
の
齟
齬

　

周
濂
渓
の
思
想
で
後
代
に
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
た
の
は
『
太
極

図
説
』、
就
中
冒
頭
の
「
無
極
而
太
極
」
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
異

論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
節
で
課
題
と
す
る
、
周
濂
渓
と
朱

子
と
の
関
係
に
対
す
る
素
行
の
認
識
を
知
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を

持
つ
の
が
「
無
極
而
太
極
」
の
中
央
に
位
置
す
る
「
而
」
の
字
の
解

釈
で
あ
る
。『
山
鹿
語
類
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
答
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
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或
ひ
と
問
ふ
、
朱
子
曰
く
、「
無
極
而
太
極
の
此
の
五
字
、
一

字
を
添
減
し
得
ず
」
又
曰
く
、「
此
の
而
の
字
、
軽
し
」
と
。

此
の
両
説
、
差
あ
る
に
似
た
り
。

師
曰
く
、
聖
人
の
道
を
説
く
、
尤
も
皆
緊
要
な
り
。
更
に
文
章

を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
学
者
、
一
字
を
増
減
せ
ず
し
て
則

る
べ
し
。
朱
子
は
周
子
の
語
を
以
て
聖
人
の
語
と
為
す
、
故

に
一
字
を
添
減
す
べ
か
ら
ざ
る
に
及
ぶ
。
然
れ
ど
も
「
而
」
の

字
を
見
来
れ
ば
、
則
ち
太
極
の
上
、
無
極
あ
る
に
似
た
り
。
故

に
人
の
差
謬
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、「
而
」
の
字
を
軽
し
と
す）

2（
（

。

（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、
大
原
、「
弁
或
問
無
極
説
」）

素
行
に
よ
る
と
、
朱
子
は
「
而
」
を
軽
い
意
味
し
か
持
た
な
い
文

字
と
見
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
而
」
に
重
要
な
意

味
が
あ
る
と
し
て
し
ま
う
と
、「
無
極
」
と
「
太
極
」
と
が
そ
れ
ぞ

れ
別
個
の
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
の
意
図
は
「
無
極
」
＝

「
太
極
」
に
あ
る）

2（
（

。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
分
節
す
る
か
の
よ
う
な

周
濂
渓
の
記
述
は
朱
子
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
周
濂
渓
の
文
言
に
手
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
朱
子
と
し
て

は
、
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
自
説
を
主
張
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
問

答
か
ら
、
周
濂
渓
の
言
葉
に
苦
慮
す
る
朱
子
の
姿
を
素
行
が
想
定
し

て
い
る
こ
と
が
読
取
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
「
無
極
而
太
極
」
の
解
釈
が
「
主
静
」
に
お
い
て

も
重
要
と
な
る
。
素
行
は
「
周
子
、
静
を
主
と
す
る
の
説
は
、
是
れ

周
子
無
極
を
以
て
主
と
為
す
の
実
意
な
り）

28
（

」（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、

大
原
、「
論
周
子
太
極
図
説
主
静
説
」）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
周
濂

渓
が
「
無
極
」
を
起
点
と
し
た
生
成
論
を
作
り
上
げ
た
の
は
、「
静
」

を
「
主
」
と
す
る
こ
と
を
い
う
た
め
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
無
極
」
と
「
主
静
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の

か
。
そ
し
て
、「
無
極
而
太
極
」
の
解
釈
に
苦
慮
し
た
朱
子
は
、
そ

の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
素
行
の
解

釈
が
見
え
る
の
が
、
次
の
問
答
で
あ
る
。

或
ひ
と
問
ふ
、「
無
極
而
太
極
」
の
「
而
」
の
字
、
軽
き
と
き

は
、
無
極
太
極
同
一
な
り
。
周
子
の
説
、
如
何
。

師
曰
く
、
周
子
の
「
而
」
の
字
を
下
す
、
甚
だ
重
し
。
太
極
は

無
極
に
因
ら
ざ
る
と
き
は
出
で
ざ
る
の
謂
な
り
。
先
儒
、
皆

「
而
」
の
字
を
軽
ろ
ん
ず
。
愚
は
今
「
而
」
の
字
を
重
ん
ず
。

各
々
後
学
の
意
見
に
し
て
、
周
子
の
説
、
何
の
処
に
落
在
す
る
、

尤
も
憶
計
し
難
し
。
然
れ
ど
も
先
儒
の
謂
ふ
所
は
、
後
学
の
虚

遠
に
陥
溺
せ
ん
こ
と
を
恐
る
る
故
に
、「
而
」
の
字
を
軽
ろ
ん

ず
。
是
れ
周
子
が
言
を
変
ず
る
な
り
。
案
ず
る
に
、
周
子
が
無

極
を
以
て
無
形
容
の
極
と
為
し
、
是
れ
を
以
て
聖
学
の
工
夫
と

為
す
。
是
れ
周
子
の
学
要
な
り
。
其
の
図
説
に
「
太
極
本
無

極
」
を
以
て
す
る
は
、
便
ち
太
極
の
本
原
は
無
極
に
出
づ
る
と

為
す
な
り
。
太
極
無
極
同
一
な
ら
ば
、「
本
」
の
字
を
入
る
べ

か
ら
ず
。「
中
正
仁
義
を
以
て
し
、
而
し
て
静
を
主
と
し
て
人
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89　山鹿素行の「主静」批判

極
を
立
つ
」
と
。
是
れ
静
を
以
て
無
極
と
為
す
な
り
。
通
書
に

「
静
は
無
に
し
て
動
は
有
」、「
一
と
は
無
欲
な
り
。
無
欲
な
れ

ば
、
静
な
る
と
き
は
虚
し
く
し
て
動
く
と
き
は
直
し
」、「
其
の

背
に
艮
ま
る
と
は
、
背
は
見
ゆ
る
所
に
非
ず
。
静
な
る
と
き
は

則
ち
止
ま
る
」
等
の
言
、
皆
静
無
を
以
て
本
と
為
す
。
明
道
の

程
子
曰
く
、「
昔
、
学
を
周
茂
叔
に
受
く
。
毎
に
仲
尼
・
顔
子

の
楽
処
、
楽
と
す
る
所
、
何
事
ぞ
と
尋
し
む
」
又
曰
く
、「
周

茂
叔
、
窓
前
の
草
を
除
去
せ
ず
。
之
れ
を
問
へ
ば
云
ふ
、
自
家

の
意
志
と
一
般
」
と
。
是
れ
意
味
な
き
の
処
を
以
て
工
夫
と
為

す
。
張
宗
範
の
亭
に
名
づ
け
て
養
心
と
曰
ふ
。
周
子
序
説
を
作

つ
て
云
は
く
、「
予
謂
へ
ら
く
、
心
を
養
ふ
は
寡
に
し
て
存
す

る
に
止
ま
ら
ざ
る
の
み
。
蓋
し
寡
に
し
て
以
て
無
に
至
る
、
無

な
る
と
き
は
誠
立
ち
て
明
通
ず
」
と
。
又
愛
蓮
説
を
作
つ
て
云

は
く
、「
予
独
り
蓮
の
淤
泥
よ
り
出
で
て
染
ま
ず
、
清
漣
に
濯

う
て
妖
な
ら
ず
、
中
通
じ
外
直
に
し
て
蔓
ら
ず
枝
あ
ら
ず
、
香

遠
く
し
て
益
々
清
く
、
亭
々
と
し
て
浄
く
植
ち
遠
く
観
る
べ
く

し
て
、
褻
れ
翫
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
を
愛
す
」
と
。
此
の
数
言
に
因

る
と
き
は
、
周
子
の
学
は
唯
だ
無
極
の
二
字
に
在
り
。
後
儒
、

其
の
説
の
異
端
に
近
き
こ
と
を
厭
ひ
、「
而
」
の
字
を
軽
ろ
ん

ず
。
殆
ど
周
子
の
意
に
非
ず
、
却
つ
て
周
子
を
病
ま
し
む
る
な

り）
2（
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、
大
原
、「
弁
或
問
無
極
説
」）

素
行
の
い
っ
て
い
る
こ
と
を
順
に
追
っ
て
い
こ
う
。
最
初
の
論
点

が
「
無
極
而
太
極
」
の
「
而
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
見
た
通

り
、
朱
子
（「
先
儒
」）
は
こ
の
「
而
」
に
つ
い
て
、
大
し
た
意
味
の

な
い
文
字
だ
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
素
行
は
こ
の
よ
う
な
朱
子
の
解

釈
を
周
濂
渓
の
言
葉
を
改
変
し
た
も
の
だ
と
見
て
い
る
。
素
行
か

ら
す
る
と
、
周
濂
渓
は
「
而
」
に
重
要
な
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と

で
、「
無
極
」
か
ら
「
太
極
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
関
係
を
強
調
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
無
極
而
太
極
」
と
は
、「
無
極
」
→

「
太
極
」
の
段
階
的
生
成
論
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
太
極
図

説
』
の
中
に
「
太
極
本
無
極
」（「
太
極
は
無
極
に
本
づ
く
」）
と
い
う
言

葉
が
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
朱
子

が
「
而
」
を
軽
い
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
周
濂

渓
の
真
意
と
背
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
い
で
素
行
は
「
主
静
」
の
部
分
に
触
れ
、
周
濂
渓
の
意
思
を

「
静
」
＝「
無
極
」
だ
と
し
て
い
る
。『
太
極
図
説
』
に
直
截
そ
の
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
通
書
』
の
「
静
は
無
」

な
ど
の
語
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
素
行
は
こ
こ

か
ら
「
無
極
而
太
極
」
に
込
め
ら
れ
た
周
濂
渓
の
真
意
を
次
の
よ
う

に
読
み
解
く
。
す
な
わ
ち
、「
静
」
こ
そ
が
「
動
」「
静
」
の
関
係
に

お
い
て
根
底
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
無
極
」
＝
根

底
、「
無
極
」
＝「
静
」
な
の
だ
か
ら
、「
静
」
＝
根
底
と
い
う
論
理

の
展
開
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
見
易
い
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
無
極
」
と
は
、
存
在
論
の
レ
ベ
ル
で
「
静
」
が
「
動
」
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よ
り
も
根
底
に
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、「
太
極
」
の
う
え

に
設
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
素
行
は

周
濂
渓
が
「
動
」「
静
」
を
段
階
と
し
て
い
る
と
見
て
い
た
が
、
そ

れ
は
周
濂
渓
が
「
静
」
を
根
底
と
し
た
世
界
観
を
作
ろ
う
と
し
て
い

た
と
い
う
認
識
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
周
濂
渓
が
「
静
」
を
根
底
と
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は

「
周
子
の
学
、
其
の
本
づ
く
所
は
虚
静
無
欲
を
以
て
し
て
、
其
の
宗

と
す
る
所
は
胸
中
の
洒
落
に
在
り）

（0
（

」（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
三
、
雑
子
、
儒

家
者
流
、「
周
子
」）
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
素
行
か
ら
見
て
周
濂
渓

と
は
隠
逸
を
志
向
す
る
人
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

素
行
は
周
濂
渓
が
そ
の
志
向
を
満
た
す
た
め
の
哲
学
を
創
出
し
た
と

見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
よ
う
に
、「
窓
前

の
草
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
愛
蓮
説
な
ど
、
周
濂
渓
は
老
荘
と
見
紛
う

ば
か
り
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
素
行
か
ら
見
て
、
朱
子
が
「
無
極
而
太
極
」
の
解
釈
を

改
変
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
れ

は
当
然
、
朱
子
が
周
濂
渓
の
真
意
に
気
づ
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
も
し
周
濂
渓
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
隠
逸
を
肯

定
す
る
解
釈
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
朱
子
が
「
無
極
而

太
極
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
懸
命
に
段
階
的
生
成
論
を
否
定
す
る
や

り
と
り
が
『
朱
子
文
集
』
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
素
行
の
目
に
映

る
朱
子
と
は
、
す
ぐ
れ
て
社
会
的
実
践
を
志
向
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
隠
逸
志
向
を
容
認
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
引
用
後
半

の
「
其
の
説
の
異
端
に
近
き
こ
と
を
厭
ひ
」
と
は
、
周
濂
渓
の
隠
逸

志
向
に
朱
子
が
抵
抗
を
感
じ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
朱

子
は
、
隠
逸
肯
定
の
哲
学
的
根
拠
と
な
る
「
無
極
」
→「
太
極
」
の

段
階
的
生
成
論
を
否
定
し
て
、「
静
」
が
根
底
で
あ
る
と
す
る
解
釈

が
起
る
余
地
を
な
く
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
、
素
行
の
理
解
な
の
で

あ
る
。

　

こ
う
見
る
と
、
素
行
に
と
っ
て
周
濂
渓
と
朱
子
と
は
決
し
て
同
一

の
思
想
を
持
っ
て
は
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
朱
子
も
周
濂

渓
の
「
静
」
偏
重
の
考
え
方
と
戦
っ
た
の
で
あ
り
、
素
行
か
ら
す
る

と
朱
子
は
い
わ
ば
自
分
と
お
な
じ
陣
営
に
属
し
て
い
る
。
従
来
、
素

行
対
朱
子
の
図
式
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、「
主
静
」
の
論
か
ら

見
る
と
、
素
行
・
朱
子
対
周
濂
渓
の
構
図
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
次
節
で
は
朱
子
の
「
主
静
」
へ
の
認
識
に
つ
い
て
、
素

行
が
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
を
詳
し
く
見
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、

従
来
見
落
と
さ
れ
て
い
た
素
行
と
朱
子
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。

三
、「
動
」「
静
」
の
論
か
ら
見
え
る
素
行
と
朱
子
の
関
係

　

ま
ず
は
、
素
行
が
朱
子
の
「
動
」「
静
」
の
認
識
を
ど
う
見
て
い

た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
素
行
は
両
者
の
一
致
を
強
調
し
て
い
た
が
、
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実
は
こ
の
考
え
方
は
朱
子
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
素
行
は
認
識

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
山
鹿
語
類
』
に
は
次
の
よ
う
な
引
用
が

あ
る
。朱

子
曰
く
、「
動
静
端
な
く
陰
陽
始
な
し
、
先
後
を
分
つ
べ
か

ら
ず
。
今
只
だ
是
れ
起
る
処
に
就
い
て
之
れ
を
言
ふ
。
畢
竟
動

の
前
は
是
れ
静
、
静
の
前
は
又
是
れ
動
、
何
者
を
将
て
か
先
後

と
為
さ
ん
。
只
だ
今
日
の
動
便
ち
始
た
り
と
て
昨
日
の
静
は

更
に
説
か
ず
と
道
ふ
べ
か
ら
ず）

（2
（

」（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
、
天
地
、

「
弁
或
問
天
地
説
」）

こ
れ
は
『
朱
子
語
類
』
巻
一
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
素
行
は
「
動
」

と
「
静
」
と
を
前
後
の
関
係
と
捉
え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
朱
子
も
お
な
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
朱
子
も
「
静
」
を

「
動
」
に
先
行
す
る
も
の
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
問
答
が

『
山
鹿
語
類
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
素
行
は
朱
子

が
「
動
」「
静
」
を
一
致
の
関
係
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
理
解
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
素
行
は
朱
子
の
「
動
」「
静
」
の
認
識
を
全
面
的
に
肯

定
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
一
方
で
は
、「
人

動
か
ざ
る
能
は
ず
と
雖
も
、
人
極
を
立
つ
る
者
は
必
ず
静
を
主
と
す
。

惟
だ
静
を
主
と
す
る
と
き
は
、
其
の
動
に
著
は
る
る
や
節
に
中
ら
ず

と
い
ふ
こ
と
な
し
」（『
朱
子
文
集
』
巻
六
十
七
「
太
極
説
」）
と
い
う
な

ど
朱
子
に
は
「
静
」
を
「
主
」
と
す
る
か
の
よ
う
な
言
説
が
存
在
す

る
の
も
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
素
行
は
朱
子
の
中

に
矛
盾
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

或
ひ
と
問
ふ
、
周
子
の
通
書
に
曰
く
、「
静
は
無
に
し
て
動
は

有
」
と
。
此
の
説
、
如
何
。

師
曰
く
、
或
ひ
と
問
ふ
、「
心
の
本
は
是
れ
箇
の
動
物
な
り
、

不
審
未
発
の
前
は
全
く
是
れ
寂
然
と
し
て
静
な
り
、
還
つ
て
是

れ
静
中
に
動
意
あ
り
」
と
。
朱
子
曰
く
、「
是
れ
静
中
に
動
意

あ
る
に
あ
ら
ず
。
周
子
が
謂
ふ
と
こ
ろ
の
静
は
無
に
し
て
動
は

有
と
は
、
是
れ
無
に
あ
ら
ず
、
其
の
未
だ
形
せ
ざ
る
を
以
て
之

れ
を
無
と
謂
ふ
、
動
に
因
つ
て
而
る
後
に
有
な
る
に
非
ず
。
其

の
見
る
べ
き
を
以
て
之
れ
を
有
と
謂
ふ
の
み
。
其
の
静
時
に
方

り
て
動
の
理
只
だ
在
り
（
中
略
）」
と
。
是
れ
朱
子
、
説
き
得
て

好
し
。
周
子
が
静
無
の
説
、
大
い
に
学
者
を
過
了
す
。
有
無
動

静
、
皆
事
物
の
用
な
り
、
其
の
本
然
な
り
。
有
無
動
静
を
以
て

論
ず
べ
か
ら
ず
、
只
だ
本
然
の
み
。
朱
子
は
猶
ほ
静
を
以
て
主

と
為
す
、
故
に
「
其
の
静
時
に
方
り
て
動
の
理
只
だ
在
り
」
の

語
あ
り）

（（
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、
大
原
、「
弁
或
問
主
静
説
」）

素
行
は
朱
子
の
「
動
」「
静
」
を
分
離
し
な
い
見
方
を
評
価
し
、
周

濂
渓
の
「
動
」「
静
」
の
誤
っ
た
捉
え
方
と
対
立
的
に
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
朱
子
も
結
局
は
「
静
」
を
「
主
」
と
す
る
考
え
方
か
ら
自

由
に
は
な
れ
て
は
い
な
い
。
結
果
と
し
て
、
朱
子
の
中
に
は
「
動
」

「
静
」
に
つ
い
て
、
た
だ
し
い
認
識
と
誤
っ
た
認
識
と
が
並
存
し
て
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い
る
と
素
行
に
は
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
裏
を
返
す
と
、
朱
子
の
「
動
」「
静
」
の
認
識
か

ら
周
濂
渓
の
影
響
を
除
き
さ
え
す
れ
ば
、
た
だ
し
い
「
動
」「
静
」

の
考
え
方
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
節
で
見
た
素
行
の
「
動
」

「
静
」
に
対
す
る
認
識
と
は
ま
さ
に
、
朱
子
の
「
動
」「
静
」
一
致
の

面
だ
け
を
取
上
げ
た
考
え
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
素
行

も
も
と
は
朱
子
学
者
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
精
確
に
い
え
ば

素
行
の
「
動
」「
静
」
に
対
す
る
認
識
は
朱
子
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
所
謂
「
朱
子
学
批
判
」

に
転
じ
た
あ
と
で
あ
っ
て
も
、「
動
」「
静
」
の
議
論
に
お
い
て
素
行

は
朱
子
の
思
想
を
受
継
ご
う
と
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

観
点
を
変
え
て
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
素
行
か

ら
見
て
朱
子
は
「
静
」
に
偏
重
す
る
こ
と
に
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
そ
れ
で
は
「
静
」
に
対
抗
し
て
、
朱
子
が
代
わ
り
に
重
視
し

た
概
念
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
敬
」
で
あ
る
。
朱
子
は
、

「
敬
」
が
「
静
」
の
み
な
ら
ず
「
動
」
ま
で
貫
く
概
念
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
こ
と
で
「
静
」
に
偏
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
と

い
わ
れ
る）

（（
（

。

来
教
に
又
謂
ふ
、
静
を
言
へ
ば
則
ち
虚
無
に
溺
れ
る
と
、
此

れ
固
よ
り
当
に
深
く
慮
る
べ
き
所
な
り
。
然
れ
ど
も
此
の
二

字
、
如
し
仏
者
の
論
な
れ
ば
、
則
ち
誠
に
此
の
患
有
り
。
若
し

天
理
を
以
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
則
ち
動
の
静
無
き
能
は
ざ
る
こ

と
、
猶
ほ
静
の
動
無
き
能
は
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
静
の
養
無

き
能
は
ざ
る
こ
と
、
猶
ほ
動
の
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と

き
な
り
。
但
だ
一
動
一
静
、
互
に
其
の
根
を
為
し
、
敬
義
夾
持

し
、
間
断
の
意
を
容
れ
ず
ん
ば
、
則
ち
静
の
字
を
下
す
と
雖
も
、

元
死
物
に
非
ず
、
至
静
の
中
蓋
し
動
の
端
有
る
を
見
得
。（『
朱

子
文
集
』
巻
三
十
二
、「
答
張
欽
夫
」）

こ
れ
は
張
南
軒
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
の
文
言
で
あ
る
。

「
静
」
を
い
う
こ
と
が
老
荘
的
な
「
虚
無
」
の
思
想
に
陥
る
こ
と
を

危
惧
す
る
張
南
軒
に
対
し
、
朱
子
は
「
動
」「
静
」
の
両
面
に
わ
た

っ
て
「
敬
」
を
持
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
回
答

に
お
い
て
朱
子
が
重
視
し
た
の
は
、「
動
」
と
「
静
」
と
が
分
離
し

な
い
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、「
動
」「
静
」
の
一
致
を
実
現
す
る
鍵
と

な
っ
て
い
る
概
念
こ
そ
「
敬
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
『
朱
子
文
集
』
の
言
葉
が
素
行
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持

つ
の
は
、
こ
れ
が
『
修
教
要
録
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

（5
（

。

同
書
は
程
朱
の
思
想
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
る
姿
勢
で
書
か
れ
て
い
る
、

朱
子
学
時
代
の
素
行
を
代
表
す
る
著
作
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
素
行
は

朱
子
学
を
尊
信
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
「
敬
」
を
重
視
す
る
こ
と
で
、

「
静
」
に
偏
ら
な
い
よ
う
努
め
た
朱
子
の
姿
勢
を
知
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
、
決
し
て
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
所
謂
「
朱
子

学
批
判
」
に
転
じ
た
あ
と
の
『
山
鹿
語
類
』
で
も
、
こ
の
よ
う
な
朱
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子
の
姿
勢
に
対
す
る
認
識
に
は
変
化
が
な
い
点
に
あ
る
。

師
曰
く
、
西
山
は
、
朱
子
が
静
敬
両
な
が
ら
存
し
用
ふ
る
こ
と

を
論
じ
、
其
の
拠
る
所
、
尤
も
著
明
な
り
。
朱
子
、
主
静
の
説

を
論
じ
来
れ
ば
弊
あ
る
に
似
た
る
が
故
に
、
敬
義
夾
持
し
て

間
断
す
べ
か
ら
ざ
る
の
意
を
以
て
す）

（（
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
十
一
、

大
原
、「
弁
或
問
主
静
説
」）

こ
の
引
用
は
真
西
山
の
『
西
山
読
書
記
』
の
「
以
上
の
数
条
は
、
則

ち
又
程
子
敬
を
主
と
す
る
の
説
に
本
づ
く
も
、
而
も
専
ら
静
を
主
と

せ
ざ
る
な
り
」（
巻
第
十
九
）
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

素
行
は
、
朱
子
が
「
敬
」
を
よ
り
重
視
し
、
決
し
て
「
静
」
だ
け
を

中
心
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
真
西
山
の
見
解
に
対
し
て

賛
同
の
意
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
た
び
た

び
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
素
行
は
朱
子
学
の
「
敬
」
を
批
判
し

て
い
る
。
だ
が
、「
静
」
へ
の
偏
重
を
防
ぐ
た
め
の
概
念
と
し
て
の

「
敬
」
と
い
う
理
解
は
、
所
謂
「
朱
子
学
批
判
」
に
転
じ
た
あ
と
で

も
朱
子
学
時
代
か
ら
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
見
れ
ば
、
素

行
が
「
主
静
」
を
批
判
し
た
の
は
、
朱
子
の
「
静
」
へ
の
抵
抗
に
沿

っ
た
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
「
動
」「
静
」
及
び
「
敬
」
の
議
論
を
検
討
し
た
い

ま
、
本
節
の
課
題
で
あ
っ
た
素
行
と
朱
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
素
行
は
朱
子

が
も
と
も
と
有
し
て
い
た
考
え
方
は
そ
の
ま
ま
受
容
し
、
朱
子
の
言

説
中
の
周
濂
渓
に
由
来
す
る
考
え
方
を
排
除
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

語
弊
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、「
主
静
」
批
判
に
お
い
て
素
行
が
目
指

し
た
の
は
朱
子
の
思
想
の
「
純
化
」
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
素
行
が
「
純
化
」
し
よ
う
と
し
た
朱
子
の
考
え
方
と

は
何
か
。
す
な
わ
ち
、
周
濂
渓
の
影
響
を
除
い
た
と
き
、
素
行
の
目

に
映
る
朱
子
の
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
ふ
た
た
び
周
濂
渓
批
判
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。

後
世
の
儒
を
学
ぶ
も
の
、
悉
く
虚
遠
に
馳
せ
、
切
に
高
話
を
挙

げ
心
を
澄
ま
し
心
を
治
め
、
或
は
存
養
の
説
を
立
て
、
或
は
黙

識
の
静
を
為
す
。
是
れ
聖
学
の
沈
淪
し
日
用
の
缺
虧
す
る
所
以

な
り）

（（
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
二
、
致
知
、
為
学
、「
学
蔽
」）

こ
の
批
判
は
、「
学
問
の
道
は
多
言
に
在
ら
ず
、
但
だ
黙
坐
し
て
心

を
澄
ま
し
、
天
理
を
体
認
す
」
と
い
う
言
葉
を
周
濂
渓
の
も
の
と
し

て
引
い
た
う
え
で
な
さ
れ
て
い
る）

（8
（

。
こ
の
言
葉
を
受
け
て
、
素
行
が

「
黙
識
の
静
」
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭

で
見
た
よ
う
に
、「
主
静
」
は
事
物
と
か
か
わ
ら
な
い
状
態
を
本
来

と
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
沈
思
黙
考
の
中
で
何
ら
か
の
理
解
を
得

る
と
い
う
発
想
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
主
静
」
が
「
静
」

→「
動
」
の
順
序
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
内
面
か
ら
外
の

事
物
へ
と
い
う
考
え
方
に
な
る
、
素
行
は
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
素
行
の
歴
史
的
な
立
ち
位
置
を
考
え
て
み
る
と
、
素
行
は
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民
を
教
導
す
る
役
割
と
し
て
武
士
の
存
在
意
義
を
定
義
し
て
い
る）

（（
（

。

第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
素
行
は
聖
人
が
「
天
地
」
の
あ
り
方
に

則
っ
て
教
え
を
立
て
た
と
し
て
い
た
。
素
行
は
学
ぶ
主
体
と
し
て
武

士
を
想
定
し
て
お
り）

（0
（

、
武
士
は
自
己
の
主
観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

「
天
地
」
に
即
し
た
聖
人
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
人
々
を
導
い
て
い

く
。
つ
ま
り
、
素
行
の
理
想
は
「
天
地
」
→
聖
人
→
武
士
→
民
な
の

で
あ
る
。
こ
の
上
か
ら
下
へ
の
整
然
と
し
た
秩
序
の
中
で
、
何
者
に

も
頼
ら
ず
自
力
で
た
だ
し
い
道
徳
を
理
解
す
る
と
い
う
考
え
方
は
ま

っ
た
く
不
要
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
既
存
秩
序
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
考
え
方
は
排
除
す
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
素
行
の
「
主
静
」
批
判
と
は
、
戦
闘
者
と
し

て
自
己
修
養
を
基
本
と
す
る
一
般
的
な
武
士
道
と
一
線
を
画
す
る
、

彼
の
士
道
論
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
素
行
が
「
敬
」
を
「
静
」
よ
り

も
相
対
的
に
評
価
す
る
の
も
、「
敬
」
が
「
動
」
に
も
及
ぶ
も
の
で

あ
る
分
だ
け
、
完
全
に
内
面
に
閉
じ
こ
も
る
「
主
静
」
よ
り
は
既
存

秩
序
を
「
天
地
」
と
同
一
化
し
強
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
素
行
が
朱
子
を
評
価
し
て
い
る
も
の
を
見
て

み
よ
う
。

或
ひ
と
曰
く
、
人
静
な
る
と
き
は
乃
ち
事
の
用
ふ
べ
き
な
し
、

如
何
な
る
か
是
れ
静
処
閑
居
の
学
な
る
。

師
曰
く
、（
中
略
）
人
に
動
静
あ
り
、
視
聴
言
動
の
用
、
飲
食
衣

服
室
宅
用
具
の
細
、
各
々
止
む
を
得
ざ
る
の
事
あ
り
、
其
の
間
、

是
非
を
正
し
可
否
を
審
に
し
、
其
の
天
則
を
致
せ
ば
、
便
ち
精

義
、
神
に
入
る
な
り
。
故
に
聖
人
の
学
は
、
更
に
日
用
事
物
を

離
れ
ず
。
若
し
日
用
に
因
ら
ず
し
て
学
を
論
ぜ
ば
、
乃
ち
是
れ

異
端
な
り
。
朱
子
の
曰
く
、「
学
を
為
す
の
工
夫
は
日
用
の
外

に
在
ら
ず
、
身
を
検
す
れ
ば
則
ち
動
静
語
黙
、
家
に
居
て
は
、

則
ち
親
に
事
へ
長
に
事
へ
、
理
を
窮
め
て
は
、
則
ち
書
を
読
み

義
を
講
ず
、
大
抵
只
だ
一
個
の
是
非
を
分
別
し
て
、
彼
を
去
り

此
れ
を
取
る
こ
と
を
要
す
る
の
み
、
他
の
玄
妙
を
言
ふ
べ
き
な

し
」
の
語
、
尤
も
的
当
す）

（1
（

。（『
山
鹿
語
類
』
聖
学
二
、
致
知
、
為
学
、

「
弁
或
問
学
説
」）

素
行
は
「
静
」
の
と
き
の
学
問
に
つ
い
て
問
わ
れ
、
日
常
生
活
の
あ

ら
ゆ
る
場
面
に
油
断
な
く
務
め
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
、
朱
子
の
言
葉
を
引
用
し
て
そ
の
適
切
な
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
素
行
は
朱
子
に
外
へ
と
自
己
を
開
い
て
い
く
姿
勢
を
見

て
い
た
の
で
あ
る
。
内
面
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
外
部
の
事
物
と

積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
、
そ
の
姿
勢
こ
そ
既
存
秩
序
の
肯
定
で

あ
り
、
武
士
の
社
会
的
な
役
割
の
考
究
に
全
力
を
注
い
だ
素
行
の
思

想
と
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
周
濂
渓
と
朱
子
と
を
分
離
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
以
上
の

含
意
は
な
い
の
か
。
そ
こ
で
次
節
で
は
こ
れ
ま
で
と
角
度
を
変
え
、

崎
門
派
の
儒
者
佐
藤
直
方
の
「
主
静
」
の
論
と
の
比
較
を
行
う
。
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四
、
佐
藤
直
方
と
の
比
較

　

佐
藤
直
方
は
、
師
の
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九
〜
一
六
八
二
）
譲
り
の

厳
格
な
朱
子
学
者
で
あ
り
、「
透
徹
し
た
朱
説
へ
の
理
解
は
我
が
国

随
一）

（2
（

」
と
も
い
わ
れ
る
。
朱
子
学
に
終
生
忠
実
で
あ
り
続
け
よ
う
と

し
た
、
そ
の
姿
勢
は
素
行
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
も
直
方
は

「
主
静
」
を
特
に
重
視
し
た
人
物
で
も
あ
る）

（（
（

。
素
行
の
議
論
の
輪
郭

を
際
立
た
せ
る
に
は
、
格
好
の
比
較
対
象
だ
と
い
え
よ
う
。

　

直
方
の
「
主
静
」
に
対
す
る
考
え
方
を
知
る
た
め
に
、「
主
静
」

を
め
ぐ
る
宋
代
思
想
史
の
認
識
か
ら
見
て
み
よ
う
。

聖
学
絶
テ
後
ニ
周
子
ノ
始
テ
主
静
ト
云
コ
ト
ヲ
説
レ
、
程
子
コ

レ
ニ
ヨ
ツ
テ
敬
・
静
坐
ノ
工
夫
ヲ
教
ヘ
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
。（
中
略
）

「
中
庸
」
ヲ
表
章
シ
テ
、
道
体
ヲ
詳
ニ
シ
、
異
端
ヲ
排
キ
、
未

発
ノ
静
、
已
発
ノ
動
、
存
養
省
察
ノ
工
夫
、
コ
ヽ
ニ
詳
也
。
敬

ノ
一
字
、
聖
門
ニ
有
功
テ
先
儒
未
発
ト
コ
ロ
、
朱
子
大
ニ
賞
美

セ
ラ
レ
シ
ナ
リ）

（（
（

。（『
敬
説
筆
記
』）

直
方
を
含
め
、
ほ
と
ん
ど
の
朱
子
学
者
は
周
濂
渓
か
ら
朱
子
に
至
る

宋
代
儒
学
史
を
一
貫
し
た
授
受
関
係
の
も
と
に
理
解
し
て
い
る
。
直

方
の
「
主
静
」
に
対
す
る
認
識
も
、
周
濂
渓
が
提
唱
し
た
「
主
静
」

の
説
に
基
い
て
程
子
が
「
敬
」「
静
坐
」
を
重
視
し
、
朱
子
も
こ
れ

に
賛
同
し
た
と
し
て
い
る
。
朱
子
が
「
主
静
」
の
扱
い
に
苦
慮
し
た

こ
と
に
注
目
し
、
朱
子
と
周
濂
渓
と
の
あ
い
だ
に
埋
め
が
た
い
溝
が

横
た
わ
っ
て
い
る
と
し
た
素
行
の
認
識
と
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、「
主
静
」
が
直
截
「
敬
」
の
重
視
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
あ
る
。
直
方
に
は
、
よ
り
端
的
に

「
敬
ハ
主
静
ノ
工
夫
ト
云）

（5
（

」（「
静
坐
説
筆
記
」）
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、

明
ら
か
に
「
静
」
＝「
敬
」
の
図
式
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
前
節

で
見
た
よ
う
に
、
朱
子
自
身
の
意
図
と
し
て
は
「
敬
」
を
強
調
す
る

こ
と
で
「
静
」
に
偏
向
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
む

し
ろ
、
朱
子
が
「
静
」
よ
り
も
「
敬
」
を
重
視
し
よ
う
と
し
た
と
見

て
い
た
素
行
の
理
解
の
方
が
朱
子
の
意
思
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

　

こ
う
見
る
と
、
実
に
奇
妙
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
一
般
に
朱
子
学
へ
の
批
判
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
素
行
の
方

が
、
朱
子
学
の
信
奉
者
と
し
て
知
ら
れ
る
直
方
よ
り
も
、「
静
」
と

「
敬
」
と
の
理
解
に
お
い
て
は
朱
子
の
真
意
を
精
確
に
読
取
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
直
方
は
あ
く
ま
で
一
貫
し
た
思
想
と
し
て
の
朱
子
学

に
疑
い
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
朱
子
と
周
濂
渓
と
を
分
離
す

る
発
想
も
持
ち
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
、
朱
子
の
思
想

へ
の
不
十
分
な
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
朱
子
と
周
濂
渓
と
を
分
離
し
な
い
直
方
は
「
主
静
」

の
解
釈
に
何
ら
か
の
障
碍
を
生
じ
た
の
か
。
直
方
の
論
を
見
て
み
よ

う
。
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ま
ず
「
動
」
と
「
静
」
と
の
認
識
か
ら
見
て
い
く
と
、
直
方
も
朱

子
及
び
素
行
と
お
な
じ
く
両
者
一
致
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。

動
静
無
端
カ
フ
シ
タ
ヿ
故
、
ド
レ
ガ
サ
キ
ト
云
ヿ
モ
後
ト
云
ヿ

モ
ナ
キ
ゾ
。
朱
子
ニ
或
人
天
地
ノ
始
ハ
イ
ツ
ゾ
ト
問
タ
レ
バ
、

今
日
則
始
ト
云
。
此
様
ナ
答
ハ
朱
子
デ
ナ
ケ
レ
バ
得
云
ヌ
ヿ
也
。

其
様
ナ
ヿ
モ
此
処
ノ
合
点
ナ
ク
テ
ハ
ス
マ
ヌ
ヿ
也）

（（
（

。（「
太
極
図

同
図
説
同
図
解
並
後
論
講
義
」）

直
方
も
ま
た
、「
静
」「
動
」
に
は
前
後
の
関
係
は
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
朱
子
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
動
」
と
「
静
」
と

の
存
在
論
的
理
解
に
お
い
て
、
直
方
は
朱
子
を
た
だ
し
く
踏
襲
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
素
行
は
周
濂
渓
の
真
意
を
「
無

極
」
と
「
太
極
」
と
を
別
々
の
も
の
と
し
た
う
え
で
、
根
源
で
あ
る

「
無
極
」
を
「
静
」
と
結
び
つ
け
て
「
静
」
の
価
値
的
優
位
を
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
直
方
は
「
無
極
」
に
つ

い
て
ど
う
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
で
注
目
す
べ
き
は
、
直
方
の
理
解
の
仕
方
が
一
定
し
て

い
な
い
点
に
あ
る
。『
太
極
図
説
』
の
「
無
極
而
太
極
」
の
「
太
極
」

と
『
易
』
の
「
易
有
太
極
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
理
」「
気
」
を
合

わ
せ
て
説
い
た
も
の
な
の
か
、「
理
」
の
み
を
説
い
た
も
の
な
の
か

が
時
期
に
よ
っ
て
解
釈
が
違
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
田
健

舟
は
「
日
頃
か
ら
「
定
見
」
を
持
す
る
こ
と
の
必
要
を
強
調
し
て
已

ま
な
か
っ
た
直
方
に
し
て
は
、
甚
だ
珍
し
い
揺
れ
方
だ
と
言
っ
て
よ

い
」
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。「
太
極
」
と
「
理
」「
気
」
と
の
関
係
は
本
稿

の
課
題
か
ら
外
れ
る
の
で
こ
れ
以
上
は
立
入
ら
な
い
が
、「
太
極
」

を
め
ぐ
る
揺
れ
の
果
て
に
直
方
が
行
き
着
い
た
解
釈
は
本
稿
の
課
題

と
大
い
に
関
係
す
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

無
極
太
極
ノ
説
ハ
周
子
ノ
本
意
ニ
ア
ラ
ス
。
通
書
ニ
テ
ギ
ン
ミ

ス
ヘ
シ
。
本
旨
ハ
太
極
動
而
云
々
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
孔
子
ノ
易

有
太
極
ノ
字
イ
ナ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
不
得
已
云
ヘ
リ
。
サ
テ

老
子
之
徒
、
異
端
ノ
虚
無
ヲ
ハ
排
ナ
リ
。
周
子
ハ
有
太
極
ヲ
相

手
ニ
シ
テ
有
ニ
対
シ
テ
無
ナ
リ
。
徒
無
ハ
ア
シ

）ヽ
（8
（

。（「
道
体
講

義
」）

こ
の
言
葉
は
直
方
の
晩
年
（
六
十
九
歳
）
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
か
つ
て
（
五
十
四
歳
）
の
と
き
に
は
「
無
極
而
太
極
ト
始
テ
云

ヒ
出
サ
レ
タ
ソ
、
サ
テ
〳
〵
メ
イ
ヨ
ナ
ル
発
明
ゾ）

（（
（

」（「
太
極
講
義
」）

と
「
無
極
而
太
極
」
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
た
が
、
晩
年
に
な

り
こ
れ
は
周
濂
渓
が
本
当
に
い
い
た
か
っ
た
こ
と
（「
本
意
」）
で
は

な
い
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
直
方
が
重
要
視
し
て
い
る

『
通
書
』
や
『
太
極
図
説
』
の
「
太
極
動
き
て
…
…
」
の
箇
所
に
は
、

「
無
極
」
の
語
は
一
度
も
出
て
こ
な
い
。
も
と
も
と
直
方
は
、
朱
子

に
従
っ
て
「
無
極
」
と
「
太
極
」
と
を
別
箇
の
も
の
と
す
る
こ
と
を

否
定
し
て
お
り
、「
而
ノ
字
ハ
次
第
ツ
ク
様
ナ
ヿ
デ
ハ
ナ
シ
」（「
太

極
図
同
図
説
同
図
説
解
並
後
論
講
義
」）
と
い
っ
て
い
る
。
結
局
、
朱
子
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の
「
無
極
」
と
「
太
極
」
と
を
合
一
と
す
る
論
に
依
拠
し
た
直
方
は
、

周
濂
渓
の
い
う
「
無
極
」
の
意
味
を
説
明
し
切
れ
な
く
な
り
、「
無

極
而
太
極
」
を
あ
く
ま
で
方
便
に
過
ぎ
な
い
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
素
行
の
所
論
を
振
返
る
と
、
周
濂
渓
と
朱

子
と
を
分
離
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
直
方
が
直
面
し
た
困
難
を
回
避

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
素
行
は
「
無
極
」
と
「
静
」
と

を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
周
濂
渓
の
意
図
に
気
づ
き
、「
無
極
」
を

否
定
し
な
け
れ
ば
「
動
」「
静
」
一
致
が
崩
れ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
直
方
は
あ
く
ま
で
「
無
極
」
を
尊
重
し
つ
つ
「
動
」

「
静
」
一
致
の
観
念
も
保
持
し
続
け
た
の
で
、
相
矛
盾
す
る
二
つ
の

考
え
方
の
あ
い
だ
で
行
き
詰
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
直
方
に

は
「
動
静
ト
云
内
、
静
カ
主
ソ
。
動
ノ
為
メ
ニ
静
ナ
ト
云
ヿ
ハ
ア
リ
。

静
ニ
セ
フ
為
メ
ニ
動
ト
云
ヿ
ハ
ナ
イ）

50
（

」（「
太
極
図
同
図
説
同
図
解
並
後

論
講
義
」）
と
「
静
」
を
優
位
と
す
る
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
動
」

「
静
」
は
一
致
の
は
ず
な
の
に
一
方
で
「
静
」
の
優
位
を
い
う
矛
盾
、

ま
さ
に
素
行
が
朱
子
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
と
お
な
じ
事
態
が
起

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
直
方
の
揺
れ
が
「
動
」「
静
」
の
問
題
だ
け
か
ら
起
因
し

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
、
周
濂
渓
か
ら
朱
子
ま
で

の
一
貫
性
を
信
じ
て
い
た
直
方
は
、
両
者
の
あ
い
だ
の
齟
齬
、
さ
ら

に
は
そ
れ
に
由
来
す
る
朱
子
学
内
の
矛
盾
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。

素
行
は
こ
の
矛
盾
に
気
づ
き
、
周
濂
渓
の
影
響
を
排
除
す
る
必
要
性

を
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
学
を
完
成
し
た
一
枚
岩
の
体
系
と

見
る
こ
と
で
陥
る
袋
小
路
か
ら
の
脱
出
こ
そ
が
、
素
行
の
「
朱
子
学

批
判
」
の
思
想
の
内
実
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

上
記
の
考
察
を
踏
ま
え
、
最
後
に
あ
ら
た
め
て
素
行
と
朱
子
学
と

の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
素
行
が
朱
子
学
を
批
判
し
た
点
に
注
目

が
集
ま
っ
て
い
た
。
だ
が
、
素
行
が
『
近
思
録
』
を
読
み
、
朱
子
学

に
疑
問
を
抱
き
始
め
る
の
は
四
十
一
歳
の
と
き
で
あ
る
。
三
十
代
後

半
の
数
年
間
は
素
行
の
人
生
に
お
け
る
「
動
揺
期
」
と
い
わ
れ
る
が）

51
（

、

そ
れ
で
も
素
行
が
四
十
過
ぎ
ま
で
完
全
に
は
朱
子
学
を
捨
て
な
か
っ

た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
観
点
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
素
行
は
若

い
こ
ろ
か
ら
兵
学
を
学
び
、
常
に
幕
府
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん

で
い
た
。
素
行
の
視
線
は
は
じ
め
か
ら
統
治
す
る
側
を
見
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
素
行
が
中
年
に
な
る
ま
で
朱
子
学
を
や
め
な
か
っ
た

の
は
、
朱
子
学
に
抗
い
が
た
い
魅
力
を
感
じ
て
い
た
か
ら
だ
と
は
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
魅
力
と
は
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
朱
子

の
現
実
社
会
を
直
視
す
る
眼
差
し
で
あ
り
、
内
面
に
閉
じ
こ
も
る
こ

と
な
く
自
己
を
外
に
開
い
て
い
く
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
統
治
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す
る
立
場
と
し
て
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
素
行
の
志

向
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
朱
子
学
の
教
え
を
考
え

て
み
る
と
、
上
手
く
現
実
と
か
み
合
わ
な
い
。
そ
れ
は
既
存
秩
序
を

守
る
こ
と
と
は
、
正
反
対
の
考
え
方
が
朱
子
学
に
紛
れ
込
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
周
濂
渓
の
隠
逸
志
向
で
あ
り
、
だ
か
ら

素
行
の
目
に
は
排
除
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
映
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
素
行
が
所
謂
「
朱
子
学
批
判
」
を

主
張
し
た
こ
と
も
、
そ
れ
で
も
朱
子
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
も
整
合

性
が
つ
く）

52
（

。
そ
れ
は
、
政
治
と
は
距
離
を
保
ち
続
け
た
直
方
が
、
周

濂
渓
と
朱
子
と
を
分
離
し
な
か
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
朱
子
と
周
濂
渓
と
を
切
離
そ
う
と
す
る
の
は
、
素
行

独
自
の
問
題
設
定
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
実
際
に
直
方
も
、
自
覚
的
で
な
い
に
し
ろ
、
同
様
の
壁
に
あ

た
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
素
行
と
お
な
じ
く
反
朱
子
学
に
分
類
さ

れ
る
伊
藤
仁
斎
も
「
無
極
而
太
極
」
に
つ
い
て
素
行
と
似
た
よ
う
な

言
葉
が
あ
る）

5（
（

。
仁
斎
は
素
行
と
は
異
な
り
生
涯
を
市
井
で
過
ご
し
て

は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
素
行
と
同
様
の
問
題
意
識
を
持
っ
た
と
い
う

の
も
考
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
本
稿
で
提
起
し
た
、
朱
子
と
周
濂

渓
と
の
関
係
は
江
戸
儒
学
史
を
考
え
る
う
え
で
も
意
味
の
あ
る
問
題

で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）�

『
日
本
古
学
派
之
哲
学
』（
冨
山
房
、
一
九
〇
二
）。

（
2
）�

た
と
え
ば
松
本
純
郎
は
素
行
が
「
朱
子
学
の
含
む
抽
象
的
傾

向
を
排
撃
し
」
た
と
す
る
（『
山
鹿
素
行
先
生
』
至
文
堂
、
一
九
七

三
、
一
八
一
頁
）。

（
（
）�

『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
）

四
六
頁
。

（
（
）�

「
山
鹿
素
行
の
思
想
的
転
回
（
上
）」（『
思
想
』
五
六
〇
号
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
一
）
一
七
七
頁
。

（
5
）�

人
性
論
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
は
、
前
田
勉
『
近
世
日
本
の

儒
学
と
兵
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
）
や
佐
久
間
正
『
徳
川

日
本
の
思
想
形
成
と
儒
教
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
）
な
ど
が

あ
る
。

（
（
）�

数
少
な
い
例
外
は
田
原
嗣
郎
で
、
朱
子
学
の
「
理
」
と
素
行
の

「
誠
」
と
が
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
あ
る
と
し
た
。『
徳
川
思
想
史
研

究
』（
未
来
社
、
一
九
五
八
）、「
山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
基
本

的
構
成
」（『
山
鹿
素
行
』
日
本
思
想
大
系
三
三
、
岩
波
書
店
、
一
九

七
三
）
参
照
。
た
だ
し
、
田
原
の
見
解
は
尾
藤
や
前
田
ら
に
よ
っ
て

批
判
さ
れ
、
今
の
と
こ
ろ
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
は
い
な
い
。

（
（
）�

『
山
鹿
素
行
の
研
究
』（
神
道
史
学
会
、
一
九
八
八
）
八
一
頁
。

（
8
）�
田
原
前
掲
書
及
び
前
掲
文
参
照
。

（
（
）�
広
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
全
集�

思
想
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九

四
一
。
以
下
、『
全
集
』
と
略
記
）
第
九
巻
、
二
六
六
〜
二
六
七
頁
。
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（
10
）�

た
と
え
ば
、
立
花
均
『
山
鹿
素
行
の
思
想
』（
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
〇
七
）
二
六
頁
。

（
11
）�
垣
内
景
子
は
「
朱
子
学
か
ら
最
も
自
由
な
思
想
家
と
し
て
の
朱

熹
」
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
（
垣
内
景
子
『「
心
」
と
「
理
」

を
め
ぐ
る
朱
熹
思
想
構
造
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
）。
素

行
も
同
様
の
視
点
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
12
）�

『
全
集
』
第
九
巻
、
二
七
二
〜
二
七
三
頁
。

（
1（
）�

前
田
前
掲
書
、
一
六
六
頁
。

（
1（
）�

本
稿
と
関
連
す
る
、『
太
極
図
説
』
の
前
半
部
を
こ
こ
に
掲
げ

る
。「
無
極
而
太
極
。
太
極
動
而
生
陽
、
動
極
而
静
、
静
而
生
陰
、

静
極
復
動
、
一
動
一
静
互
為
其
根
、
分
陰
分
陽
両
儀
立
焉
。
陽
変
陰

合
而
生
水
火
木
金
土
、
五
気
順
布
四
時
行
焉
。
五
行
一
陰
陽
也
、
陰

陽
一
太
極
也
、
太
極
本
無
極
也
。
五
行
之
生
也
各
一
其
性
、
無
極
之

真
二
五
之
精
妙
合
而
凝
乾
道
成
男
坤
道
成
女
、
二
気
交
感
化
生
万
物
、

万
物
生
生
而
変
化
無
窮
焉
。
惟
人
也
得
其
秀
而
最
霊
、
形
既
生
矣
、

神
発
知
矣
、
五
性
感
動
而
善
悪
分
、
万
事
出
矣
。
聖
人
定
之
以
中
正

仁
義
而
主
静
、
立
人
極
焉
」。

（
15
）�

『
全
集
』
第
九
巻
、
五
七
頁
。

（
1（
）�

同
右
。

（
1（
）�

な
お
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
あ
く
ま
で
素
行

の
認
識
で
あ
っ
て
、
中
国
哲
学
史
上
の
事
実
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

（
18
）�

『
全
集
』
第
十
巻
、
四
一
九
頁
。

（
1（
）�

『
全
集
』
第
九
巻
、
九
三
頁
。

（
20
）�

た
と
え
ば
、
田
原
前
掲
文
で
は
次
の
よ
う
い
っ
て
い
る
。「
こ

の
世
界
、
素
行
の
い
わ
ゆ
る
「
天
地
人
物
」
の
本
性
は
「
動
」
で
あ

り
、
そ
れ
を
形
容
す
る
「
生
々
息
ま
ず
」「
至
誠
無
息
」
な
ど
の
言

葉
は
素
行
の
著
作
の
到
る
処
に
み
ら
れ
る
」（
四
六
一
頁
）。

（
21
）�

『
全
集
』
第
九
巻
、
五
七
〜
五
八
頁
。

（
22
）�

『
全
集
』
第
十
巻
、
四
一
四
〜
四
一
五
頁
。

（
2（
）�

同
右
、
四
〇
五
〜
四
〇
六
頁
。
な
お
『
易
』
の
言
葉
は
繫
辞
伝

上
第
一
章
。

（
2（
）�

注（
1（
）参
照
。

（
25
）�

『
全
集
』
第
十
巻
、
四
〇
四
頁
。

（
2（
）�

同
右
、
三
九
四
〜
三
九
五
頁
。
な
お
朱
子
の
言
葉
は
ど
ち
ら
も

『
朱
子
語
類
』
巻
第
九
十
四
。

（
2（
）�

「
無
極
而
太
極
」
の
解
釈
は
、
友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形

成
』（
春
秋
社
、
一
九
六
九
）
一
四
六
〜
二
四
六
頁
及
び
土
田
健
次

郎
『
道
学
の
形
成
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
）
一
三
一
〜
一
三
四
頁

参
照
。

（
28
）�

『
全
集
』
第
十
巻
、
四
一
二
頁
。

（
2（
）�

同
右
、
三
九
六
〜
三
九
七
頁
。
な
お
『
太
極
図
説
』
の
言
葉
は

注（
1（
）参
照
。『
通
書
』
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
、
誠
下
篇
、
聖
学
篇
、

蒙
艮
篇
。
程
明
道
の
言
葉
は
『
二
程
遺
書
』
巻
二
上
、
同
巻
三
。

（
（0
）�
『
全
集
』
第
九
巻
、
二
四
〇
頁

（
（1
）�
友
枝
前
掲
書
参
照
。

日本思想史学50-論文 石橋賢太氏【再校】　　［出力］ 2018年9月21日　午後2時37分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学50〈2018〉　100

（
（2
）�

『
全
集
』
第
十
巻
、
七
七
頁
。

（
（（
）�

同
右
、
四
二
二
〜
四
二
三
頁
。
な
お
朱
子
の
問
答
は
『
朱
子
語

類
』
巻
六
十
二
。

（
（（
）�
吾
妻
重
二
『
朱
子
学
の
新
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
）

三
九
九
〜
四
一
五
頁
参
照
。

（
（5
）�

『
全
集
』
第
二
巻
、
六
二
三
頁
。

（
（（
）�

『
全
集
』
第
十
巻
、
四
二
五
〜
四
二
六
頁
。

（
（（
）�

『
全
集
』
第
九
巻
、
一
二
二
頁
。

（
（8
）�

実
際
に
は
、
こ
の
言
葉
は
『
宋
史
』
道
学
伝
の
李
侗
の
も
の
で

あ
る
。

（
（（
）�

素
行
は
士
に
つ
い
て
「
三
民
自
ら
是
れ
を
師
と
し
是
れ
を
貴
ん

で
、
其
の
教
に
し
た
が
ひ
其
の
本
末
を
知
る
に
た
れ
り
」（『
山
鹿
語

類
』
巻
第
二
十
一
「
士
道
」、『
全
集
』
第
七
巻
、
一
一
頁
）
と
し
て

い
る
。

（
（0
）�

「
是
れ
亦
天
下
の
万
民
、
各
々
な
く
ん
ば
不
可
有
の
人
倫
な
り

と
い
へ
ど
も
、
農
工
商
は
其
の
職
業
に
暇
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
常
住

相
従
つ
て
そ
の
道
を
不
得
尽
」（
同
右
）。

（
（1
）�

『
全
集
』
第
九
巻
、
一
二
五
頁
。
な
お
朱
子
の
言
葉
は
『
朱
子

文
集
』
巻
五
十
八
「
答
陳
廉
夫
」。

（
（2
）�

友
枝
前
掲
書
、
一
九
〇
頁
。

（
（（
）�

「
主
静
は
直
方
の
実
践
道
徳
論
の
根
幹
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
」

（
早
川
雅
子
「
佐
藤
直
方
の
主
静
説
─
講
義
・
筆
記
に
み
え
る
近
世

語
を
手
が
か
り
と
し
て
─
」、『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
第
十
号
、
一
九

九
二
、
六
五
頁
）。

（
（（
）�

『
山
崎
闇
斎
学
派
』（
日
本
思
想
大
系
三
十
一
、
岩
波
書
店
、
一

九
八
〇
）
一
〇
一
頁
。
な
お
、「
敬
」
や
「
静
坐
」
は
明
道
、
伊
川

ど
ち
ら
も
い
う
の
で
、
こ
こ
で
の
「
程
子
」
は
二
程
を
ま
と
め
て
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（5
）�

『
増
訂
佐
藤
直
方
全
集
』
第
一
巻
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
九
）

四
八
一
頁
。

（
（（
）�

同
右
、
四
二
九
頁
。

（
（（
）�

『
佐
藤
直
方�

三
宅
尚
斎
』（
叢
書
日
本
の
思
想
家
一
二
、
明
徳

出
版
社
、
一
九
九
〇
）
八
九
頁
。
な
お
、
直
方
の
「
理
」「
気
」
論

に
つ
い
て
は
、
厳
錫
仁
「
佐
藤
直
方
の
理
気
論
─
朱
・
陸
の
太
極
論

争
と
の
関
連
に
お
い
て
─
」（『
倫
理
学
』
第
一
四
号
、
一
九
九
七
）、

関
幹
雄
「
佐
藤
直
方
の
理
気
論
を
め
ぐ
っ
て
─
太
極
解
釈
を
中
心
に

し
て
─
」（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
五
十
三
号
、
二
〇
一
五
）
参
照
。

（
（8
）�

『
増
訂
佐
藤
直
方
全
集
』
第
二
巻
、
四
三
五
頁
。

（
（（
）�

『
増
訂
佐
藤
直
方
全
集
』
第
一
巻
、
四
六
二
頁
。

（
50
）�

同
右
、
四
三
〇
頁
。

（
51
）�

村
岡
典
嗣
『
素
行
・
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
）
四
五

頁
。

（
52
）�

こ
の
意
味
で
は
、
朱
子
学
時
代
か
ら
「
実
学
」
志
向
が
素
行
学

成
立
ま
で
一
貫
し
て
い
た
と
す
る
佐
久
間
正
の
見
方
は
首
肯
で
き
る

（
佐
久
間
前
掲
書
）。
た
だ
、
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
一
貫
し

て
い
た
の
は
単
に
志
向
だ
け
で
な
く
、
よ
り
深
い
思
想
内
容
を
含
ん
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101　山鹿素行の「主静」批判

で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
田
原
の
説
の
再
検
討
も
含
め
、
考
え
直
す
必
要
が
あ
ろ

う
。

（
5（
）�
土
田
前
掲
書
、
一
三
三
頁
参
照
。

�

（
中
央
大
学
非
常
勤
講
師
）
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