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牟宗三の宋明思想理解

一
〇
七

牟
宗
三
の
宋
明
思
想
理
解

―
「
理
」
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て

―

藤
　
井
　
倫
　
明

一
、
は
じ
め
に

牟
宗
三
（
一
九
〇
九－

一
九
九
五
）
は
新
儒
家
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。
新
儒
家
の
思
想
は
、
中
國
の
現
代
化
と
い
う
切
実
な
課
題

と
も
關
わ
っ
て
お
り
、
文
化
・
政
治
・
学
術
等
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
學
術
領
域
に
限
っ
て
言
え

ば
、
新
儒
家
の
中
で
も
牟
宗
三
の
影
響
は
際
立
っ
て
い
る
と
言
え
る 　

。

牟
氏
の
學
問
・
研
究
は
、
儒
教
思
想
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
も
佛
教
思
想
、
道
家
思
想
、
西
洋
哲
學
と
多
岐
に
わ
た
り
、
膨
大
な
著

作
を
殘
し
て
い
る
が
、
中
で
も
代
表
作
と
し
て
著
名
な
の
が
宋
明
思
想
に
つ
い
て
研
究
し
た
『
心
體
與
性
體
』
全
三
冊
で
あ
る
。
牟
氏

は
、
本
書
で
宋
明
思
想
の
展
開
を
、
細
か
く
は
三
つ
の
系
統
、
大
き
く
は
二
つ
の
系
統
に
分
け
て
捉
え
る
獨
特
の
見
解
を
打
ち
出
し
、

中
華
圏
に
お
け
る
宋
明
思
想
研
究
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
與
え
た
。
特
に
牟
氏
の
後
半
生
の
活
動
の
舞
台
と
な
っ
た
臺
灣
や
香
港
に

お
い
て
は
、
牟
氏
に
師
事
し
た
弟
子
た
ち
の
強
力
な
支
持
、
顯
彰
も
あ
っ
て
、
牟
氏
の
宋
明
思
想
理
解
が
か
な
り
權
威
化
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
た
時
期
も
あ
る
。
現
在
で
は
、
牟
氏
に
批
判
的
な
見
解
も
現
れ
、
自
由
な
議
論
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
牟
氏
の
『
心

體
與
性
體
』
は
、
宋
明
思
想
研
究
の
分
野
で
は
、
無
視
で
き
な
い
重
要
な
先
行
研
究
と
し
て
今
で
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る 　

。

一
般
に
宋
明
時
代
の
思
潮
は
、
朱
子
學
（
理
學
）
か
ら
陽
明
學
（
心
學
）
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
、
程
・
朱
の
理
學
系
統
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一
〇
八

と
陸
・
王
の
心
學
系
統
の
二
つ
の
流
れ
が
存
在
し
、
互
い
に
拮
抗
し
つ
つ
展
開
し
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
牟
氏
は
宋
明
思
想
の
展
開
を
①
周
濂
溪
・
張
橫
渠
・
程
明
道
と
そ
れ
を
継
承
し
た
胡
五
峰
・
劉
蕺
山
の
系
統
、
②
陸
象
山
・

王
陽
明
の
系
統
、
③
程
伊
川
・
朱
子
の
系
統
に
三
分
し
た
上
で 　

、
さ
ら
に
①
②
の
系
統
を
、
基
本
的
に
は
同
一
の
思
想
的
立
場
、
つ

ま
り
「
縱
貫
系
統
」 　

で
あ
る
と
見
な
し
、
一
つ
に
ま
と
め
て
「
宋
明
儒
の
大
宗
」（
宋
明
儒
學
の
本
家
・
嫡
流
）
と
称
し
、
③
の
伊
川
・

朱
子
の
思
想
は
、
そ
れ
と
は
系
統
を
異
に
す
る
立
場
、
つ
ま
り
「
橫
攝
系
統
」 　

だ
と
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
牟
氏
に
よ
れ
ば
、
宋

明
思
想
は
、
大
き
く
「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
「
縱
貫
系
統
」
と
伊
川
・
朱
子
の
「
橫
攝
系
統
」
に
二
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、

牟
氏
は
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
方
が
、「
先
秦
儒
家
の
古
義
」（『
論
語
』・『
孟
子
』・『
易
傳
』・『
中
庸
』
の
教
義
）
を
正
し
く
繼
承
し
た
儒

家
思
想
の
直
系
・
主
流
（「
先
秦
儒
家
の
正
宗
」）
で
あ
っ
て
、
伊
川
・
朱
子
の
系
統
は
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
「
旁
枝
」（
傍
系
、
支
流
）

で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る 　

。

牟
氏
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
決
し
て
歷
史
的
事
實
を
無
視
し
て
主
觀
的
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
な
り
の
積
極
的
な
理

論
的
根
據
が
存
在
し
た
。
そ
の
根
據
と
は
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
側
と
伊
川
・
朱
子
の
側
と
で
、
本
體
（
道
體
、
性
體
）
概
念
と
し
て

の
「
理
」
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
牟
氏
は
、
本
體
概
念
と
し
て
の
「
理
」
の
性
格
の
違
い
が
、「
宋
明
儒
の
大

宗
」
の
「
縱
貫
系
統
」
と
伊
川
・
朱
子
の
「
橫
攝
系
統
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
系
統
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
で
は
、
本
體
概
念
と
し
て
の
「
理
」
の
性
格
は
、
兩
者
の
間
で
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
。
以
下
、
牟
宗
三
の

見
解
を
具
體
的
に
檢
證
し
て
行
き
た
い
。

二
、「
構
成
之
理
」
と
「
存
在
之
理
」
―
二
種
類
の
本
體
概
念

牟
宗
三
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
世
界
に
お
け
る
本
體
概
念
と
し
て
の
「
理
」（「
所
以
然
」）
に
は
二
種
類
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
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牟宗三の宋明思想理解

一
〇
九

「
形
構
之
理
（Principle of Form

ation

）」（
構
成
原
理
と
し
て
の
理
）、
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
存
在
之
理
（Principle of Existence

）」（
存

在
原
理
と
し
て
の
理
）
で
あ
る
。「
形
構
之
理
」
は
、
事
物
・
事
象
の
本
質
、
特
性
を
意
味
す
る
理
で
あ
り
、
個
々
の
事
物
や
事
象
が
い
っ

た
い
何
な
の
か
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
を
説
明
、
定
義
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
「
形
構
之
理
」
は
、
具
體
的
な
事
物
や
事
象

を
觀
察
し
、
そ
の
内
容
、
特
徴
を
論
理
的
に
「
歸
納
普
遍
化
」
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
理
で
あ
り
、
牟
氏
は
、
こ
れ
を
知
識
的
な
次
元

で
の
「
類
概
念
」
に
等
し
い
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
形
構
之
理
」
は
、
經
驗
知
（「
見
聞
之
知
」）
に
よ
っ
て
認
識
・
確

認
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
牟
氏
は
そ
れ
を
科
學
的
な
知
と
も
關
連
づ
け
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る 　

。
さ
ら
に
、
牟

氏
の
理
解
が
妥
當
か
否
か
は
別
と
し
て
、
牟
氏
に
よ
れ
ば
、
西
洋
で
は
プ
ラ
ト
ン
哲
學
の
「
イ
デ
ア
」
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
本
質
」

（Esscence

）
が
、
こ
の
よ
う
な
「
形
構
之
理
」
に
相
當
し
、
中
國
で
は
荀
子
、
告
子
、
董
仲
舒
の
理
解
し
て
い
る
「
性
」
も
、
生
ま
れ

つ
き
の
自
然
か
ら
歸
納
す
る
と
い
う
方
法
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
類
概
念
と
し
て
の
「
性
」
だ
と
見
な
さ
れ
、「
形
構
之
理
」
に
屬

す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
「
形
構
之
理
」
は
、
事
物
や
現
象
が
何
で
あ
る
か
を
分
類
、
定
義
す
る
類
概
念
、
本
質
と
し
て
の
理

で
あ
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
論
理
的
な
次
元
の
抽
象
概
念
で
あ
る 　

。
ま
た
、
事
物
や
現
象
の
數
だ
け
「
多
數
」
存
在
す
る
も
の
で
あ

り
、「
一
」
に
統
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
牟
氏
は
こ
う
し
た
「
形
構
之
理
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

こ
れ
は
論
理
學
上
の
形
式
的
、
靜
態
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
り
、
宇
宙
論
上
の
實
現
、
或
い
は
動
態
的
な
意
味
と
つ
な
が
る
も
の

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
化
學
上
の
分
子
式
は
、
あ
る
物
體
の
特
質
を
規
定
す
る
が
、
そ
れ
は
靜
態
的
、
抽
象
的
に
そ
の
物
が
含
ん

で
い
る
元
素
（elem

ent

）
の
構
造
を
説
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
構
造
そ
の
も
の
は
、
嚴
格
に
言
え
ば
「
非
存
在
」
で
あ
り
、

よ
っ
て
そ
れ
は
抽
象
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
定
義
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
一
物
の
理
と
は
こ
の
よ
う
な
理
な
の
で
あ
る
。
傳
統
的

な
哲
學
で
は
、
そ
れ
を
「
本
質
」
と
稱
し
、〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
一
物
の
「
然
る
所
以
」
を
指
し
示
す
。
人
々
は
「
本
質
」
と
「
然

る
所
以
」
を
、
と
も
す
れ
ば
中
國
の
「
理
」
と
い
う
字
を
用
い
て
理
解
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「
理
」
は
、
決
し
て
宋
儒
の
語
る
「
生
化
の
理
」
で
は
な
く
、
こ
こ
〔
本
質
と
い
う
意
味
〕
で
の
「
然
る
所
以
」
も
、「
實
現
之
理
」

（
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一
一
〇

が
示
す
あ
の
「
超
越
的
か
つ
動
態
的
な
然
る
所
以
」
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
別
に
名
稱
を
設
け
、
そ
れ
を
「
形
構
之
理
」
と
呼
ぶ

の
で
あ
る 　

。

で
は
、
も
う
一
つ
の
「
存
在
之
理
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
事
物
・
事
象
を
あ
る
具
體
的
な
事
物
・
事
象
と

し
て
實
際
に
こ
の
世
界
に
存
在
さ
せ
る
「
超
越
的
觀
念
」 　

を
意
味
す
る
。「
存
在
之
理
」
に
つ
い
て
、
牟
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る 　

。
こ
の
世
界
に
實
際
に
存
在
し
て
い
る
事
物
は
、「
存
在
（
あ
る
）」
と
い
う
要
素
と
「
本
質
」
と
い
う
要
素
に
分
け
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。「
存
在
」
と
は
Ｘ
を
こ
の
世
界
に
「
實
在
」
さ
せ
る
原
理
で
あ
り
、「
本
質
」
と
は
、
Ｘ
を
あ
る
特
定
の
個
物
（
例
え

ば
チ
ョ
ー
ク
）
と
し
て
「
規
定
」
す
る
原
理
（「
分
子
式
」
の
よ
う
な
も
の
）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
牟
氏
が
こ
こ
で
言
う
「
本
質
」
が
先
に

指
摘
し
た
「
形
構
之
理
」
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う 　

。「
存
在
」
は
、
Ｘ
を
實
際
に
存
在
さ
せ

は
す
る
が
、
そ
れ
を
あ
る
特
定
の
個
物
（
チ
ョ
ー
ク
）
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、「
本
質
」（「
形
構
之
理
」）
は
、
Ｘ

を
あ
る
特
定
の
個
物
（
チ
ョ
ー
ク
）
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
世
界
に
實
在
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま

り
、「
存
在
」
と
「
本
質
」
は
、
そ
も
そ
も
分
離
し
た
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る 　

。
よ
っ
て
、
も
し
チ
ョ
ー

ク
と
い
う
具
體
的
な
個
物
を
實
際
に
存
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
「
存
在
」
と
「
本
質
」
の
兩
者
を
結
び
つ
け
、
一
つ
に

し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牟
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
存
在
」
と
「
本
質
」
を
結
合
し
、
具
體
的
な
個
物
を
こ
の
世
界
に
實
在
さ

せ
る
原
理
こ
そ
が
「
存
在
之
理
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
具
體
的
な
事
物
が
こ
の
世
界
に
創
出
さ
れ
る
の
だ
と
い
う

意
味
か
ら
、
牟
氏
は
、「
存
在
之
理
」
を
「
實
現
之
理
」（
創
造
原
理
と
し
て
の
理
）
と
も
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
存
在
之
理
」
或
い
は

「
實
現
之
理
」
は
、「
本
質
」（「
形
構
之
理
」）
と
は
「
異
質
異
相
」（
異
な
る
次
元
）
の
超
越
的
な
存
在
で
あ
り
、
牟
氏
は
、
こ
れ
を
「
超

越
的
か
つ
絶
對
的
な
真
の
實
體
」 　

と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
洋
哲
學
の
脈
絡
で
は
、「
造
物
主
」（
神
）
が
こ
の
超
越
的
な
「
存

在
之
理
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
す
る
。
牟
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
は
「
形
構
之
理
」（「
本
質
」）
が
多
數
存
在
す
る
の
と

異
な
り
、
た
だ
一
つ
し
か
存
在
せ
ず
、
中
國
思
想
の
脈
絡
で
は
「
太
極
」
が
そ
れ
に
相
當
し
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
具
體
的
に
説
明
す
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牟宗三の宋明思想理解

一
一
一

れ
ば
、「
道
德
を
生
み
出
し
、
宇
宙
の
創
造
化
育
と
い
う
働
き
を
引
き
起
こ
す
真
幾
（
實
體
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
）」 　

、「
萬
事
萬
物
を
正
し

く
規
定
し
、
萬
事
萬
物
を
真
に
實
在
さ
せ
る
根
本
原
則
」 　

と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
牟
氏
は
、「
先
秦
儒
家
の
古
義
」
の
脈
絡

に
お
け
る
、
天
の
次
元
で
萬
物
を
生
成
す
る
本
體
、
つ
ま
り
天
命
の
實
體
と
し
て
の
「
道
體
」、
及
び
人
の
次
元
で
自
覺
的
に
道
德
實
踐

へ
と
驅
り
立
て
、
道
德
作
用
を
引
き
起
こ
す
超
越
的
な
根
據
と
し
て
の
「
性
體
」
が
、
ま
さ
に
こ
の
「
存
在
之
理
」
に
相
當
す
る
も
の

だ
と
見
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
本
體
概
念
と
し
て
の
「
理
」
に
は
「
形
構
之
理
」
と
「
存
在
之
理
」
の
二
種
類
有
り
、
そ
の
違
い
を
牟
氏
自
身
の
言
葉

で
ま
と
め
る
と
「
形
構
之
理
は
類
概
念
で
あ
り
、
氣
が
ど
の
よ
う
に
凝
集
し
て
事
物
を
構
成
し
て
い
る
の
か
に
關
わ
る
原
理
で
あ
り
、

そ
れ
は
多
數
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
存
在
之
理
は
、
類
概
念
で
は
な
く
、
純
一
で
あ
っ
て
多
數
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
超
越
的

な
義
理
の
性
で
あ
り
、
本
然
の
性
で
あ
る
。」 　

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
牟
氏
は
決
し
て
単
純
に
伊

川
・
朱
子
の
理
解
し
て
い
る
「
理
」
が
「
形
構
之
理
」
で
あ
り
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
理
解
し
た
「
理
」
が
「
存
在
之
理
」
で
あ
る
と

捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
點
で
あ
る
。
牟
氏
は
、
伊
川
・
朱
子
の
系
統
は
、
確
か
に
「
見
聞
の
知
」
を
重
視
し
た
が
、
學
問
・

工
夫
の
目
的
は
、
決
し
て
「
形
構
之
理
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
立
場
と
同
じ
く
、「
存
在

之
理
」
を
悟
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。

  

伊
川
・
朱
子
は
、
確
か
に
「
見
聞
の
知
」
を
重
視
し
た
が
、
そ
の
「
進
學
」
の
目
的
は
、
も
と
よ
り
こ
の
太
極
・
性
理
が
「
存
在

之
理
」
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
り
、
致
す
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
知
」
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
存
在
之
理
」
と
し
て

の
德
性
を
知
る
と
い
う
意
味
で
の
知
で
あ
っ
た 　

。

格
物
と
は
、
朱
子
の
「
物
に
即
し
て
其
の
理
を
窮
む
」
と
い
う
定
義
に
即
し
て
言
え
ば
、
や
は
り
具
體
的
に
然
る
か
た
ち
で
存
在

す
る
事
物
に
つ
い
て
、
そ
の
「
超
越
的
な
然
る
所
以
」
で
あ
る
天
理
・
實
理
を
窮
め
る
（
理
解
・
悟
得
す
る
）
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
ず
、
決
し
て
具
體
的
に
然
る
か
た
ち
で
存
在
す
る
事
物
そ
の
も
の
が
具
有
し
て
い
る
種
々
の
特
殊
な
内
容
を
窮
め
（
研
究
し
）

（
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て
特
殊
な
科
學
的
知
識
や
經
驗
的
知
識
を
構
築
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
朱
子
は
も
と
よ
り
見
聞
を
重
視
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
見
聞
に
對
す
る
重
視
は
、
そ
の
講
學
の
本
質
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、
見
聞
を
通
し
て
、
多
方
面
か
ら
あ
の
「
超
越
的
な

然
る
所
以
」
を
明
ら
か
に
し
、
多
面
的
に
天
理
・
實
理
を
悟
得
す
る
方
法
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
決
し
て
見
聞
に

よ
っ
て
觸
れ
て
い
る
外
物
そ
の
も
の
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
の
で
あ
る 　

。

三
、「
存
在
之
理
」
の
實
相
と
そ
の
變
貌

で
は
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
と
伊
川
・
朱
子
の
系
統
が
、
ど
ち
ら
も
等
し
く
「
存
在
之
理
」
を
宇
宙
の
本
體
、
人
間
の
本
性
と
し
て
追

求
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
牟
氏
は
な
ぜ
兩
者
を
異
な
る
思
想
系
統
に
属
す
る
學
説
だ
と
規
定
、
分
類
す
る
に
至
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
、
同
じ
く
「
存
在
之
理
」
に
属
し
て
は
い
る
も
の
の
、
兩
者
に
お
い
て
そ
の
「
存
在
之
理
」
の
性
格
に
違
い
が
見
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
牟
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
脈
絡
に
お
け
る
「
存
在
之
理
」
は
、「
即
活
動
即
存
有
（
活
動
す

る
と
同
時
に
〔
本
體
と
し
て
超
越
的
に
〕
存
在
し
て
い
る
）」、
つ
ま
り
「
動
態
的
」
な
本
體
（「
動
理
」）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
伊
川
・
朱

子
の
脈
絡
に
お
け
る
「
存
在
之
理
」
は
、「
只
存
有
不
活
動
（〔
本
體
と
し
て
超
越
的
に
〕
存
在
す
る
の
み
で
活
動
し
な
い
）」、
つ
ま
り
「
靜

態
的
」
な
本
體
（「
靜
理
」）
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
存
在
之
理
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
内
在
的
に
事
物
の
性
格
を
規
定
す
る
だ

け
の
「
形
構
之
理
」
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
超
越
的
な
次
元
で
事
物
と
關
わ
っ
て
い
る
本
體
概
念
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
動
態
的
」

で
あ
る
か
「
静
態
的
」
で
あ
る
か
で
、
そ
の
關
わ
り
方
に
大
き
な
違
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
點
、
牟
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

動
態
的
と
い
う
の
は
、
萬
物
に
對
し
て
言
え
ば
、
萬
物
を
創
成
し
、
巧
み
に
化
育
運
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
れ

〔
萬
物
〕
を
存
在
さ
せ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
こ
れ
〔
萬
物
〕
を
實
現
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
靜
態

（
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的
と
は
、
た
だ
か
く
あ
る
べ
し
と
、
こ
れ
〔
萬
物
〕
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
〔
萬
物
〕
を
存
在
さ
せ
る
こ

と
が
、
こ
れ
〔
萬
物
〕
を
實
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
存
在
論
的
分
析
」
の
次
元
に
お
け
る
理
が
、
萬

物
を
存
在
さ
せ
、
實
現
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
實
現
さ
せ
る
、
存
在
さ
せ
る
と
は
、
實
は
、

〔
實
質
を
伴
わ
な
い
〕
空
虛
な
意
味
合
い
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
實
際
に
そ
れ
〔
萬
物
〕
を
存
在
さ
せ
て
い
る
根
據
は
氣
の
方
に

あ
り
、
心
や
神
も
氣
の
次
元
に
属
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
理
が
「
存
在
之
理
」、
或
い
は
「
實
現
之
理
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ

れ
は
、
た
だ
空
虛
な
形
で
、
か
く
あ
る
べ
し
と
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、〔「
存
在
之
理
」
自
體
は
〕
實
際
に
萬
物
を
化
育
運
行

し
、
創
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る 　

。

こ
の
よ
う
に
、
牟
氏
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
が
理
解
し
て
い
る
「
存
在
之
理
」（
本
體
）
は
、
超
越
的
な
形
而
上
の

次
元
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
體
、
活
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
伊
川
・
朱
子
が
理
解
し
て
い
る
「
存

在
之
理
」（
本
體
）
は
、
超
越
的
に
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
、
活
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
牟

氏
が
、
こ
の
本
體
概
念
に
對
す
る
理
解
の
差
が
、
宋
明
思
想
を
「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
系
統
と
伊
川
・
朱
子
の
系
統
に
二
分
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
説
明
か
ら
も
明
確
で
あ
る
。

宋
明
儒
の
道
體
に
對
す
る
理
解
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
即
活
動
即
存
有
〔
活
動
す
る
と
同
時
に
本
體
と
し
て

超
越
的
に
存
在
し
て
い
る
〕」
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
只
存
有
不
活
動
〔
本
體
と
し
て
超
越
的
に
存
在
す
る
の
み
で
活

動
し
な
い
〕」
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
周
濂
溪
、
張
橫
渠
、
程
明
道
、
胡
五
峰
、
劉
蕺
山
、
陸
象
山
、
王
陽
明
が
理
解
し
た
道
體

は
、
何
れ
も
「
即
活
動
即
存
有
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
皆
「
心
と
理
は
一
體
で
あ
る
」
と
説
き
、〔
本
體
か
ら
〕
活
動
性

が
抜
け
落
ち
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。〔
と
こ
ろ
が
〕
朱
子
が
性
、
理
、
太
極
を
説
く
場
合
、
た
だ
の
一
般
的
な
存
在
論
上
の

概
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
先
秦
の
儒
家
が
心
性
を
語
る
場
合
、
道
德
的
意
味
合
い
が
大
變
強
か
っ
た
。
朱
子
は
あ
ら
ゆ
る
存
在

に
は
一
つ
の
理
が
あ
る
と
説
い
た
が
、
こ
れ
は
〔
本
體
と
し
て
の
理
が
〕
一
般
的
な
存
在
論
上
の
概
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

（
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意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
〔
本
體
か
ら
〕
道
德
的
意
味
合
い
が
削
が
れ
、
形
而
上
學
的
意
味
合
い
が
極
め
て
濃
厚

な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る 　

。

で
は
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
と
伊
川
・
朱
子
と
で
、
な
ぜ
、
本
體
と
し
て
の
「
存
在
之
理
」
の
性
格
に
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
か
。
牟
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
相
違
は
、
本
體
を
求
め
る
際
の
求
め
方
、
修
養
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
宋
明
儒
の
大
宗
が
「
存
在
之
理
」
を
求
め
る
為
に
「
逆
覺
體
證
」
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
の
に
對
し
、
伊
川
・

朱
子
は
「
即
物
窮
理
」
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
お
り
、
牟
氏
は
、
こ
の
方
法
上
の
違
い
が
兩
者
の
理
の
性
格
に
影
響
を
與
え
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
先
ず
「
逆
覺
體
證
」
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
、
牟
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

逆
覺
と
は
、
感
性
の
現
實
に
從
っ
て
突
っ
走
ら
な
い
で
、〔
吾
が
身
に
〕
立
ち
返
っ
て
本
心
の
存
在
を
體
認
實
證
す
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
良
心
は
、
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
混
濁
し
た
中
で
あ
っ
て
も
露
呈
す
る
の
で
あ
り
、
良
心

が
ひ
と
た
び
露
呈
し
た
ら
、
我
々
は
直
ち
に
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
つ
か
み
取
る
べ
き
で
、
や
み
く
も
に
感
性
の
ま
ま
突
っ
走
っ
た

り
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
こ
れ
が
感
性
的
次
元
の
現
實
か
ら
引
き
返
し
、
そ
こ
か
ら
逆
に
向
き
を
変
え
て
自
己
の
生
命
の
本
體

を
悟
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
本
體
が
つ
ま
り
本
心
で
あ
り
、
仁
體
で
あ
る 　

。

こ
の
説
明
か
ら
「
逆
覺
體
證
」
と
は
、
感
性
に
由
來
す
る
現
實
の
情
欲
に
流
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
情
欲
に
逆
ら
う
よ
う
な
形
で
、
吾

が
身
を
振
り
返
り
、
本
體
（「
存
在
之
理
」）
の
發
露
で
あ
る
良
心
の
存
在
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
本
體
そ
の
も
の
を
悟
得
し
て
い
く
こ
と

と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、「
即
物
窮
理
」（
格
物
窮
理
）
と
は
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
は
理
が
備
わ
っ

て
い
る
と
認
め
、
外
界
に
展
開
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
理
を
、
並
行
的
（
橫
向
き
）
に
廣
く
究
明
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
理

を
統
攝
し
て
い
る
唯
一
の
理
（
本
體
と
し
て
の
「
存
在
之
理
」）
を
識
得
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
牟
氏
は
こ
う
し
た
工
夫
の
あ
り
方
を
、

先
の
「
逆
覺
」
に
對
し
て
「
順
取
」
の
方
法
と
稱
し
て
い
る
。

伊
川
・
朱
子
は
、『
大
學
』
を
重
視
し
、
こ
の
「
即
物
窮
理
」
を
「
居
敬
存
養
」
と
と
も
に
學
問
・
工
夫
の
基
本
路
線
と
し
て
重
視
し

（
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た
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
即
物
窮
理
」
と
い
う
方
法
は
、
基
本
的
に
、
外
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
現
象
的
側
面
（「
存
在
之
然
」）
を
觀

察
し
て
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
原
理
・
法
則
（「
所
以
然
」）
を
抽
出
・
歸
納
し
て
い
く
と
い
う
形
態
を
取
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
、
牟
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
形
構
之
理
」（
事
物
の
特
性
、
本
質
）
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、「
存
在
之
理
」
を
悟
得
す

る
方
法
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
「
宋
明
儒
の
大
宗
」
は
、「
即
物
窮
理
」
で
は
な
く
、『
孟
子
』
の
所
謂
「
反

身
」、
す
な
わ
ち
吾
が
身
を
振
り
返
り
、
心
の
本
體
を
直
接
悟
得
す
る
「
逆
覺
體
證
」
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
伊
川
・

朱
子
は
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
と
同
様
に
「
存
在
之
理
」
を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
が
ら
、「
形
構
之
理
」
を
求
め
る
の
に
適
し
た

方
法
で
あ
る
「
即
物
窮
理
」
を
用
い
る
と
い
う
錯
誤
に
陷
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
牟
氏
は
、
こ
こ
に
「
知
識
問
題
と
道
德
問

題
と
の
混
同
」
が
見
ら
れ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
形
構
之
理
」
は
類
概
念
で
あ
り
、
よ
っ
て
〔
そ
れ
は
〕
ま
た
知
識
概
念
（
す
な
わ
ち
知
識
問
題
上
の
概
念
）
で
あ
る
。
伊
川
・
朱
子

が
説
く
「
然
る
所
以
」
は
、
こ
う
し
た
概
念
（
類
概
念
、
知
識
概
念
）
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
格
物
窮
理
と

い
う
〔
彼
ら
が
採
用
し
た
〕
認
知
方
式
は
、
こ
う
し
た
概
念
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
我
々
は
今
日
、〔
こ
う
し
た
認
知

方
式
に
よ
っ
て
〕
自
覺
的
に
こ
の
概
念
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、〔
そ
れ
は
伊
川
・
朱
子
の
考
え
て
い
る
〕「
存
在
之
理
」

（
靜
態
的
な
實
現
之
理
）
と
は
區
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
存
在
之
理
は
、
形
而
上
學
上
の
概
念
で
あ
り
、
ま
た
存
在
論
上
の
概
念

で
あ
り
、
こ
う
し
た
知
識
概
念
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
伊
川
と
朱
子
は
、
と
も
に
格
物
窮
理
と
い
う
認
知
方
法
に
よ
っ
て
〔
本
體

で
あ
る
存
在
之
理
を
〕
説
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
知
識
問
題
と
道
德
問
題
を
混
同
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
う
し
た
混
同
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
道
德
實
踐
の
標
準
と
し
て
の
太
極
・
性
理
の
道
德
的
意
義
と
道
德
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
弱
體

化
し
、
單
な
る
認
識
の
對
象
と
し
て
の
一
つ
の
存
在
概
念
（
存
在
之
理
）
と
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
、
一
方
で
は
積
極
的
な
意
味

で
の
知
識
（
見
聞
の
知
、
形
構
之
理
が
代
表
と
す
る
知
）
も
真
に
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る 　

。
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伊
川
・
朱
子
が
「
存
在
之
理
」
を
求
め
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
「
形
構
之
理
」（
知
識
概
念
、
類
概
念
）
を
求
め
る
た
め
の
手
段
で
あ
る

「
即
物
窮
理
」
を
採
用
し
た
が
た
め
に
起
こ
っ
た
「
存
在
之
理
」
の
性
格
上
の
變
容
に
つ
い
て
、
牟
氏
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
詳
し
く
説

明
し
て
い
る
。

道
體
〔
實
體
〕
は
も
と
も
と
「
於あ

あ

穆
と
し
て
已
ま
ず
」
と
い
う
天
命
の
實
體
で
あ
り
、「〔
其
の
〕
物
為
る
貳
な
ら
ざ
れ
ば
、
物
を
生

ず
る
こ
と
測
ら
れ
ず
」
と
い
う
創
生
の
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
、〔
そ
れ
が
〕
單
な
る
靜
態
的
な
存
在
、
多
く
見
積
も
っ
て
も
、

本
體
論
的
な
次
元
で
の
存
在
に
し
か
過
ぎ
な
く
な
り
、
萬
物
を
巧
み
に
生
成
化
育
す
る
と
い
う
創
生
の
は
た
ら
き
を
起
こ
す
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
〔
本
體
概
念
〕
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
道
體
」
義
の
弱
体
化 　

に
他
な
ら
な
い
。
道
體
は
個
體
に
具

わ
り
、
個
體
の
性
と
な
る
わ
け
だ
が
、
性
は
も
と
も
と
一
つ
の
個
體
の
道
徳
的
機
能
で
あ
り
、
道
德
の
自
發
自
律
の
機
能
で
あ
り
、

道
德
創
造
（
道
徳
行
為
が
純
一
で
滞
る
こ
と
が
な
い
）
を
起
こ
す
は
た
ら
き
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
今
や
單
な
る
靜
態
的
な
存
在
の
理

と
な
り
、
あ
ち
ら
に
据
え
置
か
れ
る
の
み
で
、
道
德
創
造
の
は
た
ら
き
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
「
性
體
」
義
の
弱
體
化 　

に
他
な
ら
な
い 　

。

こ
の
よ
う
に
、
牟
氏
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
脈
絡
に
お
け
る
「
存
在
之
理
」
と
は
、
天
（
宇
宙
）
の
次
元
で
は
萬

物
を
生
成
し
て
や
む
こ
と
の
無
い
本
體
（「
道
體
」）
で
あ
り
、
人
（
個
體
）
の
次
元
で
は
、
道
德
を
創
出
す
る
本
體
（「
性
體
」）
で
あ
り
、

そ
れ
自
體
が
創
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
内
包
し
た
超
越
的
、
形
而
上
的
實
體
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
伊
川
・
朱
子
は
「
即
物
窮
理
」
と
い
う

方
法
で
そ
れ
を
把
捉
し
よ
う
と
し
た
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、「
即
物
窮
理
」
と
い
う
方
法
で
把
捉
で
き
る
性
格
の
本
體
だ
と
見
な
し
た

た
め
、「
存
在
之
理
」
が
本
來
有
し
て
い
た
「
創
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
削
が
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
道
體
」
義
の
面
で
は
、
萬
物
生
成
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
い
、「
性
體
」
義
の
面
で
は
道
德
創
出
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る 　

。

そ
し
て
、
牟
氏
は
、
こ
う
し
た
「
存
在
之
理
」
＝
「
本
體
」
義
の
變
貌
の
結
果
、
儒
家
の
道
德
思
想
そ
の
も
の
に
變
化
が
生
じ
て
い

る
と
捉
え
て
い
く
。「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
理
解
し
た
本
體
と
は
、
存
在
論
的
、
超
越
的
、
形
而
上
的
な
實
體
、
す
な
わ
ち
「
理
」
で
あ

（
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り
な
が
ら
、
上
述
し
た
よ
う
に
創
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
内
包
し
た
實
體
（「
即
活
動
即
存
有
」）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
心
」
と
同
定
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
に
と
っ
て
の
道
德
實
踐
の
あ
り
方
と
は
、
自
ら
の
心
が
道
德
主
體
と
し
て
自
發
的
、
自
律

的
に
道
德
を
實
現
（
創
出
）
し
て
い
く
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
牟
氏
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
自
律
道
徳
」
に
分
類
で
き
る
思
想

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
伊
川
・
朱
子
に
お
い
て
は
、「
本
體
」
義
か
ら
、
創
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
失
わ
れ
、
單
な
る
存
在
論
的
、
形
而
上
的
次
元
の

實
體
と
し
て
の
「
理
」（「
只
存
有
而
不
活
動
」
の
「
存
在
之
理
」）
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
理
・
氣
二
元
的
立
場
か
ら
、
心
を
氣
、

性
を
理
と
し
て
、
心
と
理
と
を
分
け
て
捉
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
心
は
氣
と
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
し
て
は
い
て
も
、
自
律

的
な
道
德
主
體
た
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
心
に
内
在
す
る
性
も
、
そ
れ
自
體
に
は
道
德
創
出
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
な
く
、
單
な
る
存

在
論
的
根
據
と
し
て
し
か
機
能
で
き
な
い
た
め
、
道
德
實
踐
の
構
造
は
、
氣
の
次
元
に
あ
る
心
が
、
理
を
對
象
と
し
て
認
知
し
、
心
の

動
き
を
理
に
從
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
實
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
伊
川
・
朱
子
に
お
い
て
は
、
そ
の
道
德

思
想
が
「
自
律
道
德
」
で
は
な
く
、「
他
律
道
德
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
わ
け
で
あ
る 　

。
牟
氏
の
説
明
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

朱
子
の
言
う
性
も
先
天
的
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
が
、〔
そ
れ
は
〕
觀
察
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
、
存
在
論
的
次
元
の
も
の
で
あ

り
、
道
德
實
踐
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
心
氣
〔
氣
に
属
す
る
心
〕
の
陰
陽
動
靜
と
い
う
は
た
ら
き
の
次
元
で
の
涵
養
と
察
識
の
方
に
存

在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
實
踐
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
心
が
轉
移
し
た
、
つ
ま
り
〔
實
踐
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
〕
性
體
か
ら

心
氣
に
對
す
る
涵
養
及
び
心
氣
が
發
し
た
次
元
で
の
察
識
（
格
物
窮
理
に
よ
っ
て
知
を
致
す
こ
と
）
に
轉
移
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
性
理
そ
の
も
の
は
、
は
た
ら
き
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
無
く
な
り
、
た
だ
あ
ち
ら
に
据
え
置
か
れ
、
心
氣
が
基
準
と
し
て
依
據
す

る
對
象
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
つ
ま
り
性
體
そ
の
も
の
の
道
德
性
〔
と
い
う
次
元
で
〕
の
道
德
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
弱
體
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
〔
朱
子
の
道
德
論
が
〕
他
律
道
德
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

（
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こ
れ
は
『
孟
子
』、『
中
庸
』、『
易
傳
』
で
説
か
れ
て
い
る
意
味
で
の
性
體
で
は
な
い 　

。

か
く
し
て
程
伊
川
・
朱
子
の
思
想
は
、「
他
律
道
德
」
の
立
場
と
し
て
、
周
濂
溪
、
張
橫
渠
、
程
明
道
、
胡
五
峰
、
劉
蕺
山
、
陸
象

山
、
王
陽
明
と
い
っ
た
「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
「
自
律
道
德
」
の
立
場
と
は
異
な
る
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
牟
氏
は
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

〔
朱
子
の
思
想
お
い
て
〕
物
に
あ
る
理
を
窮
め
る
と
言
っ
て
も
、〔
こ
こ
に
は
〕
積
極
的
に
知
識
を
追
求
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味

合
い
は
無
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
〔
理
に
對
す
る
〕
認
知
方
式
は
、
そ
の
性
體
・
太
極
の
形
而
上
學
的
次
元
に
お
け
る
形
態

〔
内
容
・
性
質
〕
を
規
定
す
る
の
に
影
響
を
與
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、〔
朱
子
に
お
け
る
本
體
論
は
〕
知
的
に
理
解
さ
れ

る
、
外
在
的
な
形
而
上
學
と
な
り
、
先
秦
儒
家
が
切
り
開
い
た
も
の
と
は
合
致
し
な
く
な
っ
た
。〔
私
が
〕
そ
の
系
統
は
、
主
觀
的

に
言
え
ば
「
靜
涵
靜
攝
」
の
系
統
で
あ
り
、
客
觀
的
に
言
え
ば
「
本
體
論
的
存
在
」
の
系
統
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
は
、
つ
ま
り
、

こ
の
客
觀
的
な
視
點
か
ら
は
、
そ
の
形
而
上
學
が
一
種
の
知
的
理
解
の
外
在
的
な
形
而
上
學
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
が
示
す
道
德
は
、

他
律
道
德
（
所
謂
「
本
質
倫
理
」）
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
廣
い
意
味
で
の
プ
ラ

ト
ン
の
系
統
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
近
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
先
秦
儒
家
、『
論
語
』・

『
孟
子
』・『
中
庸
』・『
易
傳
』
の
思
想
形
態
と
は
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
視
點
か
ら
見
た
時
に
は
、
そ
れ
を
〔
儒

教
系
統
か
ら
〕
枝
分
か
れ
し
た
も
の
だ
と
言
っ
て
も
、
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 　

。

宋
明
思
想
は
「
新
儒
學
」
と
も
稱
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
秦
儒
學
と
は
異
な
る
思
想
的
な
「
新
し
さ
」
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

牟
氏
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
「
新
し
さ
」
と
い
う
も
の
が
、
先
秦
儒
家
（『
論
語
』、『
孟
子
』、『
中
庸
』、『
易
傳
』）
の

思
想
形
態
を
そ
の
ま
ま
受
け
繼
ぎ
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
せ
た
（「
調
適
上
遂
」）
と
い
う
意
味
で
の
「
新
し
さ
」
で
あ
っ
た
の
に
對

し
、
伊
川
・
朱
子
の
「
新
し
さ
」
と
は
、
儒
家
思
想
を
先
秦
儒
家
と
は
異
な
る
方
向
へ
と
展
開
さ
せ
た
、
つ
ま
り
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
し

た
（「
歧
出
轉
向
」）
と
い
う
意
味
で
の
「
新
し
さ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
同
じ
く
宋
明
新
儒
學
と
し
て
く
く
ら
れ
な
が
ら
、
兩
者
の
間

（
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に
は
思
想
的
に
無
視
で
き
な
い
相
違
が
見
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る 　

。
牟
氏
が
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
思
想
を
、
先
秦
儒
家
の

流
れ
を
受
け
繼
ぐ
本
家
、
主
流
で
あ
り
、
伊
川
・
朱
子
の
思
想
は
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
傍
系
・
支
流
と
位
置
づ
け
た
の
は
、
以
上
の
よ

う
な
脈
絡
、
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

四
、
結
び
に
代
え
て
―
牟
宗
三
の
宋
明
思
想
理
解
の
妥
當
性
と
疑
問
点

以
上
、
牟
宗
三
が
、
宋
明
思
想
を
「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
系
統
と
伊
川
・
朱
子
の
系
統
の
二
つ
に
分
け
た
原
因
が
、
兩
者
の
理
解
し

た
本
體
概
念
と
し
て
の
「
理
」
の
性
格
の
違
い
に
よ
る
も
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
牟
氏
が
展
開
し
た
こ
の
よ
う
な
宋
明

思
想
の
系
統
區
分
や
本
體
（
理
）
理
解
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
評
價
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
管
見
に
よ
る
限
り
、
朱
子
學
の
「
理
」
を
は
じ
め
と
す
る
宋
明
思
想
に
お
け
る
本
體
概
念
に
つ
い
て
、
古
今
東
西
、
こ
こ
ま

で
深
く
掘
り
下
げ
て
分
析
を
加
え
た
も
の
は
な
く
、「
哲
學
的
」
な
分
析
と
い
う
點
で
は
傑
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

牟
氏
は
、
宋
明
思
想
の
本
體
概
念
を
、
西
洋
哲
學
の
脈
絡
に
お
け
る
各
種
本
體
概
念
と
も
比
較
し
、
そ
の
異
同
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、

非
常
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
分
析
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宋
明
思
想
に
お
け
る
本
體
概
念
を
、
單
に
中
國
の
み
な
ら
ず
世
界

的
な
視
座
か
ら
そ
の
特
質
を
解
明
す
る
と
い
う
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
價
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

朱
子
學
に
お
け
る
理
を
、
こ
の
宇
宙
・
萬
物
の
「
本
體
」
或
い
は
「
原
理
」
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
に
つ
い
て
は
恐
ら
く
異
論
は
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
で
は
そ
れ
が
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
属
性
を
持
っ
た
存
在
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
研
究
者
の
間
で
、
必
ず

し
も
共
通
理
解
が
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
全
般
的
に
は
、
理
を
事
物
の
説
明
原
理
、
分
類
根
據
と
し
て
の
「
本
質
」、
牟

氏
の
所
謂
「
類
概
念
」
に
近
い
意
味
合
い
で
捉
え
て
い
こ
う
す
る
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
朱
子
學
的
な
理
と
科

（
31
）
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學
的
な
知
と
の
親
近
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
も
事
實
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
、
牟
氏
は
、
朱
子
の
理
は
、
本
質
、
類
概
念
（「
形
構
之

理
」）
と
は
異
質
の
、
超
越
的
な
次
元
の
理
（「
存
在
之
理
」）
で
あ
り
、
兩
者
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、
朱
子

の
理
を
本
質
、
類
概
念
と
捉
え
る
と
、「
理
一
分
殊
」、「
萬
物
一
太
極
」
と
い
っ
た
理
の
性
格
、
及
び
窮
理
の
結
果
と
し
て
の
「
豁
然
貫

通
」
と
い
っ
た
現
象
を
整
合
的
に
説
明
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
單
な
る
本
質
、
類
概
念
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
存
在
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
牟
氏
の
用
い
て
い
る
「
存
在
（
實
現
）
之
理
」
と
い
う
表
現
が
適
切
か
否
か
は
別
と
し
て
、
牟
氏
の
主
張
に
は

そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
り
、
彼
が
理
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
議
論
は
、
十
分
參
考
に
値
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
牟
氏
の

議
論
を
土
台
と
し
て
、
改
め
て
朱
子
の
理
の
性
格
を
檢
證
し
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
體
が
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
「
動
理
」
か
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
た
な
い
「
靜
理
」
か
と
い
う
觀
點
か
ら
、
宋
明
思
想
を
「
宋

明
儒
の
大
宗
」
の
系
統
と
伊
川
・
朱
子
の
系
統
と
に
二
分
し
、
前
者
を
先
秦
儒
家
の
思
想
を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
せ
た
儒
家
思
想
の

本
流
、
後
者
を
先
秦
儒
家
の
思
想
を
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
さ
せ
た
儒
家
思
想
の
支
流
だ
と
捉
え
る
見
方
は
、
非
常
に
大
胆
で
ユ
ニ
ー
ク
な

も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
こ
う
し
た
見
方
に
も
一
理
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
牟
氏
自
身
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
牟
氏
の
主
張
を
、
理
と
氣
の
關
係
と
い
う
視
點
か
ら
整
理
し
直
し

て
み
る
と
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
は
、
存
在
を
理
と
氣
に
分
け
な
い
「
理
氣
一
體
」
或
い
は
「
理
氣
不
分
」
の
立
場
、
伊
川
・
朱
子
は
、

存
在
を
理
と
氣
に
分
け
る
「
理
氣
二
分
」
の
立
場
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
理
氣
一
體
（
不
分
）
の
立
場
で
あ
れ

ば
、
当
然
「
本
體
」
に
は
氣
の
活
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
理
氣
二
分
の
立
場
で
は
、「
本
體
」（
理
）
か
ら
活
動
エ

ネ
ル
ギ
ー
（
氣
）
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
先
秦
儒
學
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
界
（
存
在
）
を
形
而
上
の
理
と
形
而

下
の
氣
に
分
け
て
捉
え
て
は
お
ら
ず
、
儒
家
的
な
存
在
論
は
、
そ
も
そ
も
理
氣
一
體
（
不
分
）
的
世
界
觀
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
宋
代
に
な
り
、
伊
川
と
朱
子
が
出
て
、
こ
の
世
界
を
理
と
氣
と
い
う
異
な
る
次
元
の
要
素
に
二
分
し
て
捉
え
る
斬
新
な
世

界
觀
を
提
起
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
世
界
觀
は
、
そ
の
後
、「
思
想
的
」
な
次
元
で
は
、
全
面
的
に
繼
承
さ
れ
、
さ
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一
二
一

ら
な
る
發
展
を
遂
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
朱
子
學
は
元
代
以
降
、
體
制
教
學
と
し
て
權
威
化
さ
れ
、

中
國
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
世
界
全
體
に
傳
播
し
、
大
き
な
影
響
を
與
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
思
想
界
内
部
の
動
向
と

い
う
と
、
陽
明
學
が
出
現
し
、
理
氣
を
分
け
な
い
一
元
的
思
考
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
川
と
朱
子
の
理
氣
二
元
論
的
世
界
觀
は
、

實
は
中
國
思
想
の
中
で
は
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
朱
子
學
か
ら
陽
明
學
へ

の
思
想
的
展
開
を
、
内
面
主
義
の
徹
底
化
と
捉
え
、
兩
者
の
間
に
連
續
性
を
見
出
す
立
場
も
存
在
す
る
が
、
存
在
論
、
本
體
論
の
次
元

か
ら
見
る
と
、
理
氣
一
體
（
不
分
）
と
理
氣
二
元
と
で
、
兩
者
の
間
に
は
大
き
な
渠
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
い
く
と
、
牟
氏
が
提
起
し
た
宋
明
思
想
を
「
宋
明
儒
の
大
宗
」
の
系
統
と
伊
川
・
朱
子
の
系
統
と
に
二
分
す
る
と
い
う
系

統
區
分
は
、
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
か
ら
牟
氏
は
、
道
德
論
の
次
元
に
お
い
て
も
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
は
自
律
道
德
、
伊
川
・
朱
子
は
他
律
道
德
と
い
う
よ

う
に
、
兩
者
を
完
全
に
系
統
の
異
な
る
道
德
思
想
だ
と
捉
え
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
に
單
純
に
區
分
で
き
る
か

ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
朱
子
に
理
氣
二
元
的
思
考
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
朱
子
の
思
想
、
特
に
心
性
論
や
道
德
論
を
理

解
す
る
上
で
、
も
う
一
つ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
體
用
の
論
理
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
無
く
、
理
氣
論
と
體
用
論
と
は
異
な
る

理
論
で
あ
り
、
體
用
論
の
場
合
、「
體
用
一
源
、
顯
微
無
間
」
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
體
と
用
と
は
二
元
的
に
で
は
な
く
、
一
元
的
に

把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
朱
子
は
心
性
論
、
道
德
論
の
次
元
で
は
、
理
氣
論
よ
り
も
體
用
論
に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、

そ
う
な
る
と
牟
氏
の
言
う
よ
う
に
、
朱
子
の
思
想
を
果
た
し
て
「
宋
明
儒
の
大
宗
」
と
は
異
質
の
他
律
道
德
と
規
定
し
て
し
ま
っ
て
よ

い
の
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
稿
を
改
め
て
踏
み
込
ん
だ
檢
證
を
試
み
て
み
た
い
。

〔
注
〕

（
1
） 　

新
儒
家
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
先
行
研
究
を
參
照
。
吾
妻
重
二
「
中
國
に
お
け
る
非
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
學

―
〈
新
儒
家
を
め
ぐ
っ
て
〉

―
」（『
思
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想
』
七
八
九
、
一
九
八
九
年
）、
中
島
隆
博
「
新
儒
家
と
佛
教

―
梁
漱
溟
、
熊
十
力
、
牟
宗
三
」（『
思
想
』
一
〇
〇
一
、
二
〇
〇
七
年
）、
朝
倉
友
海
『「
東
ア

ジ
ア
に
哲
學
は
な
い
」
の
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。
こ
れ
ら
の
研
究
を
も
と
に
新
儒
家
の
學
術
的
立
場
、
思
想
的
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
新
儒
家

と
は
、「
中
國
現
代
に
お
い
て
、
儒
教
思
想
（
特
に
宋
明
思
想
）
を
ベ
ー
ス
に
、
よ
り
普
遍
的
な
思
想
・
哲
學
を
構
築
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
産
主
義
、
自
由

主
義
と
對
抗
し
つ
つ
、
中
國
獨
自
の
現
代
化
を
模
索
し
た
思
想
家
群
の
こ
と
」
と
規
定
で
き
よ
う
。

（
2
） 　

日
本
に
お
い
て
牟
宗
三
の
思
想
そ
の
も
の
を
對
象
と
し
た
研
究
に
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
戸
田
哲
也
「
牟
宗
三

―
宋
明
理
學
の
三
系
統
説
に
つ
い
て

―
」

（『
ア
ジ
ア
文
化
學
科
年
報
』
第
四
號
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
）、
朝
倉
友
海
『「
東
ア
ジ
ア
に
哲
學
は
な
い
」
の
か
』
第
三
章
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）、
小
島

毅
「
現
代
新
儒
家
牟
宗
三
の
カ
ン
ト
理
解
」（『
東
ア
ジ
ア
の
尊
嚴
概
念
』、
法
政
大
學
出
版
局
、
二
〇
二
一
年
、
所
収
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
朝
倉
氏
の
研
究
は
、

牟
氏
の
思
想
に
対
し
て
非
常
に
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
牟
氏
の
佛
教
思
想
研
究
及
び
京
都
學
派
の
思
想
的
立
場
と
の
比
較
が
議
論
の
中

心
と
な
っ
て
お
り
、
牟
氏
の
宋
明
思
想
研
究
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
戸
田
氏
の
論
稿
は
、
牟
氏
の
宋
明
理
學
三
系
統
説
を
取
り
上
げ
て

い
る
が
、
學
説
の
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
牟
氏
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
見
解
を
提
起
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
小
島
氏

の
論
稿
に
お
い
て
も
、
牟
氏
の
宋
明
思
想
研
究
及
び
三
系
統
説
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
牟
氏
が
な
ぜ
胡
五
峰
・
劉
蕺
山
を
重
視
し
た
の
か
と
い
う
視

点
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
宋
明
儒
の
大
宗
」
と
伊
川
・
朱
子
の
系
統
と
の
間
に
見
ら
れ
る
「
理
」（
本
體
概
念
）
理
解
の
差
異
の
問
題
つ
い
て
は
考

察
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
） 　

牟
宗
三
は
、
宋
明
儒
学
思
想
の
系
統
を
次
の
よ
う
に
整
理
・
分
類
し
て
い
る
。（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
正
中
書
局
、
一
九
六
九
年
、
四
九
頁
）

　
　
　

①　

 

五
峰
・
蕺
山
の
系
統
：
濂
溪
、
橫
渠
を
經
て
明
道
の
圓
教
モ
デ
ル
（
一
本
義
）
に
至
っ
て
創
出
さ
れ
た
系
統
。
客
觀
的
な
次
元
で
は
『
中
庸
』『
易

傳
』
に
基
づ
い
て
性
體
を
説
き
、
主
觀
的
次
元
で
は
『
論
語
』『
孟
子
』
に
基
づ
い
て
心
體
を
説
く
。
特
に
「
心
に
よ
っ
て
性
を
著
す
」
と
い
う
立

場
を
打
ち
出
し
、
工
夫
に
お
い
て
は
「
逆
覺
體
證
」
を
重
ん
じ
た
。

　
　
　

②　

 

象
山
・
陽
明
の
系
統
：「『
中
庸
』『
易
傳
』
か
ら
『
論
語
』『
孟
子
』
に
立
ち
戻
る
」
と
い
う
路
線
で
は
な
く
、『
論
語
』『
孟
子
』
に
よ
っ
て
『
易

傳
』『
中
庸
』
を
包
攝
し
、『
論
語
』『
孟
子
』
を
ベ
ー
ス
に
展
開
し
た
系
統
。
た
だ
一
心
の
輝
か
し
い
發
現
、
一
心
の
伸
び
や
か
な
展
開
、
一
心
の

普
き
浸
潤
の
み
を
求
め
る
立
場
で
あ
り
、
工
夫
に
お
い
て
は
「
逆
覺
體
證
」
を
主
と
す
る
。

　
　
　

③　

 

伊
川
・
朱
子
の
系
統
：『
中
庸
』『
易
傳
』
と
『
大
學
』
を
融
合
さ
せ
、『
大
學
』
を
主
軸
と
す
る
系
統
。『
中
庸
』『
易
傳
』
に
お
い
て
説
か
れ
て
い

る
道
體
・
性
體
は
、
縮
小
精
錬
さ
れ
て
本
體
論
上
の
一
〔
形
而
上
的
〕
存
在
、
つ
ま
り
「
た
だ
存
在
す
る
の
み
で
活
動
し
な
い
」
理
と
な
る
。
孔
子

の
仁
は
単
な
る
理
と
見
な
さ
れ
、
孟
子
の
本
心
は
實
存
的
次
元
の
氣
と
し
て
の
心
に
變
貌
す
る
。
工
夫
に
お
い
て
は
特
に
後
天
的
な
涵
養
、
及
び
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一
二
三

格
物
致
知
と
い
う
認
知
上
の
外
向
的
究
明
を
重
視
し
、「
心
が
安
定
す
れ
ば
理
が
明
ら
か
に
な
る
」
と
捉
え
ら
れ
、
工
夫
の
手
が
か
り
は
全
面
的
に

「
格
物
窮
理
」
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
概
ね
「
順
取
の
路
線
」
で
あ
る
。

（
4
） 　

牟
宗
三
の
所
謂
「
縱
貫
系
統
」
と
は
、
心
の
表
層
か
ら
深
層
へ
と
縱
向
き
に
掘
り
下
げ
て
い
く
よ
う
な
や
り
方
で
、
内
な
る
本
體
（
理
）
を
體
認
・
自
得

し
て
い
く
立
場
の
こ
と
を
言
う
。
牟
氏
は
こ
う
し
た
工
夫
の
あ
り
方
を
「
逆
覺
體
證
」
の
方
法
と
稱
し
て
い
る
。「
直
貫
系
統
」
と
も
言
う
。

（
5
） 　

牟
宗
三
の
所
謂
「
橫
攝
系
統
」
と
は
、
外
界
に
展
開
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
理
を
、
橫
向
き
（
外
向
的
）
に
廣
く
究
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
理
を
統
攝
し
て
い
る
唯
一
の
理
（
本
體
、
太
極
）
を
識
得
し
て
い
く
立
場
の
こ
と
を
言
う
。
牟
氏
は
こ
う
し
た
工
夫
の
あ
り
方
を
「
順
取
」

（
外
へ
外
へ
と
認
識
を
広
げ
て
い
く
形
で
本
體
を
識
得
す
る
）
の
方
法
と
称
し
て
い
る
。

（
6
） 　

こ
う
し
た
系
統
區
分
に
つ
い
て
、
牟
氏
は
次
の
よ
う
に
具
體
的
に
説
明
し
て
い
る
。「
以
上
（
一
）、（
二
）
兩
系
以
『
論
』・『
孟
』・『
易
』・『
庸
』
為
標

準
、
可
會
通
而
為
一
大
系
、
當
視
為
一
圓
圈
之
兩
往
來
。
自
『
論
』・『
孟
』
滲
透
至
『
易
』・『
庸
』
圓
滿
起
來
、
是
一
圓
圈
、
自
『
易
』・『
庸
』
回
歸
于

『
論
』・『
孟
』
圓
滿
起
來
、
仍
是
此
同
一
圓
圈
。
故
可
會
通
為
一
大
系
。
此
一
大
系
、
吾
名
曰
縱
貫
系
統
。
伊
川
・
朱
子
所
成
者
、
吾
名
曰
橫
攝
系
統
。
故

終
于
是
兩
系
。
前
者
是
宋
明
儒
之
大
宗
、
亦
合
先
秦
儒
家
之
古
義
。
後
者
是
旁
枝
、
乃
另
開
一
傳
統
者
。」（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
四
九
頁
）、「
伊
川
是

『
禮
記
』
所
謂
「
別
子
」、
朱
子
是
繼
別
子
為
宗
者
。
五
峰
・
蕺
山
是
明
道
之
嫡
系
。
濂
溪
・
橫
渠
・
明
道
為
一
組
、
是
直
就
『
論
』・『
孟
』・『
中
庸
』・『
易

傳
』
通
而
一
之
、
從
客
觀
面
入
手
以
成
其
為
調
適
上
遂
之
「
新
」
者
、
象
山
・
陽
明
是
直
以
『
論
』・『
孟
』
攝
『
易
』・『
庸
』、
而
從
主
觀
面
入
手
以
成
其

為
調
適
上
遂
之
「
新
」
者
。
此
是
宋
明
儒
之
大
宗
、
亦
是
先
秦
儒
家
之
正
宗
也
。
蓋
皆
以
『
論
』・『
孟
』・『
中
庸
』・『
易
傳
』
為
主
導
者
也
。」（『
心
體
與

性
體
』
第
一
冊
、
五
四
頁
）

（
7
） 　
「
對
科
學
上
定
義
所
表
示
的
理
、
我
們
可
給
它
一
個
名
字
、
叫
它
是
『
形
成
之
理
』（principle of form

ation

）。」（『
宋
明
儒
學
之
問
題
與
發
展
』、
聯
經
出
版
、

二
〇
〇
三
年
、
一
〇
九
頁
）
英
語
の
表
記
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
う
「
形
成
之
理
」
は
、「
形
構
之
理
」
と
同
義
で
あ
る
。

（
8
） 　

牟
氏
は
こ
の
「
形
構
之
理
」
を
「
内
在
的
な
然
る
所
以
」、「
現
象
學
的
な
然
る
所
以
」、「
叙
述
的
次
元
で
の
然
る
所
以
」
な
ど
と
も
表
現
し
、
そ
れ
が

超
越
的
な
實
在
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（
9
） 　
「
這
是
邏
輯
學
上
形
式
的
、
靜
態
的
意
義
、
不
牽
涉
宇
宙
論
上
之
實
現
或
動
態
的
意
義
。
例
如
以
化
學
上
的
分
子
式
規
定
某
物
的
特
性
、
這
只
是
死
靜
地
、

抽
象
地
說
明
了
該
物
所
含
的
元
素
（elem

ent

）
之
結
構
。
這
個
結
構
本
身
、
嚴
格
說
是
「
非
存
在
的
」、
所
以
它
是
抽
象
的
。
定
義
所
表
示
的
一
物
之
理
就

是
這
種
理
。
在
傳
統
哲
學
裡
、
就
叫
它
是
「
本
質
」、
代
表
一
物
之
「
所
以
然
」。
人
們
由
本
質
與
所
以
然
、
很
容
易
用
上
中
國
的
「
理
」
字
。
但
這
「
理
」

決
不
是
宋
儒
所
講
的
生
化
之
理
、
而
此
處
的
「
所
以
然
」
也
不
是
實
現
之
理
所
表
示
的
那
「
超
越
而
動
態
的
所
以
然
」。
因
此
、
我
們
別
立
一
名
、
名
之
曰



一
二
四

「
構
成
之
理
」。」（『
宋
明
儒
學
的
問
題
與
發
展
』、
一
一
〇
頁
）

（
10
） 　

牟
氏
は
「
觀
念
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
牟
氏
の
本
體
理
解
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
頭
の
中
で
思
い
描
か
れ
た
抽
象
的
一
般
者
で
は
な

く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
實
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、「
實
體
」
と
表
現
し
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
11
） 　

以
下
の
説
明
は
『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
の
九
二
頁
、
及
び
『
宋
明
儒
學
之
問
題
與
發
展
』
一
一
〇
頁
、
一
一
五
頁
を
参
照
。

（
12
） 　

牟
氏
自
身
、
次
の
よ
う
に
「
形
構
之
理
」
を
「
本
質
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
兩
者
が
同
じ
も
の
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。「
定

義
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
『
形
構
之
理
』（
本
質
）
と
、
本
質
と
存
在
を
結
合
し
て
一
つ
と
す
る
『
實
現
之
理
』
は
、
實
は
（
異
な
る
）
二
つ
の
層
に
属
し
て

い
る
。
形
構
之
理
は
、
單
に
叙
述
と
説
明
の
役
割
を
負
う
の
み
で
あ
り
、
創
造
と
實
現
の
役
割
は
果
た
し
て
い
な
い
。（
定
義
所
表
示
的
「
形
構
之
理
」（
本
質
）

與
使
本
質
與
存
在
結
合
為
一
的
「
實
現
之
理
」
實
屬
兩
層
。
形
構
之
理
只
負
責
描
述
與
說
明
、
不
負
責
創
造
與
實
現
。）」（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
九
二
～
九
三
頁
）

（
13
） 　

牟
氏
が
こ
こ
で
指
摘
し
て
い
る
「
本
質
」
と
「
存
在
」
は
、
プ
ラ
ト
ン

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
學
に
お
け
る
「
形
相
」（
エ
イ
ド
ス
：
そ
れ
は
何
で
あ
る

か
を
示
す
原
理
）
と
「
質
料
」（
ヒ
ュ
レ
ー
：
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
原
理
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
ス
コ
ラ
哲
學
の
脈
絡
で
言
え
ば
、「
本
質
存
在
」
と

「
事
實
存
在
」
に
相
當
す
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
存
在
を
「
本
質
存
在
」
と
「
事
實
存
在
」

と
に
分
け
て
認
識
し
た
こ
と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
形
而
上
學
」（
哲
學
）
の
歷
史
が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。（
木
田
元
『
わ
た
し
の
哲
學
入
門
』、
講

談
社
學
術
文
庫
、
二
〇
一
四
年
を
参
照
）
な
お
、
イ
ス
ラ
ム
哲
學
の
脈
絡
で
も
、
存
在
が
、
普
遍
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
「
マ
ー
ヒ
ー
ヤ
」（
普
遍
的
「
本

質
」、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
）
と
個
體
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
「
フ
ウ
ィ
ー
ヤ
」（
個
體
的
「
本
質
」、
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）
と
し
て
區
別

さ
れ
、
そ
の
結
び
つ
き
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
井
筒
俊
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。（『
意
識
と
本
質
』、
岩
波
文
庫
一
九
九
一
年
、
四
〇
～

四
二
頁
を
参
照
）

（
14
） 　
「『
實
現
之
理
』
是
一
個
超
越
的
觀
念
。
…
…
它
代
表
一
個
超
越
而
絕
對
的
真
實
體
，
它
使
一
物
如
是
存
在
」。（『
宋
明
儒
學
之
問
題
與
發
展
』、
一
一
六
頁
）

（
15
） 　
「
能
起
道
德
創
造
、
宇
宙
生
化
之
創
造
真
幾
。」「
真
幾
」
に
つ
い
て
、
牟
氏
は
中
國
特
有
の
概
念
で
あ
り
、
的
確
に
英
語
に
翻
譯
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

が
、
敢
え
て
譯
す
と
す
る
と
「
真
實
」（reality

）
と
な
る
と
説
明
し
て
い
る
。『
宋
明
儒
學
的
問
題
與
發
展
』、
一
〇
六
頁
を
参
照
。

（
16
） 　
「
貞
定
萬
事
萬
物
使
萬
事
萬
物
有
真
實
存
在
之
自
性
原
則
」（『
宋
明
儒
學
的
問
題
與
發
展
』、
七
六
頁
）

（
17
） 　
「
形
構
之
理
是
類
概
念
、
是
氣
之
凝
聚
結
構
之
性
、
是
多
。
而
存
在
之
理
則
不
是
類
概
念
、
是
純
一
而
非
多
、
此
即
所
謂
超
越
的
義
理
之
性
或
本
然
之
性
。」

（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
九
〇
～
九
一
頁
）

（
18
） 　
「
伊
川
・
朱
子
固
重
視
見
聞
之
知
、
但
其
「
進
學
」
之
目
的
固
在
把
握
此
太
極
・
性
理
之
為
存
在
之
理
、
而
其
所
致
之
知
亦
是
知
此
存
在
之
理
之
德
性
之
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一
二
五

知
。」（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
九
三
～
九
四
頁
）

（
19
） 　
「
格
物
、
即
就
朱
子
之
「
即
物
而
窮
其
理
」
之
定
義
說
、
也
只
是
就
實
然
之
物
而
窮
（
理
會
）
那
「
超
越
的
所
以
然
」
之
天
理
・
實
理
、
並
不
是
窮
（
研

究
）
那
實
然
之
物
本
身
所
自
具
的
種
種
特
殊
內
容
因
而
成
特
殊
的
科
學
知
識
或
經
驗
知
識
。
朱
子
固
是
重
視
見
聞
、
但
其
重
視
見
聞
、
按
照
其
講
學
的
本
質

說
、
是
只
在
藉
見
聞
以
多
方
啟
發
那
超
越
的
所
以
然
、
多
開
理
會
天
理
・
實
理
之
門
徑
、
並
不
在
研
究
見
聞
所
接
觸
之
外
物
之
本
身
。」（『
宋
明
儒
學
的
問
題

與
發
展
』、
一
二
〇
頁
）

（
20
） 　
「
動
態
的
、
對
萬
物
而
言
、
是
創
生
而
妙
運
之
、
依
此
而
言
存
在
之
即
實
現
之
。
靜
態
的
、
則
只
是
定
然
而
規
律
之
、
依
此
而
言
存
在
之
即
實
現
之
、
此

是
「
存
有
論
的
解
析
」
中
之
理
之
存
在
之
、
實
現
之
。
此
種
實
現
之
、
存
在
之
、
實
是
虛
籠
地
說
。
因
實
際
地
存
在
之
者
實
只
是
氣
、
心
・
神
亦
屬
于
氣
。

故
理
之
為
存
在
之
理
或
實
現
之
理
只
是
虛
籠
地
定
然
而
規
律
之
、
不
能
實
際
地
妙
運
之
而
創
生
之
也
。」（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
八
四
頁
）

（
21
） 　
「
宋
明
儒
對
道
體
的
體
會
有
兩
種
形
態
、
一
種
是
「
即
活
動
即
存
有
」、
另
一
種
是
「
只
存
有
而
不
活
動
」。
周
濂
溪
・
張
橫
渠
・
程
明
道
・
胡
五
峰
・
劉

蕺
山
・
陸
象
山
・
王
陽
明
所
了
解
的
道
體
、
都
是
「
即
活
動
即
存
有
」、
因
為
他
們
都
講
「
心
理
為
一
」、
活
動
性
沒
有
脫
落
。
朱
夫
子
講
性
・
理
・
太
極
、

只
成
一
個
泛
存
有
論
的
概
念
。
先
秦
儒
家
講
心
性
、
道
德
意
味
很
強
。
朱
夫
子
說
一
切
東
西
都
有
一
個
理
、
這
不
是
成
了
一
個
泛
存
有
論
的
概
念
了
嗎
？

如
此
一
來
道
德
意
義
就
減
殺
了
、
形
而
上
學
的
意
味
很
重
。」（『
宋
明
儒
學
的
問
題
與
發
展
』、
一
六
四
～
一
六
五
頁
）

（
22
） 　
「
逆
覺
的
意
思
就
是
不
順
感
性
的
現
實
滾
下
去
而
遂
回
來
以
體
證
本
心
。
我
們
的
良
心
隨
時
呈
現
、
即
使
在
夾
雜
中
也
呈
現
、
良
心
一
呈
現
、
我
們
就
馬

上
把
它
捉
住
、
不
要
蒙
混
地
隨
感
性
滾
下
去
、
這
就
是
感
性
的
現
實
夾
雜
中
返
回
來
、
返
回
來
逆
覺
自
己
生
命
中
的
本
體
、
這
個
本
體
就
是
本
心
・
仁
體
。」

（『
宋
明
儒
學
的
問
題
與
發
展
』、
二
〇
二
頁
）

（
23
） 　
「
形
構
之
理
是
類
概
念
、
因
而
亦
是
個
知
識
概
念
（
即
知
識
問
題
上
的
概
念
）。
伊
川
朱
子
所
說
之
「
所
以
然
」
雖
不
表
示
此
概
念
、
然
其
格
物
窮
理
之
認

知
方
式
可
以
帶
出
此
概
念
、
吾
人
今
日
亦
可
以
自
覺
地
建
立
此
概
念
、
以
與
「
存
在
之
理
」（
靜
態
的
實
現
之
理
）
相
區
別
。
存
在
之
理
是
形
而
上
的
概
念
、

亦
是
存
有
論
的
概
念
、
此
與
知
識
概
念
有
別
。
伊
川
朱
子
俱
以
格
物
窮
理
之
認
知
方
式
去
說
、
此
為
知
識
問
題
與
道
德
問
題
之
混
雜
。
在
此
混
在
中
、
一

方
使
作
為
道
德
實
踐
的
標
準
之
太
極
性
理
之
道
德
意
義
與
道
德
力
量
減
殺
、
只
成
為
一
個
認
知
所
對
的
存
有
概
念
（
存
在
之
理
）、
一
方
亦
使
積
極
的
知
識

（
見
聞
之
知
、
形
構
之
理
所
代
表
之
知
）
不
能
有
真
正
的
建
立
。」（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
九
三
頁
）

（
24
） 　
「
道
體
」
義
の
弱
體
化
と
い
う
の
は
、
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、「
道
體
」（
宇
宙
の
本
體
）
が
本
來
具
有
し
て
い
る
、
萬
物
を
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
生
成
し
て

い
く
機
能
・
は
た
ら
き
の
弱
體
化
（
無
化
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
25
） 　
「
性
體
」
義
の
弱
體
化
と
は
、
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、「
性
體
」（
個
體
の
本
體
）
が
本
來
具
有
し
て
い
る
道
德
を
自
發
的
に
創
造
・
實
踐
し
て
い
く
機
能
・
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は
た
ら
き
の
弱
體
化
（
無
化
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
26
） 　
「
道
體
（
實
體
）
原
本
是
「
於
穆
不
已
」
之
天
命
實
體
、「
為
物
不
貳
，
生
物
不
測
」
之
創
生
之
道
、
而
今
則
只
成
靜
態
的
存
有
、
至
多
是
本
體
論
的
存
有
、

而
不
能
起
妙
運
萬
物
之
創
生
之
用
者
。
此
是
「
道
體
」
義
之
減
殺
。
道
體
具
于
個
體
而
為
個
體
之
「
性
」、
性
原
本
是
一
個
個
體
之
道
德
的
才
能
・
道
德
的

自
發
自
律
之
性
能
、
而
能
起
道
德
創
造
（
道
德
行
為
之
純
亦
不
已
）
之
用
者
、
而
今
則
只
成
一
些
靜
態
的
存
有
之
理
、
平
置
在
那
裡
、
而
不
能
起
道
德
創
造

之
用
者
。
此
是
「
性
體
」
義
之
減
殺
。」（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊
、
八
一
頁
）

（
27
） 　

井
筒
俊
彦
氏
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
學
に
お
け
る
「
本
質
」
理
解
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
、
も
し
「
事
象
の
『
本
質
』
を
求
め
て
、
そ
れ
に
『
類
化
』
と

『
形
式
化
』
を
ほ
ど
こ
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
そ
の
操
作
の
結
果
と
し
て
純
粋
意
識
に
現
れ
て
く
る
『
本
質
』
は
、
具
體
的
生
の
現
實
か
ら
は
遠
く
引
き
離

さ
れ
た
無
色
透
明
な
普
遍
者
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、『
本
質
』
は
結
局
、
生
命
の
な
い
永
遠
の
不
動
性
の
う
ち
に
凝
固
し
た
抽

象
的
普
遍
概
念
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
現
實
の
世
界
に
存
在
す
る
事
物
を
、
純
粋
に
、
そ
の
本
源
的
所
與
性
に
お
い
て

―

つ
ま
り
フ
ウ
ィ
ー
ヤ
に
お
い
て

―
開
示
す
る
も
の
で
は
と
う
て
い
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。」（『
意
識
と
本
質
』、
四
七
～
四
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
牟

氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
伊
川
・
朱
子
に
お
い
て
、「
存
在
之
理
」
は
、
ま
さ
に
「
類
化
」
と
「
形
式
化
」
を
施
さ
れ
、「
生
命
の
な
い
永
遠
の
不
動
性
の
う

ち
に
凝
固
し
た
抽
象
的
普
遍
概
念
」
へ
と
變
貌
し
た
こ
と
と
な
る
。

（
28
） 　

朱
子
の
心
性
論
、
道
德
論
に
關
す
る
牟
氏
の
こ
う
し
た
理
解
は
、
朱
子
の
言
説
と
食
い
違
う
部
分
が
あ
り
、
妥
當
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
こ
の
點
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
證
を
試
み
た
い
。

（
29
） 　
「
朱
子
所
說
之
性
雖
亦
是
先
天
的
・
超
越
的
、
但
卻
是
觀
解
的
・
存
有
論
的
、
實
踐
之
動
力
則
在
心
氣
之
陰
陽
動
靜
上
之
涵
養
與
察
識
、
此
即
形
成
實
踐

動
力
中
心
之
轉
移
、
即
由
性
體
轉
移
至
對
於
心
氣
之
涵
養
以
及
由
心
氣
而
發
之
察
識
（
格
物
窮
理
以
致
知
）、
而
性
理
自
身
則
是
無
能
無
力
的
、
只
是
擺
在
那

裡
以
為
心
氣
所
依
照
之
標
準
、
此
即
為
性
體
道
德
性
道
德
力
之
減
殺
、
而
亦
是
所
以
為
他
律
道
德
之
故
。
此
非
孟
子
・
中
庸
・
易
傳
言
性
體
之
義
也
。」（『
心

體
與
性
體
』
第
三
冊 

、
四
七
八
頁
）

（
30
） 　

其
窮
在
物
之
理
、
雖
無
積
極
知
識
之
意
義
、
然
其
認
知
之
方
式
卻
影
響
其
言
性
體
・
太
極
之
形
上
學
之
形
態
。
其
結
果
是
一
種
觀
解
的
、
外
在
的
形
上

學
、
而
與
先
秦
儒
家
之
所
開
發
者
不
合
。
說
其
系
統
主
觀
地
說
是
靜
涵
靜
攝
之
系
統
、
客
觀
地
說
是
本
體
論
的
存
有
之
系
統
、
即
就
此
客
觀
地
說
者
見
其

形
上
學
為
一
種
觀
解
的
、
外
在
的
形
上
學
、
而
其
所
表
示
之
道
德
為
他
律
道
德
（
所
謂
本
質
倫
理
）。
此
則
由
類
于
廣
義
的
柏
拉
圖
型
的
系
統
、
尤
類
于
聖
多

瑪
也
。
此
則
自
不
合
先
秦
儒
家
論
孟
中
庸
易
傳
之
型
範
、
自
此
而
言
、
謂
其
為
歧
出
不
算
過
分
。（『
心
體
與
性
體
』
第
三
冊
、
三
六
六
頁
）

（
31
） 　

牟
氏
に
よ
れ
ば
、
思
想
形
態
と
い
う
觀
點
か
ら
言
え
ば
、
胡
五
峰
か
ら
劉
蕺
山
へ
の
系
譜
、
或
い
は
陸
王
心
學
の
方
が
明
ら
か
に
本
家
・
主
流
と
い
う
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こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
歷
史
的
に
は
、
伊
川
・
朱
子
の
系
統
の
朱
子
學
の
方
が
體
制
教
學
と
な
り
、
儒
學
思
想
の
主
流
と
し
て
影
響
を
發
揮
す
る
に
至
っ

て
い
る
。
牟
氏
は
、
こ
の
事
態
を
、「
別
子
為
宗
」（
庶
子
が
宗
主
と
な
っ
た
）
と
形
容
し
て
い
る
。「
主
觀
地
說
是
靜
涵
靜
攝
之
系
統
、
客
觀
地
說
是
本
體
論

的
存
有
之
系
統
。
總
之
是
橫
攝
系
統
、
而
非
縱
貫
系
統
。
此
是
歧
出
轉
向
之
新
、
而
非
調
適
上
遂
之
新
。
此
自
不
是
儒
家
之
大
宗
、
而
是
『
別
子
為
宗
』
也
。

此
一
系
統
因
朱
子
之
強
力
、
又
因
其
近
於
常
情
、
後
來
成
為
宋
明
儒
之
正
宗
、
實
則
是
以
別
子
為
宗
、
而
忘
其
初
也
。」（『
心
體
與
性
體
』
第
一
冊 

、
四
四
頁
）
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