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楊
慈
湖
の
思
想

　
　
1
そ
の
心
学
の
性
．
格
に
つ
い
て

牛

尾

弘

孝

　
傷
簡
（
字
は
敬
仲
、
号
は
慈
湖
、
一
一
四
．
一
一
一
二
二
六
）
は
、
陸
九

淵
（
字
は
子
静
、
号
は
象
山
、
一
二
二
九
一
一
一
九
二
）
門
下
の
高
弟

の
一
人
で
あ
る
が
、
八
十
六
歳
と
い
う
長
命
を
得
、
官
界
に
お
い
て
は

楽
平
県
の
知
事
や
国
子
博
子
、
，
更
に
は
宝
護
憲
学
士
な
ど
を
歴
任
し
て

か
な
り
の
治
積
を
あ
げ
畑
・
思
想
界
に
お
い
て
も
象
山
心
学
に
膚
特

異
な
発
展
を
与
え
、
そ
の
独
自
な
思
想
的
営
為
に
は
注
目
す
べ
き
も
の

が
あ
る
。

　
た
だ
両
者
の
思
想
の
相
違
と
な
る
と
、
従
来
は
慈
湖
心
学
が
力
動
的

な
生
命
力
に
あ
ふ
れ
る
象
山
心
学
を
、
↑
静
虚
な
観
想
の
世
界
へ
と
導
い

て
行
っ
た
か
の
如
く
、
更
に
は
極
端
な
唯
心
論
を
唱
え
た
か
の
如
く
に

蟹
れ
る
傾
向
が
大
で
あ
っ
⑬
・
し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
と
ぽ
か
り
言

い
き
れ
ぬ
点
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
明
代

に
お
い
て
楊
慈
湖
の
思
想
が
再
評
価
さ
れ
て
来
る
砂
糖
な
ど
魚
ら
し

合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
時
、
も
う
一
度
三
三
心
学
と
は
本
来
ど
の
よ
う

な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

固
よ
り
象
山
心
学
、
朱
子
性
理
学
、
禅
な
ど
と
の
比
較
検
討
が
な
さ
れ

ね
ば
な
直
な
い
が
、
そ
れ
は
後
日
に
期
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は

慈
湖
の
主
張
に
即
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
持
つ
全
体
燥
を
明
か
に
し
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

く
こ
と
に
務
め
た
い
と
思
う
。
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一

e 「
心
之
精
神
是
三
聖
」
の
意
味
す
る
も
の

「
己
易
」
に
お
け
る
主
体
の
問
題

　
慈
湖
心
学
を
解
明
す
る
に
当
っ
て
先
ず
気
が
つ
く
の
は
、
　
「
心
の
精

神
こ
れ
を
聖
と
い
う
」
　
（
孔
面
子
、
記
三
面
）
な
る
語
が
続
出
す
る
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
語
の
意
味
す
る
所
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
慈
湖
の
思
想
分
全
貌
が
し
だ
い
に
明
確
に
な
っ
て
行
く
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
総
じ
て
そ
の
思
想
が
真
の
自
己
解
放
を
め
ざ
す
も
の
な
ら
ば
、
主
体



の
在
り
方
と
客
観
の
存
在
の
諸
相
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
楊
慈
湖
は
実
践
主
体
（
心
）
と
い
う
も
の
を
、
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
恰
好
の
資
料
と

な
る
の
が
「
己
易
」
で
あ
る
。
　
（
四
明
叢
書
所
収
、
慈
母
遺
書
、
巻
七
、

家
記
一
）
程
伊
川
の
易
伝
及
び
朱
子
の
周
易
本
義
は
、
共
に
義
理
の
立

場
に
重
き
を
置
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
慈
湖
の
己
易
は
一

貫
し
て
心
一
元
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
心
易
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
「
易
」
を
通
し
て
人
間
界
と
自
然
界
の

雛
穰
韓
鰍
麓
蟄
ボ
諸
髪
軸
祉
鱗
籍

の
も
の
と
言
え
る
。

　
　
「
易
と
は
己
な
り
。
他
あ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
易
を
以
て
書
と
な

　
　
し
、
易
を
以
て
己
と
な
さ
ざ
る
は
不
可
な
り
。
易
を
以
て
天
地
の

　
　
変
化
と
な
し
、
易
を
以
て
己
の
変
化
と
な
さ
ざ
る
は
不
可
な
り
。

　
　
天
地
は
我
の
天
地
、
変
化
は
我
の
変
化
に
し
て
、
他
の
物
に
非
ざ

　
　
る
な
り
。
」
　
（
己
易
一
丁
）

　
だ
か
ら
陽
支
と
陰
丈
は
吾
の
陽
メ
X
と
陰
x
X
で
あ
っ
て
、
各
々
本
心
の

虚
明
の
本
体
と
変
化
の
作
用
を
形
容
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
と
な

る
と
、
乾
・
坤
・
震
・
巽
・
次
・
離
・
艮
・
見
の
八
卦
も
本
心
の
変
化

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
六
十
四
卦
・
三
百
八
十
四
x
X
も
全
て
本

心
の
変
化
の
多
様
性
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
　
（
同
上
、
四
丁
）

　
以
上
の
如
く
見
て
来
る
と
森
羅
万
象
は
天
地
人
三
才
の
別
を
有
し
て

い
る
が
、
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
可
視
的
な
差
別
相
に
お
け
る
対
峙
を
言
う

も
の
で
あ
り
．
天
地
万
物
万
化
万
理
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、

た
だ
こ
の
「
我
」
　
（
真
心
）
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
耳
目
口
鼻
手
足
な

ど
の
肉
体
の
み
が
自
己
存
在
で
は
な
い
し
、
一
方
天
地
万
物
万
化
万
理

も
決
し
て
自
己
と
対
立
し
た
存
在
で
は
な
い
。
我
々
が
通
常
自
己
だ
と

思
い
こ
ん
で
い
る
も
の
は
、
血
気
形
貌
か
ら
成
り
立
つ
六
尺
の
肉
体
に

と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
具
体
的
な
存
在
は
こ
の
身
体
を
除

い
て
他
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
の
み
に
執
着
し
て
「
本
来
の

自
己
」
に
気
が
つ
か
な
い
の
は
、
自
か
ら
を
狭
く
限
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
そ
の
本
来
の
自
己
の
大
な
る
自
己
限
定
態
が
四
時
日
月
万
時
万

物
な
ど
の
天
地
自
然
で
あ
り
、
小
な
る
自
己
限
定
態
が
耳
目
強
暴
な
ど

の
六
尺
の
身
体
で
あ
る
。

　
　
「
天
地
万
物
万
化
万
理
を
以
て
己
と
な
さ
ず
し
て
、
た
だ
耳
目
口

　
　
鼻
四
肢
の
み
に
早
し
て
己
と
な
す
は
、
こ
れ
吾
の
全
体
を
剖
ち
て

　
　
分
寸
の
膚
を
裂
取
す
る
な
り
。
こ
れ
血
気
に
桔
せ
ら
れ
て
自
か
ら

　
　
私
し
す
る
な
り
、
自
か
ら
小
に
す
る
な
り
。
吾
の
躯
は
六
尺
七
尺

　
　
に
止
ま
る
の
み
に
非
ず
。
井
に
坐
し
て
天
を
観
れ
ば
、
天
の
大
を

　
　
知
ら
ず
。
血
気
に
坐
し
て
己
を
観
れ
ば
、
己
の
広
を
知
ら
ず
。
」

　
　
（
同
上
、
四
丁
）

　
そ
れ
を
実
践
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
楊
慈
湖
に
と
っ
て
た
と
え
伝
統

的
な
権
威
を
有
す
る
儒
学
の
用
語
、
す
な
わ
ち
仁
義
礼
拝
・
命
道
心
性

な
ど
と
い
え
ど
も
、
い
ち
ど
全
て
本
来
の
自
己
（
真
心
）
の
中
に
は
う

一3
4
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り
こ
ま
れ
て
跡
か
た
も
な
く
完
全
に
溶
か
さ
れ
て
し
ま
い
、
然
る
の
ち

新
鮮
な
面
目
を
有
し
て
露
呈
し
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
本
来
の
自

己
が
思
慮
す
る
こ
と
を
以
て
「
心
」
と
い
い
、
自
在
に
応
変
す
る
こ
と

を
以
て
「
神
」
と
い
い
、
本
来
の
自
己
以
外
に
何
ら
の
超
越
的
権
威
を

認
め
ず
、
こ
の
心
を
本
と
す
る
こ
と
を
以
て
「
性
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
同
上
、
五
丁
）
こ
こ
に
お
い
て
、
　
「
心
」
を
一
身
の
主
宰
者
と
し
て

立
て
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
天
」
　
（
天
命
の
性
）
に
本
づ
き
、
主
客
を

貫
く
普
遍
的
な
道
理
を
畏
敬
し
、
そ
れ
に
随
順
し
て
い
く
朱
子
学
の
立

囎
と
明
確
な
柑
違
を
示
し
τ
い
る
こ
と
が
わ
か
る
・
そ
う
な
る
と
慈
湖

に
と
っ
て
本
来
の
自
己
は
、
真
心
・
道
・
我
・
性
と
い
か
よ
う
に
も
表

現
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
「
易
」
と
は
天
地
人
三
才
の
理
を
演
べ
敷
く
一
等
高
き
書

物
と
は
み
な
さ
れ
な
く
な
る
。
自
己
の
本
心
（
不
易
の
本
体
）
の
変
化

妙
通
（
変
易
の
作
用
）
が
「
易
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
天
地
人

の
森
羅
万
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
天
地
人
の
三
者
は
形
状
の
違
い

を
有
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
相
対
を
絶
し
た
二
」
な

る
も
の
が
貫
通
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
性
」
で
あ
り
、
　
「
道
」
で
あ
り
、

「
易
」
で
あ
る
。
い
つ
れ
も
本
来
の
自
己
（
真
心
）
の
別
名
で
あ
る
。

　
　
「
回
れ
我
た
る
所
以
の
者
は
、
血
気
形
貌
の
み
と
い
う
な
か
れ
。

　
　
吾
が
性
は
澄
然
清
明
に
し
て
物
に
非
ず
。
吾
が
性
は
翼
然
無
際
に

　
　
し
て
量
に
非
ず
。
天
な
る
者
は
吾
が
性
中
の
象
、
地
な
る
者
は
吾

　
　
が
性
中
の
形
な
り
。
　
（
中
略
）
悟
れ
い
ま
だ
そ
の
天
と
地
と
人
と

　
　
の
三
者
あ
る
を
見
ず
。
三
な
る
者
は
形
な
り
。
一
な
，
る
者
は
性
な

　
　
り
。
ま
た
道
と
い
い
、
ま
た
易
と
い
う
な
り
。
名
言
の
同
じ
か
ら

　
　
ざ
る
も
、
其
の
実
は
一
体
な
り
。
」
　
（
同
上
、
二
丁
）

　
前
述
の
如
く
天
地
自
然
は
本
来
の
自
己
の
大
な
る
自
己
限
定
態
で
、

血
気
形
貌
は
そ
の
小
な
る
自
己
限
定
態
で
あ
っ
た
。
固
よ
り
慈
湖
と
て

も
こ
の
六
尺
の
芽
体
を
二
義
的
な
も
の
と
し
て
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
こ
の
肉
体
に
の
み
執
着
す
る
な
ら
ば
、
本
来
の
自
己
の

全
体
を
見
る
こ
と
な
く
終
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
肉
体

へ
の
執
着
は
い
か
に
し
て
発
生
す
る
の
か
。
し
ば
ら
く
そ
の
肉
体
な
る

も
の
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
我
が
身
に
備
わ
る
耳
目
口
鼻
手
足
や
血
気
内
臓
な
ど
の
諸
感
覚
三
管

は
、
何
の
支
障
も
な
く
そ
の
感
覚
作
用
で
あ
る
視
聴
嚇
臭
・
運
用
歩
趨

・
周
流
思
慮
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
感
覚
作
用

を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
も
の
は
何
か
。

　
　
「
姑
く
六
尺
に
つ
き
て
細
か
に
こ
れ
を
究
む
れ
ば
、
目
よ
く
視
る

　
　
も
、
よ
く
視
る
所
以
の
者
は
何
者
ぞ
。
耳
よ
く
聴
く
も
、
よ
く
聴

　
　
く
所
以
の
者
は
何
物
ぞ
ゆ
　
（
中
略
）
血
気
よ
く
周
流
す
る
も
、
よ

　
　
く
周
流
す
る
所
以
の
者
は
何
物
ぞ
。
心
よ
く
思
慮
す
る
も
、
よ
く

　
　
思
慮
す
る
所
以
の
者
は
何
物
ぞ
。
」
　
（
同
上
、
五
丁
）

　
確
か
に
我
々
の
感
覚
器
管
は
形
象
の
違
い
を
有
し
て
い
る
し
、
そ
の

感
覚
作
用
も
そ
れ
ぞ
れ
働
き
方
は
同
じ
で
は
な
い
。
だ
が
そ
の
感
覚
す

る
所
以
の
も
の
を
考
え
て
行
く
時
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
作
用
を
成
り

一3
5

繭



立
た
し
め
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
は
、
視
聴

唖
臭
．
運
用
歩
趨
・
周
流
思
慮
は
互
い
に
別
の
次
元
の
も
の
で
は
な
く

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
常
我
々
は
感
覚
器
管
を
通
し
て
受
け
取
る
外
界

の
事
象
を
、
視
聴
瞳
臭
思
慮
な
ど
の
感
覚
意
識
作
用
に
よ
っ
て
分
別
対

象
化
す
る
こ
と
で
全
て
事
足
れ
り
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
専
ら
可
見
的

な
対
峙
・
相
対
に
目
を
注
ぐ
の
み
で
、
不
可
見
の
一
者
を
看
取
す
る
こ

と
が
な
い
。
こ
の
見
る
主
体
と
見
ら
れ
る
客
体
と
を
共
に
包
み
こ
む
不

可
見
の
一
者
こ
そ
が
真
の
自
己
な
の
で
あ
る
。
こ
の
不
可
見
の
一
壷
に

お
い
て
は
、
視
聴
は
視
聴
に
と
ど
ま
ら
ず
、
思
慮
は
思
慮
に
と
ど
ま
ら

ず
、
す
べ
て
渾
鳳
の
全
体
そ
の
も
の
の
働
き
に
統
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。　

　
「
視
と
聴
と
は
一
な
ら
ざ
る
が
若
き
も
、
そ
の
見
る
べ
か
ら
ざ
る

　
　
は
則
ち
一
な
り
。
視
聴
と
戯
言
は
一
な
ら
ざ
る
が
若
き
も
、
そ
の

　
　
見
る
べ
か
ら
ざ
る
は
則
ち
一
な
り
。
運
用
歩
趨
周
流
思
慮
は
一
な

　
　
ら
ざ
る
が
若
き
も
、
そ
の
見
る
べ
か
ら
ざ
る
は
則
ち
一
な
り
。
こ

　
　
の
見
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
視
に
あ
り
て
は
視
に
非
ず
。
聴
に
あ

　
　
り
て
は
聴
に
非
ず
。
曝
に
あ
り
て
は
唖
に
非
ず
。
臭
に
あ
り
て
は

　
　
臭
に
命
ず
。
運
用
屈
伸
に
あ
り
て
は
運
用
屈
伸
に
非
ず
。
歩
趨
に

　
　
あ
り
て
は
歩
趨
に
混
ず
。
周
流
に
あ
り
て
は
周
流
に
非
ず
。
思
慮

　
　
に
あ
り
て
は
思
慮
に
非
ず
。
　
」
　
（
同
上
、
五
丁
、
六
丁
）

　
こ
の
よ
う
に
感
覚
意
識
す
る
も
の
は
不
一
で
あ
る
が
、
感
覚
意
識
す

る
所
以
の
も
の
は
不
二
で
あ
る
　
不
一
な
る
差
別
相
に
お
い
て
は
、
個

々
の
も
の
が
そ
れ
自
身
を
主
張
し
て
相
い
対
峙
し
て
い
る
が
、
そ
の
不

二
な
る
無
差
別
相
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
対
性
は
解
消
し
て
行
く
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
渾
一
の
全
体
（
本
来
の
自
己
）
は
、
現
実
の
諸
事

態
に
応
じ
て
様
々
に
自
己
を
多
元
化
し
て
や
ま
ぬ
し
、
し
か
も
局
部
に

限
定
さ
れ
た
自
己
は
、
常
に
根
源
の
一
心
に
回
帰
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
　
「
己
易
」
は
心
易
と
し
て
不
可
見
の
一
二
の
存

在
を
提
示
し
、
そ
の
本
来
の
自
己
（
真
心
）
以
外
に
責
任
を
担
っ
て
い

く
何
も
の
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
⇔
　
三
月
無
磯
な
る
真
心
の
発
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儒

　
「
己
易
」
を
通
し
て
不
可
見
の
渾
一
体
が
真
の
自
己
と
し
て
、
天
地
3
6

人
の
三
才
・
万
事
万
物
万
化
万
理
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
明
一

か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
真
の
自
己
」
と
「
心
の
精
神
こ
れ

を
聖
と
い
う
」
な
る
語
と
は
、
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。　

象
山
心
学
に
し
て
も
慈
湖
心
学
に
し
て
も
、
心
が
時
空
を
絶
し
「
心

一
元
」
の
名
に
お
い
て
、
全
て
の
責
任
を
担
っ
て
行
く
こ
と
に
変
り
は

な
い
が
、
本
来
の
自
己
が
主
体
を
実
践
へ
と
導
い
て
行
く
も
の
な
ら
ば
、

楊
慈
湖
の
主
張
す
る
真
心
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
心
量
の
幅
を
有

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
「
君
臣
の
忠
孝
、
兄
弟
の
悌
良
、
夫
婦
の
面
従
、
講
評
の
寺
詣
は
、

　
　
応
酬
交
錯
し
て
勝
げ
て
窮
む
べ
か
ら
ず
。
罷
れ
ど
も
そ
の
実
、
澄



　
　
然
寂
然
と
し
て
変
化
孔
彰
な
り
。
こ
の
妙
な
る
や
、
、
古
よ
ウ
こ
れ
、

　
　
を
心
と
い
い
、
ま
た
こ
れ
を
神
と
い
う
。
孔
子
日
ぐ
、
『
心
の
精

　
　
神
こ
れ
を
聖
と
い
う
』
と
。
こ
の
心
は
体
な
く
、
虚
明
超
然
た
る
こ

　
　
と
鑑
の
如
く
、
万
象
こ
と
ご
と
く
そ
の
中
に
見
わ
れ
て
薦
ず
所
な

　
　
し
。
」
（
慈
湖
遺
書
、
巻
二
、
七
丁
、
昭
融
記
）
．
，

　
我
々
実
践
主
体
が
既
成
の
価
値
観
に
蔽
わ
れ
る
こ
と
な
ぐ
、
何
事
に

も
通
暁
し
て
や
ま
ぬ
の
は
、
そ
れ
が
虚
明
無
体
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
そ
の
虚
明
無
体
の
心
は
常
に
コ
」
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
単
一
な
る
平
面
的
基
盤
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
渾
一
な
る
円

環
的
基
盤
を
有
す
る
生
命
体
で
あ
り
、
そ
の
場
に
即
し
て
主
動
・
本
末
・

一
二
と
自
己
を
多
様
に
限
定
し
て
露
呈
さ
せ
る
。
．
そ
の
現
わ
れ
方
は
決

し
て
自
己
分
裂
で
は
な
く
し
て
、
自
己
分
化
で
あ
り
、
常
に
本
源
に
復

す
る
自
己
回
生
力
を
有
す
る
庵
の
で
あ
る
。

　
　
「
人
み
な
こ
の
ら
あ
り
。
こ
の
心
は
み
な
虚
明
無
体
な
り
。
無

　
　
直
な
れ
ば
則
ち
際
露
な
し
。
天
地
万
物
は
尽
く
吾
が
虚
明
無
体
の

　
　
中
に
あ
り
て
変
化
万
状
す
れ
ど
も
、
吾
が
虚
明
無
体
な
る
者
は
常

　
　
に
一
な
り
。
百
姓
は
日
に
こ
の
虚
明
無
体
の
妙
を
得
て
自
か
ら
知
ぢ

　
　
ず
。
・
ζ
の
虚
明
無
体
な
る
者
は
、
動
に
も
か
く
の
如
く
、
静
に
も

　
　
か
く
の
如
ぐ
、
昼
に
も
か
く
の
如
く
、
夜
に
も
か
く
の
如
く
、
生
に
も
か

　
　
く
の
如
く
、
死
に
も
か
く
の
如
し
、
」
（
同
上
、
巻
二
、
三
十
八
丁
、
永
堂
記
）

　
我
々
の
真
心
は
、
打
て
ば
継
ぐ
よ
う
な
感
応
性
を
有
し
て
お
り
、
．
そ

れ
は
恣
意
的
な
分
別
按
配
の
遠
く
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
る
。
．
真
心
の
本
体

が
寂
然
不
動
・
虚
明
無
体
・
・
無
思
無
慮
で
あ
っ
て
、
こ
ざ
か
し
い
目
的

意
識
・
理
意
識
も
な
く
、
・
本
来
血
丸
物
な
る
が
故
に
・
一
切
無
尽
蔵
な
る
’

妙
用
が
わ
き
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
夢
占
湖
が
真
心
の
本
体
を

「
静
虚
」
・
と
規
定
す
る
の
は
、
何
も
現
実
諸
相
の
沸
騰
し
た
事
象
を
故

意
に
沈
静
化
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
し
、
寂
静
な
別
天
地
に
安
閑

と
兀
坐
す
る
た
め
の
も
の
で
．
も
な
い
。
真
心
の
自
か
ら
な
る
妙
用
は
、
・

分
別
の
次
元
を
超
え
た
本
来
の
自
己
の
有
す
る
、
自
由
な
生
命
の
内
発

力
で
あ
る
。
そ
の
こ
ど
を
強
調
す
る
た
め
に
暖
炉
・
虚
明
・
幽
静
と
様

々
に
表
現
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
偏
静
で
は
な
く
、
　
「
真
為
」
　
（

同
上
、
霊
亀
、
「
三
十
四
丁
「
安
止
記
）
、
と
で
も
言
え
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
、
味
で
寂
然
不
動
・
無
思
無
慮
の
本
体
と
融
通
無
磯
な
る
妙

用
は
、
本
来
の
自
己
に
お
い
．
て
は
コ
物
殊
名
」
　
（
同
上
、
巻
七
、
九

丁
、
己
易
）
、
と
．
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
、

　
　
「
孔
子
日
ぐ
、
心
の
精
神
こ
れ
を
聖
と
謂
う
と
。
孟
子
も
ま
た
曰

　
　
く
、
仁
は
人
心
な
倒
と
。
ど
の
心
は
即
ち
道
な
り
、
故
に
舜
は
道

　
　
心
と
・
い
ケ
。
心
は
形
体
な
し
、
故
に
変
化
無
方
な
り
。
　
（
中
略
）

　
　
然
ら
ば
則
ち
百
姓
日
用
の
妙
は
果
し
で
得
て
思
う
べ
か
ら
ず
、
得

　
、
－
て
言
う
べ
か
ら
ざ
る
も
一
の
あ
ヶ
。
伯
成
子
高
は
、
以
て
一
毫
も
物

　
　
を
利
ぜ
ざ
れ
ば
、
後
学
靡
然
と
し
て
こ
れ
に
従
い
、
偏
枯
孤
止
な

　
　
翁
Q
、
故
に
古
よ
り
学
者
お
お
む
ね
無
思
無
為
の
説
を
求
む
れ
ど
も
、

　
　
無
思
無
為
の
実
ぽ
、
す
な
わ
ち
人
心
の
精
神
の
妙
用
な
る
を
悟
ら

　
・
ず
。
」
．
（
同
上
Y
巻
十
、
六
丁
、
論
論
語
上
）
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こ
の
よ
う
に
「
心
の
精
神
こ
れ
を
聖
ど
謂
う
」
な
る
語
は
、
寂
静
の

境
地
に
沈
ま
な
い
寂
然
不
動
の
真
心
が
有
す
る
、
自
か
ら
な
る
生
命
の

内
発
力
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
真
心
は
常
に
満
を

持
し
て
、
自
己
表
現
の
機
会
を
待
っ
て
お
り
、
そ
の
機
縁
に
乗
じ
て
そ

の
姿
を
顕
現
さ
せ
る
。
道
（
理
）
と
は
そ
の
真
心
の
足
跡
と
し
て
そ
の

場
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
同
上
、
巻
二
、
十
七
丁
、
十
八

丁
．
二
陸
先
生
祠
堂
記
）

二
　
実
践
主
体
と
善
悪
の
問
題

1
不
起
意
説
1

、
本
来
の
自
己
（
真
心
）
は
、
時
空
を
絶
し
た
自
由
無
毒
な
る
円
融
性

を
有
し
な
が
ら
、
一
切
の
権
威
を
認
め
よ
う
と
は
せ
ず
に
、
自
己
貫
徹

の
道
を
歩
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
心
の
精
神
こ
れ
を
聖
と
謂
う
」

な
る
語
に
よ
っ
て
、
－
真
心
の
妙
用
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
ふ
そ

の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
や
ま
な
い
の
が
、
　
「
意
」
の
一
字
で
あ
る
。

意
と
は
何
か
、
意
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
る
の
か
、
意
を
克
服
す
る
手

続
き
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
、
真
心
と
意
と
の
関
係
は
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
な
ど
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
我
々
実
践
主
体
は
、
歴
史
的
現
実
の
只
中
に
あ
っ
て
、
終
始
困
苦
患

難
し
て
い
る
の
が
日
常
の
姿
で
あ
っ
て
、
ど
こ
に
も
閑
静
な
桃
源
郷
は

存
在
し
な
い
。
こ
の
肉
体
に
は
、
耳
目
口
鼻
な
ど
の
諸
感
覚
器
管
や
視

聴
嚇
臭
・
周
流
思
慮
な
ど
の
感
覚
意
識
作
用
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら

は
快
よ
一
い
音
声
単
色
な
ど
の
誘
引
惑
乱
、
富
貴
名
声
な
ど
の
利
害
関
係
、

困
苦
掌
握
な
ど
の
逆
縁
状
況
、
．
白
刃
矛
父
な
ど
の
極
限
状
況
の
中
に
は

う
り
込
垂
れ
る
と
、
忽
ち
意
念
百
態
が
続
出
し
、
我
執
掻
起
し
て
千
失

万
過
の
海
に
漂
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
「
こ
の
心
は
も
と
過
な
く
、
意
に
動
け
ば
す
な
わ
ち
過
あ
り
。
意
、

　
　
声
色
に
動
く
が
故
に
過
あ
り
。
意
、
貨
利
に
動
く
が
故
に
過
あ
り
。

　
　
意
、
物
に
動
く
が
故
に
過
あ
り
。
千
失
万
過
、
み
な
意
の
動
く
に

　
　
由
り
て
生
ず
。
故
に
孔
．
子
つ
ね
に
意
な
く
、
必
な
く
、
固
な
く
、

　
　
我
な
か
れ
と
戒
し
む
る
な
り
。
三
態
は
こ
の
四
者
を
越
ゆ
る
者
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舳

　
　
し
。
故
に
つ
ね
に
学
者
（
の
意
）
を
止
絶
す
。
」
（
同
上
、
巻
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8

　
　
十
五
丁
、
臨
安
置
学
記
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
も
し
こ
の
よ
う
に
現
実
的
諸
事
態
の
中
に
あ
っ
て
、
十
念
が
妄
動
し

進
退
が
窮
ま
る
と
す
れ
ば
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
真
心
は
、
実
に
虚
弱

な
観
念
的
な
体
質
を
有
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

い
っ
た
い
円
融
無
硬
な
る
真
心
の
妙
用
と
意
念
の
妄
動
と
の
関
係
は
、

ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
意
は
、
心
と
別
次
元
の
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
実
践
主
体
た
る
心
に
性
と
情

の
界
分
を
立
て
て
・
両
春
を
厳
し
く
区
別
し
た
朱
子
性
鞠
髭
つ
く

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
慈
湖
心
学
に
お
い
て
は
、
心
を
離

れ
て
意
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
意
を
離
れ
て
心
が
あ
る
わ
け
で
も
な



い
。
す
な
わ
ち
、
実
践
当
体
は
こ
の
真
心
以
外
の
何
も
の
で
も
な
・
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

　
　
「
然
ら
ば
則
ち
、
心
と
意
と
は
な
ん
ぞ
弁
た
ん
。
こ
の
二
者
は
、

　
　
い
ま
だ
始
め
よ
り
一
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
蔽
な
る
者
は
一
な
ら

　
　
ず
。
一
な
れ
ぽ
則
ち
心
と
な
り
、
二
な
れ
ば
則
ち
意
と
な
る
。
直
な

　
　
れ
ば
則
ち
心
と
な
り
、
支
な
れ
ば
則
ち
意
と
な
る
。
通
ず
れ

　
　
ぽ
則
ち
心
と
な
り
、
阻
な
れ
ば
則
ち
意
と
な
る
。
直
心
直
証
、
識

　
　
ら
ず
知
ら
ず
、
変
化
云
為
し
、
あ
に
支
な
ら
ん
や
、
あ
に
離
な
ら

　
　
ん
や
、
感
通
し
て
窮
ま
り
な
く
、
思
う
に
匪
ず
、
・
為
す
に
匪
ず
コ
」

　
　
（
同
上
、
巻
二
、
九
丁
、
絶
望
記
）

　
と
は
い
え
、
一
方
で
円
融
自
在
な
真
心
の
は
た
ら
き
を
強
調
し
、
一

方
で
意
の
跳
梁
践
雇
の
危
険
性
を
喚
起
し
て
や
ま
な
い
。
意
（
念
）
が

真
心
と
別
領
域
の
も
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
我
々
は
常
に
意
を
起
し
て
、

過
失
を
犯
し
は
し
な
い
か
と
恐
れ
お
の
の
く
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

そ
う
な
れ
ば
、
外
界
か
ら
心
を
閉
じ
て
悪
を
な
さ
な
い
か
わ
り
に
善
も

な
さ
ず
、
自
己
解
放
を
め
ざ
し
た
は
ず
の
実
践
主
体
は
、
結
局
畏
縮
後

退
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
　
「
心
の
精
神
こ
れ
を
聖
と
謂
う
」
と
「
意

を
起
さ
ず
」
と
は
矛
盾
を
犯
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
だ
が
慈
湖
は
、
決
し
て
心
を
木
石
の
如
く
に
動
か
す
な
と
は
言
っ
て

い
な
い
。
楽
し
い
時
に
は
心
か
ら
楽
し
み
、
哀
し
い
時
に
は
心
か
ら
哀

し
み
、
憤
る
時
に
は
心
か
ら
憤
る
。
た
だ
事
態
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ

り
、
楽
し
み
に
溺
れ
、
哀
し
み
に
沈
み
、
怒
り
を
人
に
及
ぼ
す
こ
と
と

な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
意
（
態
）
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
同
上
、
聖
子
、
二
十
五
丁
、
二
十
六
丁
、
論
論
語
上
）
同
様
に
思
慮

分
別
も
起
し
て
は
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
初
学
者

に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
す
べ
て
学
ぶ
者
に
と
っ
て
学
習
し
思

慮
す
る
こ
と
は
、
現
実
の
諸
問
題
を
処
理
す
る
際
に
当
然
求
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
慮
分
別
と
い
う
も
の
は
、
物
事
を
対
象
化

・
相
対
化
す
る
こ
と
に
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
生
命
の
全

体
・
事
物
の
全
体
を
丸
ご
と
包
み
こ
ん
で
体
得
す
る
力
量
に
欠
け
て
い

る
。
そ
こ
に
は
鋭
利
な
切
れ
味
は
あ
る
に
し
て
も
、
本
末
大
小
を
共
に

包
み
こ
む
深
い
豊
か
な
味
わ
い
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
慮
分

別
は
実
践
主
体
の
全
体
で
は
な
く
、
無
思
無
慮
な
る
真
心
の
属
性
の
一

つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
本
来
の
自
己
の
全
体
を
主
と
せ
ず
し
て
、
思
慮
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
9

分
別
の
理
意
識
に
の
み
依
り
か
か
る
な
ら
ば
、
利
害
・
是
非
・
虚
実
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

多
少
・
本
末
・
上
下
・
我
他
・
彼
此
と
い
っ
た
如
く
、
意
念
意
態
は
百

出
し
て
、
対
立
・
相
剋
・
差
別
・
矛
盾
は
、
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
行
く

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
真
心
に
断
続
は
な
い
が
、
思
慮
分
別
に
は
断

続
潜
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
「
こ
の
心
は
も
と
一
な
り
、
二
な
き
な
り
。
嘗
て
断
じ
、
回
る
後

　
　
ち
続
く
こ
と
な
し
b
さ
き
に
は
是
く
の
如
く
な
ら
ず
し
て
、
今
是

　
　
く
の
如
き
こ
と
な
き
な
り
。
さ
き
に
は
是
く
の
如
く
に
し
て
、
今

　
　
是
く
の
如
く
な
ら
ざ
る
こ
と
な
き
な
り
。
昼
夜
一
な
り
、
古
今
一
な
り
。

　
　
少
壮
強
か
ら
ず
し
て
、
哀
老
弱
か
ら
ず
。
強
か
る
べ
き
、
弱
か
る

　
　
べ
き
者
は
血
気
な
り
汐
強
き
こ
と
な
く
、
弱
き
こ
と
な
き
者
は
心



　
　
な
り
。
断
あ
り
続
あ
る
者
は
思
慮
な
り
。
忍
な
く
続
な
き
者
は
心

　
　
な
り
。
」
　
（
同
上
、
巻
七
為
十
丁
、
己
易
）

　
以
上
の
如
く
喜
怒
哀
楽
の
情
が
ほ
と
ば
し
り
出
る
こ
と
、
幽
思
慮
分
別

を
は
・
た
ら
か
せ
る
こ
と
自
体
が
、
直
接
意
を
起
す
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
・

け
で
は
な
い
。
　
「
不
起
意
」
　
（
野
里
を
止
絶
）
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
・

現
実
の
諸
相
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
無
感
動
で
い
る
わ
け

で
も
な
い
。
真
向
か
ら
事
物
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
、
豊
か
な
感
情
を
・

発
露
さ
せ
る
こ
と
、
自
己
の
過
失
を
責
め
改
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
意

を
起
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誇
さ

　
　
「
ま
た
意
を
起
さ
ず
と
い
う
は
、
す
べ
て
事
を
理
め
ず
と
い
う

　
　
に
は
非
ず
。
凡
そ
事
を
な
す
に
は
た
だ
理
に
合
わ
ん
こ
と
を
要
す

　
　
る
の
み
。
も
し
私
意
を
起
さ
ば
則
ち
不
可
な
り
。
親
に
事
え
、
兄

　
　
た
従
い
、
家
を
治
め
、
物
に
接
す
る
が
如
き
、
子
の
顔
淵
を
毒
し

　
　
て
会
す
る
と
、
そ
の
過
を
見
て
内
に
訟
む
る
と
の
若
き
、
こ
れ
は
こ
れ
云

　
　
為
変
化
に
し
て
、
意
を
起
す
に
は
非
ず
U
（
同
上
、
巻
＋
三
、
十
一
丁
、
論
中
庸
）

　
か
く
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
生
生
と
し
て
息
ま
ざ
る
真

心
の
全
体
は
機
縁
に
乗
じ
、
そ
の
場
に
即
し
て
道
（
理
）
を
生
み
な
し

て
い
く
が
、
そ
の
心
が
ひ
と
た
び
現
実
の
事
象
に
執
着
し
て
拘
泥
停
滞

す
る
や
い
な
や
、
意
念
が
噴
出
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
事
物
を

治
め
る
以
上
に
、
事
物
に
執
着
し
な
い
こ
と
が
慈
湖
の
眼
目
と
な
．
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
慈
湖
の
提
起
す
る
「
格
物
」
乏
は
（
程
朱
学
の
如

き
「
格
物
窮
理
」
で
は
な
く
し
て
、
事
物
へ
の
執
着
を
「
格
去
」
す
る

こ
と
と
な
る
。

　
　
「
格
物
は
窮
理
を
以
て
言
う
べ
・
か
ら
ず
。
・
文
（
大
学
の
本
文
）
に
噛

　
　
は
格
と
n
言
う
の
み
ゅ
至
の
義
あ
り
と
難
も
、
な
ん
す
れ
ぞ
転
じ
て

　
　
窮
と
な
さ
ん
。
文
に
は
物
と
言
う
の
み
つ
一
初
め
．
よ
り
理
の
字
義
な

　
　
し
、
な
ん
す
れ
ぞ
転
じ
て
理
と
な
さ
ん
。
経
に
よ
り
て
直
説
す
れ

　
・
」
ば
、
格
に
は
去
の
義
あ
り
、
そ
の
物
を
燧
煙
す
る
の
み
。
」
（
同
上
、

　
　
巻
斗
（
三
十
丁
、
論
論
語
上
）

　
慈
湖
に
と
っ
て
、
程
朱
学
の
如
く
分
別
的
な
理
意
識
に
頼
る
こ
と
は
、

煩
雑
な
事
物
の
万
状
を
あ
乏
追
い
す
る
の
に
精
山
主
で
あ
り
、
自
由
無
－

肇
る
主
体
の
確
立
は
と
て
も
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
吻
・

事
物
の
理
を
追
求
す
れ
ば
す
る
億
ど
主
体
の
自
己
分
裂
は
激
し
く
な
り
一

却
て
物
事
忙
通
暁
で
き
な
く
な
る
っ
慈
湖
と
て
竜
事
物
諸
相
の
複
雑
多

様
さ
を
知
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
・
い
が
噛
む
し
ろ
事
物
へ
の
．
執
着
を
排
す
る

こ
と
こ
そ
、
事
物
に
通
暁
で
き
る
道
で
は
な
い
の
か
。
　
「
吾
が
心
も
と

物
な
し
。
躾
　
（
同
上
沸
巻
十
嘱
三
十
一
丁
、
「
論
論
語
上
）
と
あ
る
よ
う

に
渦
真
心
は
本
来
無
一
物
で
あ
る
が
故
に
一
切
無
尽
蔵
の
融
通
性
を
有

す
る
。
自
己
め
本
心
、
の
執
着
さ
え
排
除
で
き
る
な
ら
、
物
の
情
理
は
判

然
と
顕
現
し
て
来
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
物
の
情
理
が
判
然

と
顕
現
し
て
来
る
乏
い
う
と
は
か
真
心
が
本
来
無
一
物
で
あ
っ
て
「
物

己
一
・
貫
」
、
（
同
上
、
三
十
三
十
四
丁
、
噛
論
論
語
上
）
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

脚
4
0
、一



　
だ
が
こ
こ
で
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
物
事
へ
の
執
着

を
排
し
さ
え
ず
れ
ば
、
意
念
の
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
言
い
方
が
、

実
は
慈
湖
心
学
の
一
面
を
語
り
得
た
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
歴
史
的
現
実
の
重
み
と
そ
れ
に
対
処
し
て
行
く
実
践
主
体
の
苦

悩
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
時
に
は
、
　
「
不
起
意
」
と
い
う
こ
と
が
必
然
的

に
強
調
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
従
来
見
て
来
た
如
く
、

「
心
の
精
神
こ
れ
を
聖
と
謂
う
」
な
る
語
は
、
本
来
の
自
己
の
有
す
る

円
融
無
擬
な
生
命
力
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
　
「
知
ら
ず
、

そ
の
匙
を
挙
げ
て
策
を
施
す
は
仁
な
る
を
、
咀
噛
厭
飲
す
る
は
仁
な
る

を
、
味
を
別
ち
善
悪
を
知
る
は
仁
な
る
を
。
」
　
（
同
上
、
巻
十
、
二
十

七
丁
、
論
論
語
上
）
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
生
と

し
て
息
ま
ぬ
．
真
心
の
流
出
に
よ
り
、
そ
の
場
に
即
し
て
道
（
理
）
が
生

み
な
さ
れ
、
本
来
の
自
己
は
自
由
黒
磯
な
る
姿
を
顕
現
さ
せ
る
。
た
と

え
ば
、
親
に
対
す
る
「
孝
」
と
い
っ
て
も
、
二
定
の
規
矩
様
式
が
予
か

じ
め
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
学
び
従
っ
て
行
く
こ
と
が
孝
な
の
で

は
な
い
。
何
ら
の
計
ら
い
の
な
い
本
来
無
一
物
な
る
真
心
が
親
に
向
っ

て
あ
ふ
れ
出
た
時
、
そ
れ
を
孝
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
「
子
の
親
に
事
う
る
に
あ
た
っ
て
は
、
愛
敬
の
心
自
か
ら
生
じ
、

　
　
然
る
所
以
を
知
ら
ず
、
こ
れ
則
ち
孝
な
り
。
も
し
意
を
起
し
て
、

　
　
穿
れ
将
に
以
て
湿
た
る
を
学
ば
ん
と
す
と
い
わ
ば
、
則
ち
ま
た
偽
、

　
　
な
る
の
み
。
真
心
の
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
」
　
（
同
上
、
巻
十
、
三

　
　
丁
、
論
論
語
上
）

　
と
な
る
と
湘
な
る
ほ
ど
意
を
起
さ
ぬ
（
不
起
意
）
た
め
に
、
そ
の
事

物
に
対
す
る
執
着
を
排
除
す
る
と
い
う
言
い
方
は
、
実
践
主
体
が
安
閑

な
地
に
凝
然
π
坐
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
歴
史
的
現
実
に
密
着
し
て
・
い

る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
来
の
自
己
の
面
目
を
以
て

す
れ
ば
、
自
か
ら
の
本
心
を
信
じ
き
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
ら
、
事
物
に

執
着
し
て
意
念
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
心
が
充
足
さ
れ
な
い
た
め

に
、
更
に
言
え
ば
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
い
た
め
に
意
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。
意
は
決
し
て
真
心
と
別
領
域
か
ら
生
じ
て
来
る
わ
け
で
は
な
い
心

真
心
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
真
心
そ
れ
自
体
の
腰
く

だ
け
が
「
意
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
「
悪
」
に
他
な
ら

な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
1

・
こ
の
意
味
で
真
心
以
外
に
超
越
的
な
権
威
は
〒
切
想
定
さ
れ
ず
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

て
こ
の
コ
心
し
の
責
任
の
下
に
担
わ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
．
「
心

の
精
神
こ
れ
を
聖
と
謂
う
」
な
る
語
は
、
そ
の
こ
と
を
表
現
す
る
の
に

ふ
さ
わ
し
い
，
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
覆
し
ん
で
お
も
う
に
、
舜
の
『
道
心
』
と
い
う
は
、
心
外
に
復

　
　
た
道
あ
る
に
非
ず
し
て
、
道
は
た
だ
通
ぜ
ざ
る
所
な
き
の
称
な
り
。

　
　
孔
子
の
子
思
に
語
り
て
、
『
心
の
精
神
こ
れ
を
聖
と
謂
う
』
と
い

　
　
う
は
、
聖
も
ま
た
通
ぜ
ざ
る
所
な
き
の
名
な
り
。
人
み
な
こ
の
心

　
　
あ
り
。
こ
の
這
い
ま
だ
嘗
て
聖
な
ら
ず
、
精
神
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

　
　
体
質
な
く
二
重
な
く
、
あ
ら
ざ
る
所
な
く
、
通
ぜ
ざ
る
所
な
し
。
易
に
『
天

　
　
地
を
範
園
す
』
と
い
う
は
、
果
し
て
以
て
こ
れ
を
範
諾
す
る
に
足



　
　
る
な
り
。
中
庸
に
『
万
物
を
発
育
す
』
と
い
う
は
、
果
し
て
こ
の

　
　
心
を
発
育
す
る
な
り
。
　
（
中
略
）
こ
の
心
を
以
て
君
に
事
う
る
を

　
　
忠
と
い
い
、
こ
の
心
を
以
て
長
に
事
う
る
を
順
と
い
い
嘱
こ
の
心

　
　
を
以
て
朋
友
と
交
わ
る
を
信
と
い
い
、
そ
の
敬
を
礼
と
い
い
、
そ

　
　
の
和
を
楽
と
い
い
、
そ
の
覚
を
知
と
い
う
。
故
に
曰
わ
く
、
『
知

　
　
こ
れ
に
及
ぶ
』
と
。
覚
る
所
、
純
明
に
至
る
を
仁
と
い
う
。
L

　
　
（
同
上
、
巻
二
、
十
四
丁
、
臨
安
府
学
記
）

　
た
だ
真
心
が
自
己
を
充
足
し
て
や
ま
ぬ
と
は
言
っ
て
も
、
慈
湖
心
学

に
お
い
て
は
、
万
尋
の
事
象
を
焼
き
尽
く
し
て
や
ま
ぬ
と
い
う
ほ
ど
の

熱
情
は
、
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
真
心
の
本
体
を
虚
明
無
体
・
寂
然

不
動
・
至
静
と
規
定
し
、
作
用
を
変
化
万
状
・
応
酬
交
錯
・
響
動
と
規

定
す
る
が
、
そ
れ
は
本
来
の
自
己
の
静
な
る
自
己
限
定
態
と
動
な
る
自

己
限
定
態
に
過
ぎ
ず
、
自
在
無
硬
な
る
真
心
に
還
し
て
言
え
ば
、
静
動

の
別
は
一
物
殊
名
に
他
な
ち
な
い
。
だ
か
ら
慈
湖
に
と
っ
て
の
「
静
」

と
は
、
心
が
静
止
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
心
が
意
と
し
て
妄
動
し
な

い
こ
と
を
い
う
。
　
（
同
上
、
巻
二
、
三
十
五
丁
、
爵
然
斎
記
）
そ
れ
は

言
い
か
え
れ
ば
、
歪
め
安
定
性
を
意
味
す
る
。
　
「
動
」
と
は
、
心
の
恣

意
放
縦
で
は
な
く
、
心
が
偏
静
に
陥
い
る
こ
と
な
く
、
活
澄
黒
地
に
応

変
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
重
ね
て
言
え
ば
、
慈
湖
心
学
に
お
け
る
真
心
は
、
動
的
な
熱
清
を
た

ぎ
ら
せ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
円
融
無
磯
な
る
自
在
性
を
有
し
な
が

ら
も
、
静
誼
な
緊
張
に
満
ち
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
真
心
が
有
し
て
い

る
生
命
力
そ
の
も
の
の
発
現
に
任
せ
る
自
か
ら
な
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。

三
　
実
践
主
体
と
工
夫
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
学
習
の
意
味
一

　
真
心
は
自
在
無
擬
な
る
生
命
性
を
有
し
て
、
日
常
の
行
住
坐
臥
の
間

に
そ
の
姿
を
顕
現
さ
せ
る
。
し
か
し
、
現
実
世
界
の
只
中
に
あ
っ
て
、

我
々
は
事
象
に
執
着
し
て
過
失
を
犯
し
、
諸
悪
を
積
み
重
ね
て
行
く
と

い
う
事
態
に
直
面
す
る
。
こ
の
事
実
は
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で

き
ぬ
も
の
と
し
て
、
主
体
に
決
着
を
迫
っ
て
来
る
。
も
し
真
心
の
自
然

な
発
露
に
停
滞
・
亀
裂
が
生
じ
、
忽
ち
の
う
ち
に
意
（
念
）
を
起
し
て

し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
も
は
や
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
状
態
に
陥

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
朱
子
学
の
主
体
論
に
お
い
て
は
、

「
心
」
の
中
核
に
純
粋
至
善
な
る
「
性
」
が
、
悪
へ
の
傾
向
性
を
有
す

る
「
情
」
と
界
分
を
異
に
し
て
安
全
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
本
性
復

帰
へ
の
可
能
性
は
、
予
か
じ
め
確
保
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
慈
湖
の

如
く
「
心
＝
兀
」
に
の
み
頼
る
な
ら
ば
、
意
念
が
妄
動
し
て
自
旦
分
裂

。
自
己
矛
盾
の
中
に
停
滞
し
、
救
い
よ
う
も
な
く
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
実

践
主
体
の
再
起
は
、
果
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
過
失
（
悪
）
を

犯
す
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
る
あ
ま
り
、
実
践
主
体
が
お
よ
び
腰
の
姿
勢

を
取
る
な
ら
ぽ
、
と
て
も
本
心
の
自
在
な
発
露
は
望
む
べ
く
も
な
い
。

だ
が
本
来
の
自
己
は
、
円
融
無
磯
な
る
生
命
の
内
発
力
を
具
有
し
て
い

一4
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一



た
。
と
な
る
と
む
し
ろ
、
過
失
を
責
め
改
め
る
所
に
、
真
心
の
透
徹
し

た
力
量
の
幅
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
本
心
に
対
す
る
翼
壁
の

信
頼
の
厚
さ
は
、
　
「
君
子
は
、
過
を
以
て
諦
と
な
さ
ず
、
過
を
改
む
る

能
わ
ざ
る
を
以
て
恥
と
な
す
。
人
心
は
即
ち
道
に
し
て
、
も
と
よ
り
霊
、

も
と
よ
り
明
な
り
。
過
失
と
れ
を
蔽
え
ば
始
め
て
乱
る
。
過
を
観

れ
ば
則
ち
仁
を
知
る
。
過
な
く
ん
ぽ
則
ち
こ
の
心
は
清
明
広
大
な
る
こ

と
礎
け
如
し
。
雲
気
散
釈
し
て
太
馬
廻
碧
な
り
。
」
　
（
同
上
、
巻
十
、

七
丁
、
論
論
語
上
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
。

　
た
と
え
挫
折
し
て
行
き
づ
ま
っ
た
と
し
て
も
、
主
体
の
再
起
へ
の
可

能
性
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
・
手
続
き

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
慈
湖
と
て
も
学
習

の
必
要
性
を
力
説
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
「
十
五
に
し
て
学
に
志
し
、
三
十
に
し
て
立
ち
、
四
十
に
し
て
惑

　
　
わ
ず
。
学
力
進
進
と
し
て
次
第
あ
り
。
志
学
の
初
め
已
に
天
性
の

　
　
本
然
を
知
る
と
難
え
ど
も
、
而
も
習
気
ま
ま
起
り
、
い
ま
だ
天
に
．

　
　
純
な
ら
ず
。
日
用
の
応
酬
人
為
、
い
ま
だ
尽
く
は
釈
け
ず
。
五
十

　
　
に
至
り
て
、
始
め
て
み
．
な
天
命
に
し
て
人
為
に
侯
つ
こ
と
な
き
を

　
　
知
る
ρ
六
十
に
し
て
耳
順
う
と
は
、
順
わ
ざ
る
所
な
し
。
順
う
こ

　
　
と
あ
り
て
逆
う
こ
と
な
く
ん
ば
、
天
に
純
な
り
。
」
　
（
同
上
、
巻

　
　
十
、
十
六
丁
、
論
論
語
上
）

　
論
語
の
学
而
篇
を
引
用
し
て
、
学
習
の
順
序
次
第
を
強
調
し
て
お
り
、

い
か
に
も
時
間
的
に
配
列
し
た
漸
進
主
義
的
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。

確
か
に
旧
習
の
気
（
習
気
）
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
そ
れ
を
払
拭
す

る
に
は
時
間
が
か
か
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
慈
湖
に
お
い
て
習
気

と
は
、
本
心
に
検
証
す
る
こ
と
な
く
既
成
の
価
値
観
を
是
認
し
た
り
、

血
気
形
貌
の
私
に
執
着
し
た
り
、
納
交
・
要
誉
・
悪
声
等
の
念
慮
に
適

わ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
断
ち
難
い

も
の
と
し
て
、
心
の
深
層
に
粘
着
し
て
い
る
。
い
ち
ど
断
ち
切
っ
た
と

思
っ
て
い
て
も
、
再
び
ま
と
わ
り
つ
い
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
慈
湖
自
身
に
切
実
な
体
験
が
あ
る
。
程
朱
学
で
は
、

森
羅
万
象
を
貫
通
す
る
一
理
の
究
明
に
力
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

慈
湖
に
お
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
理
と
事
象
と
の
間
に
対
立
意
識
を
さ

し
は
さ
む
こ
と
か
ら
抜
け
き
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
二
十
八
歳
の
時
に
　
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
3

「
澄
然
一
片
」
た
る
自
覚
を
得
、
真
心
の
自
由
な
発
露
に
循
い
さ
え
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

れ
ば
、
天
と
喚
び
、
理
と
喚
ぼ
う
と
自
在
な
境
地
に
達
し
た
。
　
（
同
上
、

巻
十
五
、
十
二
丁
、
汎
論
学
）
そ
し
て
三
十
二
歳
の
時
に
、
始
め
て
象

山
に
出
合
い
、
数
度
の
問
答
の
間
に
日
常
の
行
住
坐
臥
を
通
じ
て
現
わ

れ
る
真
心
の
自
在
性
を
肇
な
も
の
と
し
て
信
逼
る
こ
と
が
で
き
⑬
・

（
同
上
、
巻
二
、
十
八
丁
、
十
九
丁
、
二
陸
先
生
祠
堂
記
）
し
か
し
、

慈
湖
は
そ
の
悟
り
の
中
に
安
住
し
て
工
夫
（
学
習
）
を
怠
る
と
、
旧
習

の
気
が
隙
に
乗
じ
て
忽
ち
の
う
ち
に
覚
悟
を
転
覆
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と

を
痛
感
す
る
。

　
　
「
学
者
初
め
心
の
ゆ
く
所
に
従
い
、
玄
妙
な
ら
ざ
る
な
き
を
覚
れ

　
　
ば
、
往
往
に
し
て
遂
い
に
足
れ
り
と
し
、
学
に
進
む
を
知
ら
ず
。



　
　
覧
る
に
旧
習
に
わ
か
に
消
し
難
く
、
い
ま
だ
念
念
不
動
な
る
能
わ

　
　
ず
。
た
だ
こ
の
道
ま
た
其
の
思
為
を
思
う
る
所
な
し
と
謂
い
て
、

　
　
過
あ
る
を
自
覚
す
と
難
も
、
而
も
其
の
力
を
用
い
ず
、
虚
し
く
歳

　
　
月
を
を
す
ご
さ
ば
、
終
い
に
い
ま
だ
精
一
の
地
に
遡
り
ず
。
　
（
中

　
　
略
）
予
三
十
以
上
に
し
て
上
し
く
覚
り
し
已
後
、
正
に
こ
の
病
い

　
　
に
堕
っ
。
後
ち
十
余
年
、
念
う
に
面
す
ぎ
れ
ど
も
、
徳
進
む
を
加

　
　
え
ず
、
殊
に
大
害
を
な
す
。
」
　
（
同
上
、
巻
十
五
、
二
丁
、
三
丁
、

　
　
汎
論
学
）

　
だ
が
慈
湖
に
と
っ
て
真
の
学
習
と
は
、
必
ず
し
も
思
慮
・
知
力
に
よ

っ
て
分
別
按
配
す
る
こ
と
を
の
み
言
う
も
の
で
は
な
い
。
思
慮
分
別
と

い
う
も
の
は
、
一
定
の
理
意
識
や
価
値
観
を
依
り
処
と
し
て
な
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
対
象
世
界
を
一
面
的
・
局
部
的
な
目
的
意
識
で
切
り
き

ざ
ん
で
系
列
化
す
る
こ
と
に
力
を
発
揮
す
る
が
、
そ
れ
で
は
自
己
欺
隔
・

自
己
分
裂
に
堕
し
た
主
体
に
回
生
の
力
を
与
え
る
ど
こ
ろ
か
、
な
お
一

層
の
阻
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
し
か
な
い
。

　
こ
こ
に
到
っ
て
慈
湖
は
、
　
「
時
習
の
習
は
、
乃
ち
不
習
の
習
な
り
凶

（
同
上
、
巻
十
、
二
丁
、
論
論
語
上
）
と
規
定
し
て
潭
か
ら
な
い
。
思

慮
分
別
は
、
無
思
無
慮
な
る
本
来
の
自
己
の
属
性
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

慈
湖
に
と
っ
て
の
学
習
と
は
、
本
来
の
自
己
の
有
す
る
、
自
か
ら
な
る

生
命
の
内
発
力
に
支
え
ら
れ
た
学
習
を
言
う
の
で
み
る
。

　
　
「
人
み
な
良
性
の
清
明
あ
る
も
、
い
ま
だ
嘗
て
躬
に
あ
り
て
は
人

　
　
欲
こ
れ
を
蔽
わ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
雲
の
日
を
窮
う
が
如
し
。

　
　
こ
の
故
に
学
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
学
は
外
に
求
む
る
に
非
ず
、
人

　
　
心
も
と
よ
り
善
な
れ
ば
な
り
。
核
型
も
み
な
親
を
愛
す
る
を
知
り
、

　
　
長
ず
る
に
及
ん
で
は
み
な
兄
を
敬
す
る
を
知
り
、
学
ば
ず
し
て
能

　
　
く
し
、
慮
ら
ず
し
て
知
る
、
人
心
も
と
よ
り
仁
な
れ
ば
な
り
。
大

　
、
道
我
に
あ
り
て
通
ぜ
ざ
る
忍
な
し
。
聖
人
の
時
習
と
い
う
は
、
そ
の
時

　
　
と
し
て
習
わ
ざ
る
な
き
を
明
か
に
す
る
な
り
。
時
と
し
て
習
わ
ざ
る
な
し
と

　
　
ぽ
、
学
び
て
能
く
し
、
慮
り
て
知
る
に
非
ず
。
思
う
所
あ
れ
ば
思
う
こ
と

　
　
時
と
し
て
止
む
こ
と
あ
り
。
為
す
所
あ
れ
ば
、
為
す
こ
と
時
と
七
て
已

　
　
む
こ
と
あ
り
。
思
う
に
匪
ず
、
為
す
に
匪
ず
、
合
す
る
に
匪
ず
、
離
る
る
に
匪

　
　
ず
。
」
　
（
同
上
、
巻
二
、
十
二
丁
、
楽
平
心
学
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟

　
こ
れ
を
・
「
不
当
の
習
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4

め
る
も
の
は
、
本
来
の
自
己
が
「
常
明
常
覚
」
　
（
同
上
、
巻
十
、
三
十
一

丁
、
論
論
語
上
）
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
真
心
が
常
明
常
覚

（
本
覚
）
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
不
習
の
習
と
し
て
の
自
か
ら
な
る
学
習

が
確
立
し
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
具
体
的
・
個
別
的
な
思
慮
学
習
が
成

立
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
漸
進
主
義
的
に
見
え
た
慈
湖
の
工
夫
論
は
、

実
は
工
夫
（
学
習
）
と
証
悟
（
本
覚
）
が
一
枚
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え

た
上
で
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
悟
り
を
露
呈
さ
せ

る
た
め
の
学
習
で
あ
っ
て
、
決
し
て
悟
り
に
到
達
す
る
た
め
の
学
習
で

は
な
い
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
習
気
は
常
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
来
る
も
の
で
あ



る
が
、
こ
の
習
気
の
威
力
の
前
に
は
真
心
と
い
え
ど
も
、
忽
ち
意
念
の

中
に
堕
し
か
ね
な
い
恐
れ
が
十
分
に
あ
っ
た
。
こ
の
習
気
は
、
外
か
ら

ま
と
わ
り
つ
い
て
来
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
己
れ
自
身
の
中
か
ら

滲
み
出
て
来
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
来
の
自
己
は
、
自
か
ら

な
る
生
命
性
を
有
し
て
い
た
。
だ
か
ら
そ
の
場
に
即
し
て
道
（
理
）
を

生
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
同
じ
心
量
の
幅
で
悪
を
犯
す
可

能
性
も
十
分
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
道
理
を
生
み
な
す
の
も
真
心

で
あ
り
、
悪
へ
と
無
限
に
堕
し
て
い
く
の
も
真
心
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
悪
事
を
犯
し
て
い
る
の
を
誰
よ
り
察
知
し
て
い
る
の
も
こ
の
真

心
で
あ
る
。
ゆ
え
に
慈
湖
に
お
け
る
学
習
と
ば
、
自
己
分
裂
・
自
己
矛

盾
を
摘
発
し
て
や
ま
な
い
真
心
（
本
覚
）
の
持
つ
自
己
回
生
力
を
言
う

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
彼
の
心
一
元
の
特
徴
を
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

ω②

註

「
慈
湖
先
生
年
譜
」
　
（
四
明
叢
書
所
収
）
参
照
。

楊
慈
湖
に
関
す
る
論
文
は
極
め
て
少
な
い
。
主
要
な
も
の
を
挙

げ
る
と
、
旧
本
で
は
楠
本
正
継
著
「
宋
明
儒
学
思
想
研
究
」
頁

三
七
四
、
　
荒
木
見
悟
著
「
陳
北
渓
と
楊
慈
湖
」
　
（
哲
学
第
六

輯
）
で
あ
り
、
前
者
は
象
山
と
の
対
比
に
、
後
者
は
理
学
と
心
学

と
の
対
比
に
重
点
を
置
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
、

「
中
国
哲
学
史
資
料
纂
輯
」
　
（
中
国
科
学
院
哲
学
研
究
所
中
国

③④⑤⑥⑦㈲

哲
学
史
組
編
）
の
宋
元
明
の
部
、
臨
界
著
「
宋
明
心
学
評
述
」

頁
二
一
（
民
国
五
十
六
年
）
な
ど
に
若
干
の
記
述
が
あ
る
。

他
に
も
二
、
三
あ
る
が
専
論
で
は
な
い
。

再
評
価
と
い
っ
て
も
、
固
よ
り
賛
否
両
面
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

前
掲
の
「
陳
北
漫
と
楊
慈
愛
」
頁
一
四
、
頁
一
五
参
照
。

こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
　
「
経
典
」
更
に
は
「
理
」
の
権
威
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
慈
湖
に
は
「
よ
く
夫
子
の
道
を
求

む
る
者
は
、
こ
れ
を
夫
子
に
求
め
ず
し
て
、
こ
れ
を
吾
が
心
に

∵
求
む
。
」
　
（
四
馬
遺
書
、
巻
十
、
三
十
四
丁
、
論
論
語
上
）
と

と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
め
よ
う
な
態
度
は
、
朱
子
か
ら
す
れ
ば
、

看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
　
「
楊
敬
仲
の
文
字
は
穀
　
「

つ
べ
し
］
　
（
和
刻
本
朱
子
語
類
、
巻
一
百
二
十
四
、
二
十
丁
）
　
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

中
庸
或
問
三
丁
（
山
崎
嘉
点
本
）
、
・
和
刻
本
朱
子
文
集
、
巻
六

十
七
、
観
心
説
参
照
。

和
刻
本
朱
子
文
集
、
巻
六
十
七
仁
説
、
巻
七
十
四
玉
山
講
義
参

照
。

慈
湖
が
い
か
に
理
意
識
を
嫌
っ
た
か
は
、
次
の
語
を
参
照
。

「
近
世
の
学
者
、
義
理
の
意
説
に
沈
溺
し
、
胸
中
に
常
に
一
理

を
存
し
、
妄
卜
す
る
能
わ
ず
。
こ
れ
を
山
け
ば
、
層
即
ち
年
三
と
し
て
依
弔
す

る
所
な
し
、
故
に
必
ず
理
の
字
を
そ
の
中
に
置
く
。
知
ら
ず
、
聖
人
の
胸
中

初
め
よ
り
里
心
の
意
急
な
き
を
。
」
（
慈
湖
遺
書
「
巻
星
空
八
丁
、
論
論
語
下
）

こ
の
間
の
事
情
は
、
前
掲
の
姦
南
湖
先
生
年
譜
』
二
十
二
歳
の
項
に
詳
し
い
。


