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王
　
陽
　
明

の

思
　
想

1
体
認
を
め
ぐ
．
っ
で
一

は
　
じ
　
め
　
に

吉

田

公

平

　
王
陽
明
が
提
示
し
た
良
知
心
学
が
天
下
に
広
く
普
及
し
た
明
末
思
想
界
に
お
い
て
、
朱
子
学
と
陽
明
学
（
陸
王
学
）
と
が
、
人
間
観
実

践
論
を
め
ぐ
っ
て
、
激
し
く
対
立
し
た
が
、
こ
の
論
争
は
、
両
学
の
い
ず
れ
が
、
実
践
綱
領
と
し
て
よ
り
普
遍
性
を
も
つ
の
か
、
と
い
う

問
題
に
帰
着
す
る
。
劉
念
台
の
次
の
証
言
、

　
世
間
で
は
、
直
言
の
上
等
な
人
は
、
画
学
に
従
事
す
る
の
が
適
切
で
あ
り
、
資
稟
の
下
等
な
人
は
、
朱
子
学
に
従
事
す
る
の
が
適
切
で

　
あ
る
、
と
言
う
（
劉
子
全
書
巻
十
三
）

李
二
曲
の
講
友
、
張
敦
篭
の
次
の
発
言

　
陽
明
学
は
、
天
資
の
高
平
な
人
が
実
力
を
つ
け
や
す
く
、
朱
子
学
は
、
質
性
の
鈍
驚
な
人
が
持
循
し
ゃ
す
い
（
李
二
曲
集
巻
十
八
、
答

　
張
敦
篭
）

に
よ
り
推
測
す
る
と
、
一
般
的
通
念
と
し
て
は
、
陸
王
学
は
、
特
に
資
質
の
秀
抜
な
選
良
の
み
が
実
践
可
能
な
綱
領
で
あ
る
、
と
受
容
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
陽
明
学
理
解
が
も
し
妥
当
性
を
持
つ
な
ら
、
　
「
目
前
に
利
根
の
人
は
得
に
く
い
も
の
で
す
」
　
（
銭

緒
山
行
状
）
　
「
上
智
の
人
は
殆
ど
い
ま
せ
ん
」
〈
伝
習
録
下
四
三
条
）
と
い
う
王
陽
明
の
発
言
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
大
多
数
を
占
め
る

中
下
根
の
庸
常
者
が
、
と
う
て
い
遂
行
し
え
な
い
陽
明
学
の
実
践
綱
領
と
は
、
万
人
に
開
か
れ
た
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
立
論
の
当
初
か
ら
、
適
用
範
囲
を
限
定
し
て
か
か
り
、
普
遍
的
妥
当
性
を
根
本
義
に
お
い
て
す
で
に
放
棄
す
る
実
践

論
は
、
人
間
の
現
姿
を
と
ら
え
そ
こ
ね
た
誤
れ
る
実
践
論
で
あ
る
と
、
根
本
義
そ
の
も
の
の
真
理
性
を
疑
わ
れ
る
こ
と
必
定
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
劉
念
台
は
「
資
稟
の
上
等
な
人
に
し
て
は
じ
め
て
朱
子
学
に
従
事
で
き
る
」
　
（
同
前
）
と
、
通
俗
的
理
解
を
逆
転
さ
せ
、

李
二
曲
は
更
に
「
陽
明
学
こ
そ
が
上
・
中
・
下
根
の
全
て
の
人
が
み
な
参
学
で
き
る
の
で
あ
り
、
尤
も
実
力
を
つ
け
や
す
い
。
天
資
の
高
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朗
な
人
で
な
け
れ
ば
困
難
だ
、
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
」
　
（
同
前
）
と
、
陽
明
学
こ
そ
が
万
人
に
開
か
れ
た
実
践
綱
領
で
あ
る
と
力
説

し
て
い
る
。
劉
念
台
・
李
二
曲
の
両
者
は
、
朱
子
学
・
陽
明
学
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
お
い
て
公
平
に
み
た
人
で
あ
り
、
陽
明
学
に
対

し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
全
面
的
賛
同
を
吐
露
し
た
人
で
は
な
か
っ
た
だ
け
に
、
両
者
の
こ
の
見
解
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ

る
。　

と
も
あ
れ
、
陽
明
学
は
、
一
方
で
は
誰
も
が
実
践
可
能
な
綱
領
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
選
ば
れ
た
一
部
の
人
士
に

し
か
適
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
酷
評
が
、
思
想
界
に
根
強
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
王
陽
明
が
普
遍
性
を
持
つ
と
確
信
し
て
提
示
し
た
良
知
心
学
を
と
ら
え
て
、
決
し
て
普
遍
性
を
持
た
な
い
と
、
真
向
か
ら
非
難
す
る
酷

評
は
、
朱
子
学
的
思
考
方
法
に
膠
着
さ
れ
た
人
々
の
、
良
知
心
学
に
対
す
る
無
理
解
や
誤
解
に
基
づ
く
場
合
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
ゆ
し

か
し
、
後
に
朱
王
を
越
え
て
第
三
の
道
を
求
め
た
二
念
台
や
、
朱
王
折
中
を
試
み
た
李
二
曲
な
ど
が
出
現
す
る
の
は
、
良
知
心
学
の
普
遍

的
妥
当
性
を
、
全
て
の
実
践
者
に
、
或
は
実
践
の
全
過
程
全
領
域
に
、
・
と
う
て
い
認
め
難
い
と
い
う
反
省
に
由
来
す
る
。
だ
か
ら
、
良
知

心
学
は
万
人
が
実
践
す
る
に
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
、
一
概
に
無
視
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
生
む

素
因
を
、
良
知
心
学
そ
の
も
の
に
探
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
特
色
を
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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「

　
実
践
者
に
中
間
者
意
識
の
堅
持
を
要
請
し
た
朱
筆
は
、
臨
終
の
ま
ぎ
わ
に
請
わ
れ
て
「
堅
苦
の
工
夫
を
せ
よ
」
と
門
弟
に
遺
言
し
た
（

王
白
田
、
朱
子
年
譜
）
。
そ
の
忠
実
な
実
践
者
の
姿
の
一
例
を
、
呉
康
斎
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
信
奉
者
の
極
め
て
安
定
し
た
世

界
と
同
時
に
、
堅
苦
の
工
夫
を
持
続
す
る
中
間
者
が
荷
負
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
め
ど
な
い
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
苦
悩
の
姿
が
浮
彫
り
に
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
呉
康
斎
に
入
門
し
て
、
朱
子
学
が
要
求
す
る
実
践
綱
領
は
あ
ま
り
に
厳
し
す
ぎ
る
と
み
き
わ
め
て
離
脱
し
た
の
が
陳
白

沙
で
あ
っ
た
。

　
王
陽
明
も
ま
た
早
年
に
朱
子
学
の
実
践
綱
領
に
従
っ
て
努
力
し
た
が
、
そ
の
格
物
窮
理
の
工
夫
を
実
践
し
き
る
だ
け
の
大
力
量
な
ど
は

な
い
、
と
み
き
り
を
つ
け
た
苦
い
体
験
が
あ
る
（
伝
習
録
下
＝
八
条
）
。

　
王
陽
明
が
こ
の
若
年
時
の
朱
子
学
体
験
を
表
白
し
た
の
は
、
良
知
説
を
す
で
に
開
発
し
て
満
腔
の
自
信
を
獲
得
し
た
晩
年
の
こ
と
で
あ



る
。
良
知
心
学
が
今
や
一
大
思
潮
と
な
ろ
う
と
し
て
い
た
時
だ
け
に
、
旧
学
派
か
ら
の
非
難
攻
撃
が
相
継
い
だ
。
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て

の
発
言
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
は
著
実
に
実
践
し
よ
う
と
せ
ず
、
朱
烹
の
格
物
論
を
た
だ
口
先
だ
け
の
こ
と
と
し
て
安
易
に
喧
伝
す
る
口
舌

の
徒
に
対
し
て
、
怒
り
を
こ
め
て
表
白
さ
れ
た
反
批
判
で
あ
る
。
単
な
る
議
論
に
終
ら
せ
ず
に
、
も
し
真
剣
に
実
践
し
た
な
ら
ば
、
朱
子

学
の
実
践
綱
領
は
、
大
力
量
の
保
持
者
で
で
も
な
け
れ
ば
、
と
て
も
実
行
な
ど
で
き
は
し
な
い
、
と
い
う
言
表
は
、
王
陽
明
の
朱
子
学
理

解
を
最
も
端
的
に
示
す
象
徴
的
な
発
言
な
の
で
あ
る
。

　
王
陽
明
は
朱
子
学
に
対
す
る
抜
き
難
い
不
信
感
を
い
だ
い
た
後
、
み
ず
か
ら
の
体
験
に
照
し
て
一
議
で
も
が
実
行
可
能
な
方
途
を
模
索

し
て
懊
悩
す
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
打
開
策
を
見
出
せ
ず
、
決
定
的
な
転
回
を
迎
え
る
の
は
、
所
謂
龍
馬
の
大
悟
に
よ
り
、
独
自
の
実
践
論
を

発
見
す
る
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
践
困
難
と
み
た
朱
子
学
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
開
示
し
た
心
学
は
、
誰
で
も
実
行
可
能

な
「
簡
易
」
　
（
伝
習
直
上
九
九
条
）
な
実
践
論
で
あ
る
と
自
信
を
も
っ
て
布
教
し
た
。
　
フ
て
も
そ
も
工
夫
と
は
、
と
り
わ
け
簡
易
真
切
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
切
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
簡
易
で
あ
り
、
簡
易
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
真
切
で
あ
る
」
　
（
全
書
巻
石
、
寄
安
福
諸
同

志
）
と
確
信
す
る
王
陽
明
は
、
良
知
説
発
見
後
は
、
い
よ
い
よ
そ
の
自
信
を
深
め
て
、
次
の
如
く
い
う
。

　
近
ご
ろ
、
良
知
の
両
字
が
、
日
の
た
つ
に
つ
れ
て
益
々
、
真
切
簡
易
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
全
書
巻
六
、
表
郷
謙
之
⇔
）

董
羅
石
は
、

　
先
師
は
良
知
の
二
字
を
提
唱
し
て
人
々
を
教
化
し
た
が
、
何
と
平
坐
で
あ
り
、
何
と
暁
り
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
か
（
求
心
録
三
六
条
）

と
い
う
が
、
王
陽
明
の
良
知
説
が
実
践
論
と
し
て
平
絹
簡
易
で
あ
る
こ
と
は
、
及
門
の
弟
子
が
こ
ぞ
っ
て
証
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
万
人
が
本
来
完
全
に
具
有
す
る
良
知
現
在
の
｝
念
に
転
迷
開
悟
の
契
機
を
求
め
た
王
陽
明
の
実
践
論
は
、
目
を
み
は
る
ほ
ど
の
素
晴
し

い
効
果
を
発
揮
す
る
。
王
陽
明
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
た
び
良
知
説
を
提
示
す
る
や
、
　
「
至
愚
下
品
」
　
（
全
書
巻
六
、
寄
居
謙
之
⇔
）

「
甚
だ
魯
鈍
」
　
（
全
書
巻
五
、
与
郷
謙
之
⇔
）
な
者
で
す
ら
、
た
ち
ま
ち
開
悟
し
た
と
い
う
。
講
友
湛
甘
泉
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
王
陽
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　

は
み
ず
か
ら
の
学
問
は
「
道
ゆ
く
子
供
も
実
行
で
き
る
。
読
書
な
ど
し
な
く
て
も
よ
い
」
　
（
甘
泉
文
集
巻
九
、
新
泉
問
弁
続
録
）
と
、
そ

の
普
遍
性
簡
易
性
を
確
信
し
て
い
た
と
い
う
（
伝
習
録
下
＝
九
条
参
照
）
。
王
陽
明
が
、
聾
痘
者
、
泰
和
の
楊
茂
と
筆
談
し
て
、
汝
自

身
の
心
の
是
非
を
尽
し
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
聾
御
者
は
む
し
ろ
意
見
や
聴
聞
の
弊
か
ら
免
れ
て
、
あ
ら
ぬ
煩
悩
が
託
生
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し
、
な
い
だ
け
に
、
か
え
っ
て
本
来
心
を
円
満
成
就
で
き
る
と
教
諭
し
て
、
開
悟
歓
喜
さ
せ
た
が
、
こ
の
事
例
な
ぜ
は
、
良
知
説
の
普
遍
性

簡
易
性
を
最
も
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
（
全
書
巻
二
六
、
諭
泰
和
二
三
）

　
朱
烹
は
、
天
理
を
体
現
実
行
し
た
聖
人
王
者
の
言
行
（
規
矩
）
が
記
さ
れ
て
い
る
経
書
を
、
煩
細
に
耐
え
る
心
が
ま
え
で
厳
密
に
理
解

し
、
寸
毫
の
差
異
を
も
み
の
が
す
こ
と
な
く
分
期
し
て
、
も
し
不
明
の
所
が
あ
れ
ば
生
命
が
け
の
工
夫
を
せ
よ
、
と
ま
で
悉
曇
読
書
を
要

請
し
た
・
（
朱
子
語
類
巻
八
・
巻
十
参
照
）
。
勢
い
、
こ
の
堅
苦
の
学
の
荷
い
手
は
、
ま
ず
字
の
読
め
る
人
、
読
書
人
階
層
に
限
定
さ
れ
よ

う
。
・
そ
の
上
、
・
は
る
か
な
富
み
に
本
来
の
汚
血
（
聖
人
）
を
措
定
す
る
中
間
者
は
、
は
て
し
な
い
堅
苦
の
工
夫
の
あ
ま
り
の
困
難
さ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖
人
は
天
授
の
も
の
と
諦
め
て
、
中
途
者
に
居
直
り
、
こ
こ
に
甘
ん
ず
る
亘
れ
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ
が
良
知
説
が
提
唱
さ
れ
て
か
ら
と

い
う
も
の
．
万
人
が
等
し
く
固
有
す
る
良
知
を
覚
醒
し
て
「
庸
夫
小
童
」
　
（
李
二
曲
の
語
）
も
入
道
し
た
。

　
そ
れ
は
、
魑
欧
陽
南
野
・
黄
省
曽
が
、
次
の
如
く
証
言
す
る
よ
う
に
、

　
昔
、
王
陽
明
先
生
の
．
一
言
で
、
多
く
の
人
々
が
孝
信
を
興
し
た
。
三
＝
口
前
の
効
果
は
、
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
欧
陽
南
野
文
集

　
巻
三
、
寄
呂
浬
野
）

　
先
生
は
人
を
鍛
錬
す
る
場
合
、
一
言
の
下
に
、
人
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
最
も
深
切
で
あ
っ
た
（
伝
習
録
下
一
＝
二
条
）

王
陽
明
が
、
時
に
警
語
を
用
い
て
激
発
し
（
再
転
山
、
h
答
論
年
譜
書
㈹
）
、
迷
蒙
を
葺
く
卓
抜
な
教
導
力
の
保
持
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ず

か
っ
て
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
に
よ
り
も
「
良
知
を
言
う
こ
と
が
、
人
々
に
も
っ
と
も
理
解
さ
せ
や
す
い
」
　
（
全
書
下
受
、

答
季
明
徳
）
と
王
陽
明
が
表
白
す
る
如
く
、
　
コ
定
の
階
級
」
　
（
同
前
）
や
予
備
の
工
夫
・
知
識
を
必
婁
と
せ
ず
、
即
今
当
下
の
現
在
に

開
悟
を
迫
る
良
知
説
そ
の
も
の
が
簡
易
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
普
遍
性
を
か
ち
え
た
の
で
あ
る
。

　
良
知
心
学
は
、
王
陽
明
自
身
に
よ
る
著
し
い
布
教
成
果
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
陽
明
後
学
の
講
学
活
動
の
結
果
、
・
豊
原
の
火
の
如
く
天
．

下
に
普
及
し
、
，
知
識
の
有
無
や
四
民
階
層
の
枠
を
こ
え
て
受
容
さ
れ
、
人
倫
の
自
覚
的
創
造
者
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
こ
と
を
想
い
浮
べ

る
と
、
王
陽
明
の
意
図
は
成
就
さ
れ
た
か
・
に
み
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
王
陽
明
は
し
ば
し
ば
次
の
如
く
慨
嘆
す
る
。

　
全
国
か
ら
こ
こ
に
や
っ
て
く
る
同
志
に
、
良
知
説
を
提
唱
す
る
と
、
即
座
に
覚
悟
し
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
が
、
著
実
に
透
徹
で
き
る
人

　
は
、
な
か
な
か
得
が
た
い
も
の
で
す
（
全
書
三
六
、
寄
郷
謙
之
e
）
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最
近
の
同
志
で
、
良
知
説
を
理
論
と
し
て
知
ら
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
当
に
良
知
層
体
認
で
き
た
人
を
ま
だ
み
て

　
い
ま
せ
ん
（
全
書
三
六
、
与
三
士
華
）

　
致
良
知
の
三
字
こ
そ
が
尤
も
簡
易
明
白
で
、
真
に
工
夫
の
手
が
か
り
が
あ
り
、
決
し
て
と
り
に
が
す
こ
と
は
な
い
。
最
近
の
同
志
で
、
．

　
も
は
や
致
良
知
説
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
本
当
に
努
力
し
き
れ
る
人
は
殆
ど
い
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん
。
皆
、
良
知
の
理
解
の
仕
方
が
不
充
分
な
た
め
に
、
そ
の
結
果
、
そ
の
実
行
（
致
良
知
）
を
も
安
易
な
こ
と
と
，
考
え
る
た
め
、
い
ず

　
．
れ
も
実
力
を
つ
け
る
に
至
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
支
離
の
説
に
比
べ
れ
ば
、
少
し
億
手
が
か
り
が
あ
る
と
は
い
え
、
五
十
歩
百
歩
の
違

　
い
が
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
（
全
書
巻
六
、
与
陳
惟
溶
）

実
践
主
体
が
良
知
一
念
の
現
在
に
基
地
を
お
く
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
簡
易
性
の
故
に
こ
そ
、
至
愚
下
品
・
魯
鈍

・
聾
糖
蜜
・
庸
夫
概
小
童
も
、
転
迷
開
悟
の
契
機
を
得
た
こ
と
は
、
良
知
説
が
実
践
綱
領
と
し
て
普
遍
性
を
持
ち
え
た
こ
と
を
如
実
に
物

語
る
も
の
で
あ
る
。
・

　
し
か
し
、
ひ
と
た
び
は
開
悟
の
契
機
を
得
な
が
ら
も
、
良
知
に
基
地
を
お
い
て
着
実
に
持
続
し
て
実
践
し
う
る
者
が
す
く
な
い
の
は
、

王
陽
明
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
良
知
を
真
に
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
ひ
と
え
に
起
因
す
る
。
良
知
に
基
地
を
お
く
と
は
い
か
な
る
意
味
を

も
つ
の
か
、
が
真
切
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
良
知
心
学
は
思
想
界
に
お
い
て
一
種
の
風
俗
化
現
象
を
さ
え
呈
し
て
し
ま
い
、
教
説
と
し

て
普
及
し
た
そ
の
割
に
は
、
、
真
の
理
解
者
実
践
者
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
王
陽
明
の
良
知
説
は
簡
易
明
白
で
こ
そ
あ
れ
、
安

易
ざ
を
決
し
て
許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
良
知
説
の
簡
易
さ
を
安
易
な
も
の
と
浅
解
さ
れ
る
こ
と
を
王
陽
明
は
最
も
恐
れ
た
（
銭
霊
山
、

刻
々
録
叙
説
第
四
節
。
王
龍
渓
全
集
巻
十
六
、
書
先
師
過
釣
台
遺
墨
y
。
そ
れ
は
、
王
陽
明
が
百
死
千
難
の
中
で
よ
う
や
く
発
見
し
た
と

い
う
理
由
か
ら
だ
、
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
良
知
説
を
真
剣
に
実
践
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
困
難
が
必
然
的
に
伴
う
か
ら
で
あ

る
。　

し
か
し
う
王
陽
明
の
危
倶
は
現
実
の
も
の
と
な
る
。
良
知
を
浅
簿
に
理
解
し
て
致
良
知
の
実
践
を
安
易
な
も
の
と
誤
解
す
る
徒
輩
が
弥

満
す
る
。
そ
れ
は
良
知
説
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
増
幅
し
た
か
に
み
え
る
λ
昼
鳶
番
細
巻
八
、
別
記
陽
山
語
。
王
龍
渓
全
集
巻
十
六
、
趙

望
雲
別
言
。
別
曽
見
台
護
語
昼
間
。
参
照
）
。
欧
陽
南
野
は
、
良
知
理
解
を
阻
害
し
て
い
る
、
個
々
の
人
間
が
身
に
つ
け
て
い
み
負
の
要

因
を
端
的
に
指
摘
し
、
～
そ
れ
が
た
め
に
良
知
心
学
の
本
領
が
活
用
さ
れ
ず
、
そ
の
意
図
が
実
現
を
み
な
い
ま
ま
に
将
来
し
た
思
想
界
の
惨
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状
を
慨
嘆
し
て
、
次
の
如
く
い
う
。

　
先
師
が
孔
門
の
致
知
の
二
字
を
提
唱
し
て
よ
り
、
士
大
夫
は
始
め
は
諄
諄
然
と
し
て
い
た
が
、
良
知
の
学
が
久
し
く
相
伝
さ
れ
る
と
、

　
こ
の
説
に
聞
き
慣
れ
て
真
実
を
尽
く
さ
な
く
な
っ
た
。
良
知
を
適
確
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
践
は
と
て
も
で
き
ま
い
。
…
…
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
日
、
真
に
良
知
を
理
解
し
て
い
る
者
は
殆
ど
い
な
い
。
と
り
に
が
し
て
い
る
者
は
、
忽
・
滞
・
無
忌
禅
・
顧
慮
多
き
の

　
い
ず
れ
か
に
陥
っ
て
い
る
。
皆
、
功
利
心
に
由
来
し
、
意
必
の
心
に
蔽
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
根
基
が
繊
雑
な
上
に
、
知
識
や
意

　
見
で
粉
飾
す
る
か
ら
、
真
か
否
か
が
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
り
、
い
よ
い
よ
根
本
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
う
。
も
は
や
、
こ
こ
に
居
直
っ
て

　
疑
問
を
い
だ
か
な
い
よ
う
で
は
、
根
本
に
反
そ
う
と
し
て
も
全
く
お
手
あ
げ
で
あ
る
。
誠
に
催
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
欧
陽
南
野
文
集

　
三
三
、
答
友
人
）

王
陽
明
が
良
知
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
と
し
て
、
人
々
に
求
め
た
の
は
、
知
識
や
意
見
で
は
な
く
し
て
、
良
知
を
体
認
す
る
こ
と
、
こ
の

一
事
で
あ
る
。

二

　
お
よ
そ
実
践
倫
理
を
標
榜
す
る
か
ぎ
り
、
言
語
知
解
に
止
ま
ら
ず
に
体
認
実
践
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
は
、
良
知
心
学
に
の
み
固

有
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
王
陽
明
が
良
知
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
と
し
て
要
請
し
た
体
認
と
は
、
前
以
て
提
示
さ
れ
た
倫
理
規
範
を
、

実
践
を
通
し
、
て
そ
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
会
得
す
る
、
と
い
う
一
般
的
意
味
で
の
体
認
で
は
な
か
っ
た
。
王
陽
明
の
良
知
心
学
で
は
、
体

認
す
る
前
に
、
体
認
さ
る
べ
き
真
理
が
定
理
と
し
て
豫
め
措
定
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
理
は
良
知
を
体
認
し
て
は
じ
め
て
創
造
発

見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
体
認
の
主
体
は
良
知
で
あ
る
が
、
こ
の
良
知
が
良
知
を
体
認
す
る
工
夫
と
は
、
良
知
が
自
己
実
現
す
る
工
夫
に
他

な
ら
な
い
。
良
知
は
「
真
己
」
　
（
伝
習
雪
上
、
一
二
二
条
）
　
「
真
吾
」
　
（
全
書
八
七
、
従
吾
道
人
記
）
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
体
認

－
真
に
わ
か
る
と
い
う
経
験
一
に
よ
っ
て
、
本
来
「
あ
る
」
も
の
が
自
己
実
現
し
て
現
実
の
も
の
に
「
な
る
」
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
、
本
来
完
全
で
あ
る
良
知
が
自
己
実
現
す
る
た
め
に
、
な
ぜ
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
現

実
に
は
良
知
が
自
己
実
現
し
て
い
な
い
と
自
覚
す
る
欠
除
の
意
識
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
欠
除
し
て
い
る
現
実
に
安
住
し
て
、
徒
ら
に

現
実
を
み
つ
め
て
も
、
そ
の
欠
業
態
は
自
覚
さ
れ
な
い
。
本
来
の
基
地
に
現
実
の
我
が
身
．
を
お
い
て
、
本
来
か
ら
現
実
を
照
し
て
こ
そ
、
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は
じ
め
て
そ
の
欠
除
態
は
み
え
て
く
る
。
こ
こ
に
王
陽
明
が
聖
人
（
本
来
）
を
志
す
所
謂
立
志
説
を
強
調
す
る
理
由
が
あ
る
（
伝
習
親
中
、

答
周
道
再
々
）
。
立
志
説
は
、
欧
陽
南
野
も
い
う
よ
う
に
（
欧
陽
南
野
文
集
巻
三
、
答
思
極
〔
［
。
寄
張
伯
）
、
誠
に
浅
近
の
語
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
れ
あ
れ
ば
こ
そ
、
本
来
（
聖
人
）
に
視
点
を
す
え
て
現
実
の
欠
華
車
が
自
覚
し
え
、
か
く
し
て
は
じ
め
て
そ
の

欠
除
態
を
充
満
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
欠
割
態
を
充
満
す
る
工
夫
は
、
本
来
の
側
か
ら

み
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
が
自
己
実
現
す
る
工
夫
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
本
来
が
自
己
実
現
す
る
こ
と
を
阻
害
し
て
い
る
非
本
来
的
な

も
の
を
排
除
し
て
、
本
来
完
全
な
も
の
が
現
実
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
欠
除
毒
を
充
満
さ
せ
る
と
は
い
っ
て
も
、
外
か
ら
補
充

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
体
認
の
工
夫
を
現
実
の
側
か
ら
表
現
す
れ
ば
、

　
我
々
が
努
力
す
る
の
は
、
日
々
減
ら
す
こ
と
を
求
め
る
だ
け
で
、
日
々
増
加
す
る
こ
と
を
求
め
な
い
（
伝
習
録
上
、
九
九
条
。
上
、
一

　
一
六
条
も
参
照
）
．

と
な
る
。
逆
に
本
来
の
側
か
ら
表
現
す
れ
ば
、

　
道
は
そ
の
ま
ま
性
で
あ
り
命
で
あ
り
、
も
と
も
と
完
完
全
全
で
あ
る
。
増
減
で
き
な
い
し
、
修
飾
の
必
要
も
い
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
（
伝
習
録
上
、
一
二
七
。
上
、
四
四
条
、
中
、
答
最
文
蔚
〔
［
、
下
、
九
五
条
参
照
）

と
な
る
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
る
。

・
自
性
の
本
然
を
考
え
る
と
、
得
る
と
て
得
る
こ
と
は
な
い
。
得
る
の
は
真
で
は
な
い
。
得
る
こ
と
が
な
い
の
が
真
で
あ
る
（
銭
緒
山
、

　
王
門
宗
旨
三
十
）

つ
ま
り
は
、
本
来
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
な
く
も
が
な
の
工
夫
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
体
認
が
不
可
欠
の
工
夫
と
さ
れ
る
理
由
は
、
現
実
が

本
来
を
実
現
し
き
れ
て
い
な
い
欠
除
態
で
あ
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
自
覚
す
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
、
こ
の
現
実
が
欠
除
し

て
い
．
る
か
ら
こ
そ
、
本
来
は
存
在
意
義
が
あ
り
、
ま
た
自
己
を
維
持
し
う
る
と
も
い
え
る
。

　
王
陽
明
は
、
　
「
性
に
は
暗
雲
は
な
い
」
　
（
伝
習
動
転
一
〇
八
条
）
と
性
に
定
点
を
認
め
な
い
。
こ
こ
で
は
実
現
さ
る
べ
き
本
来
が
一
処
に

固
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
定
理
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
自
己
の
外
に
措
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
の
み
意
味
す

る
の
で
は
な
い
。
王
陽
明
は
「
心
の
本
体
は
も
と
も
と
一
物
と
て
な
い
」
　
（
伝
習
二
上
、
一
一
九
条
。
伝
習
山
上
、
七
五
条
も
参
照
）
と

い
う
が
、
．
そ
れ
は
、
た
と
え
、
良
知
（
心
）
が
自
己
実
現
し
て
発
見
創
造
し
た
理
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
定
理
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
ま
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で
含
む
も
の
で
あ
る
（
伝
習
属
下
、
六
条
の
理
直
説
批
判
参
照
）
。
王
陽
明
が
「
義
理
に
は
定
在
は
な
い
か
ち
、
窮
め
尽
す
こ
と
は
な
い
」

（
伝
習
録
上
、
．
二
二
条
）
と
い
う
の
は
、
客
体
が
定
理
を
持
た
ず
、
主
体
が
活
物
で
そ
の
本
体
が
定
点
を
持
た
な
い
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。

体
認
し
て
ひ
と
た
び
は
獲
得
し
た
理
を
一
物
と
固
定
し
て
そ
こ
に
止
ま
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
そ
れ
を
相
対
化
し
、
・
自
己
の
体
認
の
所
産

か
ら
さ
え
も
自
由
に
な
っ
て
、
無
限
に
新
た
な
理
を
発
見
創
造
す
る
こ
と
の
故
で
あ
る
。
箇
々
円
成
と
は
い
え
、
こ
の
時
の
円
満
性
は
次

の
瞬
間
に
は
突
き
崩
さ
れ
て
、
訂
正
さ
れ
た
り
、
深
化
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
真
の
創
造
と
は
無
（
自
他
の
一
切
か
ら
自
由
で

あ
る
こ
と
）
か
ら
の
創
造
で
あ
る
。
無
善
無
悪
説
と
は
こ
の
こ
と
を
い
う
。
実
現
さ
る
べ
き
本
来
が
定
点
を
持
た
な
い
が
故
に
、
こ
の
本

来
性
を
覚
醒
す
る
た
め
に
は
満
身
の
熱
量
を
注
入
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
ま
た
、
ひ
と
た
び
は
覚
醒
し
た
と
し
て
も
次
の
瞬
間
に
は

消
滅
す
る
危
険
に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
来
性
を
覚
醒
す
る
契
機
で
あ
る
立
志
が
こ
と
の
ほ
か
力
説
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
上
、
体
認
の
所
産
も
定
住
処
を
も
た
な
い
。
こ
こ
に
王
陽
明
が
立
志
を
「
不
輸
矩
」
の
境
涯
に
比
定
し
た
理
由
が
あ
る
。
生
涯
に
亘
る

学
問
的
努
力
は
立
志
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
（
全
書
巻
七
、
玉
歩
立
志
説
。
王
龍
渓
全
集
巻
三
、
書
言
語
簡
端
録
参
照
）
。
本
来
性
の
覚

醒
が
時
時
刻
刻
要
請
さ
れ
た
（
伝
習
言
下
、
＝
一
＝
条
）
と
同
様
に
、
良
知
（
本
来
）
の
自
己
実
現
も
ま
た
絶
対
現
在
に
実
存
す
る
実
践

主
体
が
、
一
瞬
の
今
に
体
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
王
陽
明
は
「
致
知
は
心
慮
に
存
す
」
　
（
全
書
巻
七
、
大
学
古
本
序
）
と
の
べ
た
が
、
こ
の
心
妻
の
境
涯
を
一
物
と
想
定
す
る
や
、
そ
れ

は
「
光
景
」
と
な
り
、
そ
の
光
景
を
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
「
効
験
」
の
意
識
が
芽
生
え
る
。
ま
た
、
あ
る
時
に
体
認
し
た
と
自
分
で
は
確

信
す
る
バ
し
か
し
、
実
は
意
想
毒
見
で
し
か
な
い
も
の
）
、
そ
の
所
産
を
一
物
と
固
定
し
て
、
通
時
的
真
理
で
あ
る
と
自
己
主
張
す
る
の

が
「
意
見
」
で
あ
る
。
体
認
は
こ
こ
で
完
結
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
所
産
が
有
（
固
定
観
念
・
先
入
見
）
と
な
る
か
ら
、
本

来
は
こ
の
一
処
に
膠
着
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
自
己
の
「
体
認
」
の
所
産
か
ら
は
自
由
に
な
り
え
ず
、
新
た
な
創
造
発
見
の
障
害

と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
欧
陽
南
野
は
、
良
知
理
解
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
功
利
心
や
意
必
の
心
を
あ
げ
て
い
た
が
、
た
し
か
に
こ
れ
ら
は
人

間
に
根
深
く
す
く
う
だ
け
に
抜
き
難
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
良
知
理
解
を
阻
害
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
み
や
す
い
。
最
も

良
知
理
解
を
阻
害
す
る
も
の
は
、
知
識
聞
見
の
類
で
は
あ
る
ま
い
か
。
光
景
・
効
験
・
意
見
と
て
、
す
く
な
く
と
も
現
実
が
欠
除
態
で
あ

る
こ
と
は
自
覚
し
て
い
た
。
知
識
識
見
は
も
と
も
と
は
良
知
の
作
用
で
あ
る
が
、
良
知
と
は
糸
の
切
れ
た
知
識
離
見
の
大
海
に
漂
流
す
る
徒

一2
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輩
は
、
現
実
が
欠
除
態
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
す
ら
し
な
い
。
い
っ
た
い
、
体
認
と
は
、
他
人
は
触
発
し
え
て
も
、
究
極
的
に
は

関
与
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
全
書
巻
二
六
、
大
学
問
）
。
そ
れ
は
一
切
の
外
な
る
力
を
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
全
書
巻
五
、
与
楊

仕
鳴
）
。
良
知
の
自
己
実
現
と
は
本
質
的
に
「
独
知
」
　
（
伝
習
録
上
一
二
〇
条
。
下
＝
七
条
）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
知
識
藤

見
の
徒
は
単
に
他
人
が
体
認
し
た
既
成
の
も
の
（
似
而
非
の
体
認
の
所
産
を
も
含
め
て
）
を
借
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
が
体
認
し
よ

う
と
し
な
い
の
は
、
そ
れ
を
促
す
自
覚
、
己
れ
の
現
実
が
欠
百
態
だ
と
い
う
自
覚
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
本
来
の
位
相

に
視
点
を
す
え
て
現
実
を
み
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
王
陽
明
は
、
何
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
知
識
聞
見
の
徒
に
対
し
て
、
　
「
立

志
」
の
緊
要
な
こ
と
を
、
こ
と
の
ほ
か
力
説
し
た
。
志
と
は
一
度
立
て
れ
ば
そ
れ
で
す
む
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
次
の
瞬
間
に
喪
失
し

て
、
本
来
と
の
緊
張
関
係
が
絶
た
れ
る
や
い
な
や
（
こ
の
こ
と
を
「
心
の
本
体
を
失
・
2
〈
伝
習
録
下
一
〇
八
条
。
上
三
四
条
も
参
照
〉
「

良
知
を
喪
失
す
る
」
〈
伝
習
睡
中
、
答
欧
陽
崇
一
書
V
と
い
う
）
、
意
見
も
ま
た
容
易
に
す
ぐ
さ
ま
知
識
鳥
見
に
転
化
す
る
。
王
陽
明
が
、

言
説
の
分
解
に
走
ろ
う
と
す
る
質
問
者
を
、
き
ま
っ
て
、
自
修
自
話
せ
よ
、
体
認
せ
よ
、
と
語
気
鋭
く
突
き
離
す
の
は
、
ひ
と
た
び
知
識

聞
見
の
徒
に
陥
落
す
る
や
、
良
知
の
自
己
実
現
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
人
の
体
認
の
所
産
を
借
用
し
て
徒
ら

に
知
識
三
見
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
た
だ
に
欠
品
態
を
い
よ
い
よ
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
よ
し
ん
ば
、
現
実
が
欠
書
面
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
に
し
て
も
、
本
来
の
完
全
性
を
見
誤
ま
り
、
知
識
聞
見
を
増
加
す
る
こ
と
を
、

欠
除
態
を
充
満
さ
せ
る
工
夫
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
り
す
る
と
、
知
識
聞
見
の
数
量
を
誇
り
さ
え
す
る
言
々
を
生
む
こ
と
と
な
り
、
こ

れ
ほ
ど
真
の
理
解
か
ら
遠
い
も
の
は
な
い
（
こ
こ
に
聾
痙
者
の
方
が
む
し
ろ
良
知
を
体
認
し
や
す
い
位
置
に
あ
る
と
主
張
し
た
理
由
が
あ

る
）
。
定
理
を
心
外
に
措
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
知
識
謁
見
を
工
夫
の
過
程
と
し
て
積
極
的
に
肯
定
す
る
、
知
先
行
流
説
の
場
合
、
」

こ
の
行
は
、
知
識
管
見
の
「
有
」
に
専
ら
依
存
す
る
模
倣
で
し
か
な
く
、
こ
れ
で
は
「
無
」
か
ら
創
造
す
る
真
の
体
認
で
は
な
い
。
王
陽

明
が
、
知
行
分
割
論
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
提
示
し
た
知
行
合
一
論
と
は
、
知
識
汽
缶
が
体
認
を
阻
害
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
そ
れ
に
道

を
開
く
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
白
日
の
下
に
さ
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
全
く
の
方
便
論
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
王
門
の
後
学
が
、
良
知
と
知
識
と
の
一
字
の
争
い
を
め
ぐ
っ
て
、
熾
烈
な
論
争
を
展
開
し
た
の
も
、
ひ
と
え
に
右
の
理
由
に
起

因
す
る
。

　
更
に
、
王
陽
明
が
、
湛
甘
泉
の
「
随
処
体
認
天
理
」
説
を
主
張
と
し
て
は
認
め
な
が
ら
も
（
全
書
巻
六
、
寄
郷
謙
之
O
）
、
そ
の
実
質

「お｝



を
摘
別
し
て
否
定
し
た
の
は
、
湛
甘
泉
の
体
認
の
構
造
で
は
、
定
理
を
心
外
に
残
す
余
地
が
あ
り
、
そ
れ
で
は
真
の
体
認
と
は
な
り
え
な

い
と
洞
察
し
た
か
ら
で
あ
る
（
全
書
巻
六
、
寄
郷
謙
之
面
　
）
。

　
外
な
る
も
の
の
一
切
に
依
存
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
内
な
る
本
来
の
良
知
が
体
認
し
て
獲
得
し
た
も
の
と
・
て
凸
次
の
瞬
間

に
は
外
な
る
一
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
常
に
無
化
し
て
こ
そ
、
真
の
有
を
創
造
で
き
る
と
い
う
王
陽
明
の
体
認
と
は
、
定
理
把
握
の

過
程
の
工
夫
が
排
除
さ
れ
て
、
ま
こ
と
に
簡
易
な
工
夫
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
王
龍
渓
が
い
み
じ
く
も
「
簡
易
と
は
本
体
の
こ
と
を
い
い
、

困
難
と
は
そ
の
功
夫
を
い
う
」
　
（
王
龍
渓
全
集
巻
十
六
、
別
曽
見
台
蜜
語
摘
暑
）
と
の
べ
る
よ
う
に
、
良
知
説
を
提
示
さ
れ
て
言
下
に
本

体
を
開
悟
す
る
の
は
容
易
だ
が
、
そ
の
自
己
実
現
は
極
め
て
至
難
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
至
難
を
回
避
し
て
、
定
理
に
依
存
す
る
安
易
さ
を
選
ぶ
や
い
な
や
、
中
間
者
の
困
難
さ
が
っ
き
ま
と
い
、
知
識
聞
見
に

陥
落
す
る
危
険
に
お
び
や
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
所
詮
は
定
理
の
再
確
認
に
終
り
、
真
の
創
造
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ

れ
ば
、
本
来
が
自
己
実
現
す
る
際
に
必
然
的
に
伴
う
至
難
で
あ
る
か
ら
に
は
、
す
す
ん
で
ひ
き
う
け
て
「
忍
耐
」
　
（
伝
習
録
下
、
四
三
条
）

す
る
し
か
な
い
。
良
知
心
学
は
本
体
開
悟
の
簡
易
さ
の
故
に
、
四
民
を
ひ
き
つ
け
た
が
、
こ
の
至
難
な
工
夫
を
皆
が
忍
耐
し
え
た
か
。
　
「

い
っ
た
い
、
人
情
は
安
易
を
好
ん
で
困
難
を
悪
む
」
　
（
全
書
巻
四
、
耳
門
宗
賢
・
雪
原
忠
）
が
故
に
、
否
で
あ
る
。
良
知
の
体
認
者
が
稀

少
で
あ
る
こ
と
を
慨
嘆
す
る
声
は
絶
え
な
い
。

　
そ
れ
な
ら
、
こ
の
困
難
を
伴
い
な
が
ら
も
、
な
ぜ
良
知
心
学
は
盛
行
し
え
た
の
か
。
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王
陽
明
の
良
知
心
学
は
、
も
と
も
と
機
根
に
差
異
の
あ
る
人
々
に
等
量
の
開
悟
創
造
を
要
求
し
た
の
で
は
な
い
。
生
得
の
も
の
で
あ
る

資
質
の
「
分
限
」
　
（
個
性
）
に
応
じ
て
、
本
来
の
自
己
実
現
を
は
か
り
、
そ
れ
な
り
の
「
分
量
」
を
開
示
す
れ
ば
よ
い
（
伝
習
岩
上
、
六

七
・
九
九
・
一
〇
七
条
。
下
、
二
五
・
三
三
条
）
。
こ
の
分
限
を
わ
き
ま
え
ず
に
、
過
度
の
分
量
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
り
強
要
す
る
の

が
、
王
陽
明
の
い
う
「
懸
等
」
　
（
伝
習
得
票
、
半
歩
文
蔚
〔
［
。
下
、
五
一
条
）
で
あ
る
。
工
夫
の
過
程
を
と
び
こ
え
る
こ
と
で
は
な
い
O

王
陽
明
が
蝋
等
を
与
し
め
た
の
は
、
外
か
ら
分
限
を
強
要
し
て
抑
え
こ
も
う
と
意
図
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
機
根
資

質
に
分
限
の
あ
る
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
分
限
を
満
開
さ
せ
る
こ
と
が
主
意
で
あ
る
。
体
認
の
所
産
に
分
量
の
差
異
（
個
人
差
）
が
あ



．
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
本
来
を
自
己
実
現
し
た
こ
と
に
お
い
て
は
、
本
質
的
に
は
等
価
値
の
も
の
で
あ
る
。
　
「
箇
々
円
成
」
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
「
基
金
」
で
あ
る
（
伝
習
塁
上
、
九
九
・
一
〇
七
条
）
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
差
異
の
あ
る
「
分
限
」
者
が
各
々
そ
の
固

有
す
る
本
来
を
自
己
実
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
体
認
の
所
産
が
、
分
限
の
差
異
に
応
じ
て
分
量
的
差
異
6
多
様
性
を
持
つ
こ
と
は
、
最

初
か
ら
む
し
ろ
積
極
的
に
承
認
ざ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
伝
習
三
下
、
九
三
条
）
。
だ
か
ら
、
各
自
が
「
体
認
し
た
」
と
確
信
す
る
限
り
、

い
ず
れ
も
が
み
な
、
そ
の
所
産
を
「
天
理
で
あ
る
」
と
自
信
を
も
っ
て
主
張
し
う
る
権
利
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
良
知
心
学
が
盛
行
し
た

の
は
、
単
に
時
流
に
適
合
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
簡
易
性
の
故
に
四
民
に
開
放
さ
れ
、
・
困
難
が
伴
う
と
は
い
え
、
四
民
は
各
々
の
分
限
に

応
じ
て
人
倫
を
創
造
す
る
、
そ
の
主
体
性
を
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
が
故
に
、
む
し
ろ
良
知
心
学
が
時
流
を
造
成
し
た
と
い
い
つ
べ
き
も

の
で
あ
る
。

　
良
知
説
が
か
く
ま
で
普
及
し
た
に
し
て
は
、
真
の
理
解
者
体
認
者
が
稀
少
で
あ
る
と
嘆
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
総
括

的
に
考
え
て
み
た
い
。

ハ
［
、
経
書
を
読
む
こ
と
を
必
須
と
し
な
い
良
知
心
学
を
、
王
陽
明
は
、
至
愚
小
童
も
実
行
で
き
る
と
自
負
し
て
い
た
（
こ
の
こ
と
は
、
民

　
衆
の
圧
倒
的
多
数
が
文
盲
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
時
、
良
知
心
学
の
普
遍
性
を
問
う
場
合
、
特
に
強
調
し
た
い
）
。
こ
の
故
に
民
衆

　
の
参
加
者
を
得
た
。
し
か
し
、
絶
対
数
は
僅
少
で
あ
っ
て
、
民
衆
の
重
ん
ど
が
良
知
心
学
に
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
。

⇔
、
良
知
心
学
が
普
及
し
た
と
は
い
え
、
賛
否
い
ず
れ
に
せ
よ
、
単
に
知
識
の
一
つ
と
し
か
み
な
い
も
の
、
旧
習
に
と
ら
お
れ
て
本
質
を

　
理
解
し
き
れ
な
い
も
の
、
が
相
当
多
数
を
占
め
た
た
め
に
、
体
認
を
試
み
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
こ
と
。
こ
の
人
々
は
、
良
知
心
学
の

　
評
論
家
傍
観
者
で
あ
っ
て
、
参
加
者
で
は
な
い
。

⇔
、
一
旦
は
本
体
を
開
悟
し
て
も
、
こ
の
時
の
緊
張
感
を
喪
失
し
て
体
認
に
ま
で
至
ら
な
い
も
の
。
ま
た
体
認
を
試
み
た
参
加
者
で
さ
え
、

　
良
知
心
学
の
無
的
本
質
を
覚
悟
し
き
れ
ず
に
、
光
景
・
効
験
に
陥
っ
た
り
、
或
は
、
・
体
認
の
至
難
ざ
を
組
替
し
き
れ
ず
に
、
美
学
に
ま

　
い
も
ど
っ
て
し
ま
う
も
の
。
が
多
い
こ
と
。

⑳
、
体
認
の
所
産
を
一
物
と
固
定
し
て
意
見
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
。

　
以
上
の
こ
と
が
相
乗
作
用
し
て
、
慨
嘆
の
言
葉
を
吐
か
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
四
者
の
中
で
最
後
の
⑳
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
王
門
の
俊
秀
同
志
で
さ
え
も
が
、
他
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人
の
体
認
の
所
産
を
相
互
に
「
意
見
」
と
非
…
難
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
っ
た
い
、
体
認
が
各
自
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
の
人
が
体
認
し
た
と
確
信
す
る
そ
の
事
実
は
何
人
も
否
定
で
き
な
い
。

と
な
る
と
、
み
ず
か
ら
の
体
認
の
所
産
と
異
な
る
も
の
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
体
認
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
一
応
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
上
で
、
そ
れ
を
誤
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
時
に
、
他
者
の
そ
れ
は
「
意
見
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
非
難
を
あ
び
せ
て
、
真
の
体
認
を

要
求
し
、
　
「
意
見
」
の
変
更
を
迫
る
の
で
あ
る
。
ヒ
の
批
判
の
仕
方
は
、
良
知
心
学
の
体
認
の
構
造
か
ら
み
て
、
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

逆
に
意
見
と
批
判
さ
れ
た
ら
、
一
時
の
体
認
の
所
産
に
安
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
素
直
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
非
…
難
さ
れ
た
側
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
批
判
も
は
じ
め
は
意
見
と
み
え
る
か
ら
、
批
判
を
う
け
て
あ
ら
た
に
体
認
し
た
結
果
、
．
変
更

す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
い
よ
い
よ
確
信
を
深
め
て
、
当
の
批
判
を
切
り
返
し
て
そ
れ
を
こ
そ
「
意
見
で
あ
る
」
と
郡
け
る
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
批
判
の
う
け
と
め
方
も
許
さ
れ
よ
う
。
む
し
ろ
、
他
人
の
批
判
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
禁
物
で
あ
る
。
勢
い
、
共
有
し

う
る
所
産
を
生
む
体
認
の
構
造
や
方
法
を
求
め
て
、
各
自
の
体
認
を
か
け
て
激
論
が
交
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
が
詩
会
で
あ
る
。

講
学
活
動
が
頒
白
に
行
な
わ
れ
た
の
は
、
単
に
良
知
心
学
を
普
及
し
て
人
倫
の
自
覚
的
創
造
者
を
拡
大
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
各
自

が
相
互
に
体
認
の
所
産
の
共
有
を
求
め
て
、
真
偽
を
検
討
し
、
深
化
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
時
に
師
説
を
も
ち
だ
す
こ

と
が
あ
っ
て
も
㍉
こ
の
場
合
、
護
教
論
争
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
護
持
す
べ
き
教
条
を
外
に
立
て
る
こ
と
自
体
を
本
質
的
に
忌
避
す
る
か

ら
、
教
条
主
義
と
は
本
質
的
に
あ
い
い
れ
な
い
。
良
知
心
学
は
必
然
的
に
百
花
斉
放
を
結
果
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
体
認
者
が
相
互
に
意
見
と
批
判
し
た
そ
の
根
源
的
理
由
は
、
実
は
各
自
の
「
本
来
－
現
実
」
理
解
が
異
な
る
ど
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
分
限
の
分
量
的
差
異
は
、
体
認
の
熱
源
と
し
で
承
認
ず
み
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
良
知
心
学
が
活
学
さ
れ
る

や
、
四
民
は
、
各
自
の
分
限
に
固
有
な
本
来
に
視
点
を
す
え
て
、
各
々
の
現
実
の
雪
除
態
を
自
覚
し
、
各
自
の
分
限
に
み
あ
っ
た
分
量
で

本
来
を
自
己
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
例
え
ば
、
王
陽
明
が
と
ら
え
た
相
手
の
分
限
（
現
実
）
に
照
し
て
、
そ
の
人
が
体

認
し
た
と
確
信
す
る
そ
の
所
産
の
分
量
を
み
た
場
合
、
　
「
三
等
」
で
あ
っ
て
、
　
「
体
認
で
は
な
い
」
と
み
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
（
伝
習
谷

下
、
七
九
条
参
照
）
。
ま
た
、
例
え
ば
、
王
陽
明
と
は
異
質
な
本
来
観
（
志
）
の
所
有
者
が
、
良
知
心
学
を
活
照
し
た
場
合
、
　
「
悪
用
し

て
い
る
」
と
目
に
う
つ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
（
伝
習
録
下
、
一
〇
六
条
、
蘇
秦
張
儀
の
条
参
照
）
。

　
し
か
し
、
分
量
の
過
不
足
と
か
、
悪
用
と
か
は
、
王
陽
明
の
価
値
観
に
基
づ
く
評
価
で
あ
る
。
自
己
の
体
認
の
所
産
を
含
め
て
既
成
の
、
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と
り
わ
け
他
者
の
価
値
観
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
が
、
良
知
心
学
の
真
面
目
で
あ
る
か
ら
、
各
自
の
分
限
古
本
来
観
に
も
と
つ
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
自
己
実
現
を
と
ら
え
て
、
た
と
え
創
始
者
王
陽
明
が
非
難
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
「
体
認
で
は
な
い
」
と
は
い
え
な
い
。
良
知
心

学
は
、
四
民
に
活
学
さ
れ
る
や
、
王
陽
明
の
価
値
観
（
「
本
来
－
現
実
」
理
解
）
を
離
れ
て
、
そ
れ
自
体
の
運
動
法
則
の
下
に
展
開
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
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