
権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

両

橋

進

は
じ
め
に

高
麗
末
恭
感
王

(
在
位
二
一
一
五
二

J
一
二
一
七
四
)

の
時
代
に
、
成
均
館
と
科
挙
制
度
が
復
興
さ
れ
て
か
ら
、
朱
子
学
は
官
学
と
し
て
、
あ
る
い
は
新
し
い
政
治
哲
学
と

し
て
発
展
し
、

詞
歌
や
詞
章
中
心
の
従
来
の
儒
学
(
的
教
養
)
が
排
せ
ら
れ
、
仏
教
も
異
端
祝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
仏
教
の
堕
落
腐
敗
の
状
況
に
応
じ
て
、

当
初
は
共
存
的
妥
協
的
で
あ
っ
た
儒
者
た
ち
か
ら
強
い
排
仏
攻
勢
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

朱
子
学
(
広
く
は
宋
学
)

の
人
倫
を
正
し
、
修
己
治
人
の
突
を
あ
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
政
治
教
育
の
学
は
、
高
麗
朝
の
末
期
的
状
況
と
し
て
現
わ
れ
た
社
会
秩
序

の
混
乱
に
対
し
て
、
否
定
的
態
度
を
と
ら
し
め
る
学
者
と
、
あ
く
ま
で
現
体
制
を
維
持
し
、
高
一
銭
王
朝
に
忠
誠
を
尽
く
す
学
者
と
に
分
裂
せ
し
め
た
。
後
者
に
は
、
鄭
夢

周
、
吉
一
件
な
ど
が
あ
り
、
前
者
に
鄭
道
伝
、
権
近
な
ど
が
代
表
的
学
者
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
権
近
は
、
歴
史
的
に
は
前
王
朝
体
制
を
否
定
し
、
新
王
朝
に

参
画
し
た
改
革
派
の
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

年
譜
を
み
る
と
、
太
祖
李
成
桂
が
政
権
を
奪
っ
た
洪
武
二
十
六
年
(
二
一
一
九
三
)
、
権
近
が
四
十
二
歳
の
時
の
二
月
に
、
太
組
が
難
龍
山
に
牢
し
た
折
、
彼
は
召
さ
れ

て
行
在
に
赴
き
、
芸
文
館
学
土
鄭
摺
と
共
に
桓
王
定
陵
墓
碑
を
撰
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
年
一
一
一
月
、
駕
に
随
っ
て
京
(
漢
城
)

に
還
り
、
同
九
月
に
は
、
資
意
大
夫

検
校
、
芸
文
春
秋
館
太
学
士
兼
成
均
大
司
成
を
拝
命
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
権
近
は
初
め
か
ら
李
氏
政
権
に
加
担
し
、
積
極
的
に
政
権
の
確
立
に
参
画
し

者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
李
朝
関
創
期
の
儒
学
者
と
し
て
、
台
間
に
あ
っ
て
政
治
の
枢
要
に
も
携
わ
っ
た
権
近
が
、

い
か
な
る
思
想
を
も
ち
、

ま
た
朱
子
学
等
を
ど
の
よ

哲
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権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

う
に
受
容
し
、
理
解
し
て
い
た
か
、

そ
の
思
想
的
特
質
は
ど
こ
に
あ
る
か
、

さ
ら
に
、
彼
の
政
治
活
動
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
等
々
を
主
た
る
視
点
と
し
て
考
察

し
、
も
っ
て
権
近
の
思
想
の
歴
史
的
意
義
な
い
し
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一、

麗
末
・
鮮
初
の
学
問
と
権
近

権
近
の
思
想
を
み
る
と
き
、
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
思
想
的
系
譜
で
あ
る
。
彼
は
、
牧
隠
(
李
稿
、

一
三
二
八
J
一
三
九
六
)

の
「
行
状
」
を

書
い
て
お
り
、

そ
の
中
に
凡
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
「
恭
懲
王
の
十
年
辛
丑
の
年
(
一
三
六
一
)

に
、
兵
乱
が
収
ま
っ
た
の
ち
、

王
が
成
均
館
を
復
興
し
て
、

そ
の
時
永
嘉
の
金
九
容
、
鳥
川
の
都
市
Y
周
、
潜
陽
の
朴
尚
衷
、
密
陽
の
朴
宣
中
、
京
山
の
李
崇
仁
等
の
学
者
が

(
1
)
 

皆
他
の
官
職
を
兼
ね
て
学
官
と
な
り
、
牧
隠
は
こ
れ
ら
の
ま
と
め
役
目
長
と
し
て
は
じ
め
て
成
均
館
大
司
成
を
兼
ね
た
。
」
と
あ
る
。

山
口
明
文
館
の
旧
祉
に
改
創
し
、
経
術
の
土
を
集
め
た
が
、

」
れ
が
丁
未
、

一
一
ニ
六
七
年
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
翌
年
、
恭
助
出
王
十
七
年
(
戊
申
、

一
三
六
八
)
の
春
か
ら
い
よ
い
よ
成
均
館
が
活
動
を
開
始
す
る
。
そ
の
状
況
を
右
の
「
行
状
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

ハ
む
ら
が
り
あ
つ
ま
り
)

(
成
均
館
に
)
金
集
し
、
先
に
招
来
し
た
当
時
の

H

経
術
の
士
H

(

右
の
金
九
容
、
鄭
夢
周
等
の
こ
と
〉
た
ち
が
、
学
生
に
経
を
分
っ
て

い
る
。
即
ち
「
四
方
の
学
者
が

講
義
を
し
た
。
毎
日
講
義
が
終
る
と
、
彼
ら
教
授
た
ち
は
柑
北
ハ
に
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
を
激
し
く
議
論
し
合
っ
た
。
し
か
し
、
牧
隠
は
恰
然
と
し
て
中
に
処
り
、
緋
析
折

ー

ι

、
、
、

つ

い

、

、

安
レ
わ
必
い
わ
勧
朱
か
旨
に
合
か
せ
る
よ
う
務
め
、
終
に
夕
べ
に
至
っ
て
も
倦
む
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
東
方
性
理
の
学
は
大
い
に
興
っ
た
。
学
者
は
従

利
を
謀
ら
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
儒
風
学
術
は
後
然
と
し
て
一
新
し
た
。
こ
れ
は
皆
、
先
生
(
牧
隠
)

来
の
記
諦
詞
章
の
習
を
結
っ
て
、
身
心
性
命
の
理
を
窮
め
、
こ
の
道
(
程
朱
の
学
)
を
宗
と
す
る
こ
と
を
知
っ
て
、
異
端
に
惑
わ
ず
、
そ
の
義
を
正
さ
ん
と
欲
し
て
、
功

(
2
)
 

の
教
認
の
力
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

牧
隠
は
権
近
よ
り
二
十
四
歳
ほ
ど
年
長
で
あ
る
か
ら
、
学
問
の
上
で
も
大
先
輩
で
あ
り
、

ま
さ
に
先
学
先
儒
で
、
権
近
の
大
い
に
崇
敬
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
特
に

牧
隠
は
先
の
引
用
で
も
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
、
成
均
館
復
興
後
の
最
初
の
大
司
成
を
兼
ね
て
お
り
、
誠
一
殺
を
す
る
他
の
学
者
た
も
の
長
と
し
て
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
権

(
3
)
 

:
」
と
あ
っ
て
、
牧
隠
を
腔
主
と
し
て
あ
が
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、

近
の
「
鄭
三
峰
道
伝
文
集
序
」
に
も
「
:
:
:
五
口
座
主
牧
隠
先
生
、
円
十
承
家
訓
、

右
の
引
用
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
牧
隠
は
諸
儒
の
経
世
一
国
に
関
す
る
疑
問
や
論
議
に
つ
い
て
も
、

A
M
に
排
析
折
衷
を
旨
と
し
、

そ
の
議
論
の
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
を
程
朱
の
学
説

に
か
な
う
よ
う
に
努
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
東
方
性
理
学
の
確
立
、
異
端
の
排
除
、
記
一
一
割
前
章
の
旧
儒
学
か
ら
の
脱
却
等
に
大
い
に
貢
献
し
た
の
が
牧
隠
で
あ
っ
た
。



さ
ら
に
、
権
近
は
鄭
三
峰
に
つ
い
て
も
、
先
の
「
文
集
序
」
に
お
い
て
「
闘
隠
鄭
公
、
陶
隠
李
公
、
三
峰
鄭
公
、
橋
陽
朴
公
、
筏
松
ヰ
ア
公
は
皆
升
堂
し
た
者
で
あ
る
。

し
り
ぞ

三
峰
と
闘
隠
、
陶
隠
と
は
最
も
相
親
し
く
、
誹
論
切
践
し
て
益
々
得
る
所
が
あ
っ
た
。
常
に
後
進
に
訓
え
、
異
端
を
開
け
る
こ
と
を
も
っ
て
己
が
任
と
し
て
い
た
。
そ
の

詩
蓄
を
講
ず
る
や
、
能
く
近
平
一一
口
を
も
っ
て
至
理
を
形
容
し
、
学
者
一
た
び
聞
け
ば
、

即
ち
そ
の
義
を
暁
っ
た
。
そ
の
異
端
を
閥
け
る
に
も
、
能
く
そ
の
蓄
に
通
じ
、
先
ず

そ
の
詳
細
を
説
き
、

し
か
る
の
ち
に
そ
の
非
を
允
し
た
。
聴
く
者
は
皆
感
服
し
た
。
そ
こ
で
経
を
も
っ
て
来
た
り
集
ま
る
者
は
門
巷
に
填
ち
溢
れ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
一
一
一
峰
の
門
下
か
ら
は
登
第
し
て
顕
官
と
な
る
者
が
多
く
一
屑
を
比
べ
、
武
夫
俗
士
も
彼
の
学
を
聴
い
て
大
い
に
務
め
、
仏
教
徒
も
従
っ
て
化

す
る
者
が
あ
っ

た
と
述
べ

、
三
峰
の
礼
楽
制
度
、
陰
陽
兵
暦
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
、
直
言
し
て
宰
相
に
杵
い
、

流
摘
十
年
に
し
て
な
お
芯
節
を
変
え
な
か
っ
た
こ
と
な

ど
を
挙
げ
て
三
峰
を
称
揚
し
て
い
る
。

ま
た
、
右
の
文
に
続
い
て
、
権
近
は
鄭
三
峰
の
著
述
に
触
れ
『
学
者
指
南
』
若
干
篇
が
あ
り
「
義
理
の
精
な
る
こ
と
瞭
然
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
あ
り
、

よ
く
前
賢
の

未
だ
発
明
し
な
い
所
を
尽
く
す
」
「
雑
題
若
干
篇
は
、
身
心
性
命
の
徳
に
本
づ
き
、
父
子
君
臣
の
倫
は
大
、
天
地
日
月
は
徴
、

鳥
獣
草
木
も
理
い
た
ら
‘
さ
る
こ
と
な
き
を

明
か
に
し
て
、
言
は
精
:
:
:
」
と
述
べ
、
一
二
一
峰
の
学
問
も
ま
た
程
朱
性
理
の
学
を
明
明
し
た
と
し
て
い
る
。

牧
隠
及
び
鄭
三
峰
が
権
近
の
直
接
師
事
し
た
学
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
一
ニ
峰
に
つ
い
て
は
、
『
入
学
図
説
』
後
集
に
収
め
ら
れ
た
「
三
峰
先
生
心
気
理
三

篇
註
序
」
の
末
尾
に
「
故
愚
不
技
部
出
、
略
為
註
釈
、

又
引
其
端
、
以
所
聞
於
先
生
者
明
之
耳
、
洪
武
甲
戊
(
一
三
九
四
、
太
組
二
年
)
夏
陽
村
権
近
序
」
と
あ
っ
て
、

三
峰
か
ら
直
接
の
講
述
を
受
け
て
お
り
、
牧
隠
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
そ
の
文
集
・
行
状
の
編
著
者
と
し
て
「
門
人
・

権
近
」
を
冠
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
た

牧
隠
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
か
く
て
、

上
述
の
如
く
、
牧
隠
は

「
東
方
性
理
学
」
を
輿
し
、
高
麗
時
代
の
儒
風
学
術
を
一
新
さ
せ
た
人
で
あ
り
、
従
っ
て
、
牧

隠
、
三
峰
、
鄭
夢
周
等
が
権
近
の
思
想
に
最
も
影
響
を
与
え
た
学
者
で
あ
る
と
し
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一一、

「
天
人
心
性
合
一
之
図
」
に
お
け
る
権
近
思
想
の
特
色

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
権
近
の

『
入
学
図
説
』
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

こ
の
書
は

「
洪
武
二
十
三
年
民
午
(
一
三
九

O
)
の
年
の
二
月
、
権
近
は
鶏
林
に
逮
え

ら
れ
て
獄
に
擦
が
れ
、
四
月
は
金
海
、

五
月
は
清
州
に
移
さ
れ
、
六
月
、
水
異
が
あ
っ
て
許
さ
れ
て
漢
陽
に
帰
り
、

七
月
ま
た
庇
せ
ら
れ
て
蒜
州
に
あ
り
、
『
入
学
図
説
』

を
著
す
。
」
と
年
譜
に
記
さ
れ
て
お
り
、
流
論
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
入
学
図
説
』
の
序
文
に
も
作
成
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
時
に
権
近
は
さ

哲
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権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

四

十
九
歳
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
序
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
『
入
学
図
説
』
(
以
下
「
図
説
」
と
い
う
)

は
、
は
じ
め
『
大
学
』
『
中
庸
』
の
思
想
内
容
を
わ
か
り
易
く
図
解
し
て
説
明
す
る
こ
と
を

主
旨
と
し
、
井
せ
て
他
の
経
典
で
図
説
で
き
る
も
の
を
広
く
採
り
あ
げ
、

さ
ら
に
、

各
々
に
つ
い
て
先
賢
の
説
と
自
己
の
説
と
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
を
前
後
二

篇
に
別
か
つ
て
、
極
め
て
独
創
的
な
意
図
を
も
っ
た
図
説
・
解
説
を
施
し
て
い
る
。
ま
ず
最
初
の
「
天
人
心
性
合
一
之
図
」
を
中
心
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

こ
の
図
は
、
初
め
に
朱
子
の
吋
中
庸
章
句
』
冒
頭
の
注
「
天
以
陰
陽
五
行
、
化
生
方
物
、
気
以
成
形
、
而
理
亦
賦
一
掃
」
に
基
づ
き
、
周
謙
一
決
の
『
太
極
図
説
』
か
ら
構

図
を
思
い
つ
き
、
極
め
て
独
創
的
な
図
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
図
は
、
権
近
に
よ
れ
ば
、
人
の
心
性
に
つ
い
て
理
気
・
普
忠
の
殊
る
こ
と
を
学
者
に
示
す
こ
と
を
目
的
と

し
、
「
万
物
化
生
の
象
」

に
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
人
及
び
物
に
つ
い
て
理
気
論
か
ら
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
人
及
び
物
の
生
ず
る
に
、

そ
(J) 

理
は
同
じ
で
あ
る
が
、
気
は
通
架
一偏
正
の
呉
が
あ
る
と
い
う
。
気
の
正
に
し
て
通
を
得
た
と
き
は
人
と
な
り
、

そ
の
偏
迭
す
る
と
き
は
物
と
な
る
。
聖
人
は
気
の
最
も
正

通
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
ら
「
誠
」
の
字
を
も
っ
て
示
し
、
気
の

(
一
般
的
な
)

正
通
を
得
る
者
を
「
衆
人
」
と
し
、
「
敬
」
の
字
を
も
っ
て
あ
て
る
。
気
の
偏
塞
は
物

な
い
し
禽
獣
で
あ
り
、

さ
ら
に
最
も
偏
塞
す
る
者
は
草
木
と
な
る
。
か
く
し
て
、

人
の
み
な
ら
ず
物
の
化
生
す
る
こ
と
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
権
近
は
ま
ず
人
物
に
は
各
々
理
が
賦
せ
ら
れ
て
い
て
同
じ
で
あ
る
と
し
、
気
の
通
築
一
一偏
正
の
差
異
に
よ
っ
て
、
聖
人
・
衆
人

禽
獣

草
木
が
で
き
る

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
は
「
人
物
の
生
、

各
々
そ
の
賦
す
る
所
の
理
に
因
り
て
、
以
っ
て
健
順
五
常
の
徳
を
為
す
」
と
し
、

」
れ
が
い
わ
ゆ
る

「
性
」
だ
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
の
朱
子
の
「
人
物
」
は
、
人
と
物
で
な
く
、

い
わ
ゆ
る
「
人
な
る
も
の
」
の
意
と
解
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
そ
の
前
の
「
天
以
陰
陽
五
行
、

、
、
、
、
、
、
、
、

化
生
万
物
、
気
以
成
形

而
理
亦
賦
一
世
局
、
猶
命
令
也
、
於
是
人
物
之
生

-
」
な
る
注
か
ら
し
て
必
ず
し
も

「
人
」
の
み
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
は
解
せ
ら
れ
な

い。

(
人
を
も
含
め
た
)
物
に
理
が
賦
せ
ら
れ
る
の

は、

な
お
命
令
の
ご
と
し
、

と
い
う
行
文
か
ら
す
る
と
、
「
於
是
人
物
之
生
;
:
;
」
の
「
人
物
」
は
、
「
人
と
物
」
と
も
解

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
朱
子
が
人
に
賦
せ
ら
れ
た
理
は
同
じ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
健
順
五
常
の
徳
を
為
す
と
い
っ
た
と
解
す
れ
ば
朱
子
は
、
人
ー
物
に
区
別
を

与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
口
朱
子
の
こ
の
論
理
に
お
い
て
、
人
に
つ
い
て
健
順
五
常
の
徳
を
為
す
と
、
そ
の
可
能
性
を
与
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
そ

れ
で
首
肯
で
き
る
が
、
他
而
、
「
人
物
」
を
「
人
と
物
」
と
し
、
「
物
」
も
理
に
よ
っ
て
健
順
五
常
の
徳
を
為
す
ー
ー
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
人

物
に
対
す
る
一
種
の

混
同
で
あ
る
。

も
と
よ
り
朱
子
に
よ
れ
ば
、
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
物
た
る
所
以
の
理
が
賦
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
物
の
個
別
性
な
い
し
ア
レ
テ

i

(
朱
子
で
い
え
ば
「
物
之



性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
が
あ
る
と
は
い
え
る
に
し
て
も
、
物
に
健
順
五
常
の
徳
が
あ
る
と
す
る
の
は
、

む
し
ろ
論
理
的
に
不
斉
合
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
『
中
痛
』
冒
頭
の
朱
子
の
注
に
は
初
め
か
ら
問
題
が
残
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
る
に
権
近
は
、
朱
子
が
右
の
部
分
の
後
の
注
で
「
性
道
同
じ
と
雌
も
、
気
一
果
或
は
箆
(
る
。
故
に
過
不
及
の
差
な
き
こ
と
能
わ
ず
。
」
と
の
み
述
べ
て
い
る
の
に
対

し
て
、

さ
ら
に
、
人
物
に
よ
る
気
の
葉
け
方
の
相
兵
を
、
聖
人
、
衆
人
、
禽
獣
、
草
木
に
区
分
し
て
い
る
。
吋
朱
子
語
類
』
等
の
記
録
か
ら
す
れ
ば
、
朱
子
と
権
近
と
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
考
え
方
の
差
異
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
吋
中
庸
章
句
』
注
は
、
朱
子
畢
生
の
作
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
こ
は
、
権
近
の
方
が
、
朱
子
よ
り
も

合
理
的
に
し
て
周
到
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
権
近
は
朱
子
に
お
け
る
「
人
」
の
概
念
を
「
衆
人
」
に
置
き
か
え
て
い
る
。
こ
れ
は
本
「
図
説
」
の
後
に
出
て
く
る
「
天
人
心
性
分
釈
之
国
」
の
「
性
」
に
つ

い
て
の
所
説
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
即
ち
、
学
者
が
、

周
子
の
『
太
極
図
説
』
に
は
「
君
子
は
こ
れ
を
修
め
て
吉
、
小
人
は
こ
れ
に
惇
っ
て
凶
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
、

先
生
は
こ
の
『
太
極
関
説
』
に
基
づ
い
て

の
字
の
と
こ
ろ
で
は
「
君
子
は
こ
れ
を
修
む
」
と
い
い

の
字
に
お
い
て
は
「
小
人
」
と
い
わ
ず
し
て
「
衆
人
」

と
い
う
の
は
何
故
か
、
ー
ー
と
質
問
し
て
い
る
の
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
人
は
不
尚
で
あ
っ
て
も
、
皆
自
分
を
賢
智
だ
と
思
い
、
自
ら
の
行
う
と
こ
ろ

と
し
、
自
省
し
な
い
。
故
に
直
衆
人
と
い
う
の
み
。
か
く
し
て
人
は

が
小
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
も
し
小
人
と
い
え
ば
、
人
は
自
暴
自
棄
を
も
っ
て
他
人
の

は
じ
め
て
自
己
自
身
を
反
省
し
、
感
発
す
る
の
だ
に
と
。
こ
れ
は
ま
た
突
に
当
を
得
た
人
間
理
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
朱
子
か
ら
出
て
、
朱
子
を
超
え
る
思
想
の

一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一i

天
人
心
性
合

之
図
」
の
解
説
で
は
、
統
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
そ
も
そ
も
天
地
の
間
に
お
け
る

N

化
H

は
生
生
し
て
窮
る
こ
と
な
く
、
往
来
し
て
息
み
継
が
れ

て
い
く
。
人
も
獣
も
草
木
も
、
千
形
万
状
す
る
が
そ
れ
ぞ
れ
個
物
と
し
て
そ
の
賦
せ
ら
れ
た
性
命
を
正
す
る
者
は
、
す
べ
て
一
太
極
の
中
よ
り
流
出
す
る
。
故
に
万
物
は

一
理
を
具
え
、
万
物
の
個
々
の
理
は
ま
た

源
に
帰
す
る
。

木

草
も
そ
れ
ぞ
れ
太
極
を

に
し

よ
っ
て
天
下
に

H

性
外
の
物
H

は
な
い
。
」
と
。
万
物
は
さ
ま
ざ

ま
な
形
を
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
現
わ
れ
る
が
、
各
々
の
個
物
に
お
い
て
「
性
命
を
正
す
る
者
は
、
皆

太
極
の
中
よ
り
流
出
す
」
と
い
う
。
「
性
命
を
正
す
る
」
と
は
い

か
な
る
こ
と
か
。
ま
ず
周
澱
渓
の
『
太
極
図
説
』
に
は

無
極
南
太
極
、
太
極
動
市
生
協
、
動
極
而
静
、
静
而
生
陰
、
静
極
復
動
、

動

静
、
五
為
其
根
、
分
陰
分
陽
、
両
犠
立
正
局
、
陽
変
陰
合
、

而
生
水
火
木
金

五
気

JI~i 
布

四
時
行
鴬
、

五
行
一
陰
陽
也
、
陰
陽
一
太
極
也
、
太
極
本
無
極
也
、

五
行
之
生
也
、
各
一
其
性
、
無
極
之
宮
内
、
二
五
之
精
、
妙
合
而
凝
、
乾
道
成
男
、
坤
道
成

哲
学
・
思
想
論
集
第
丸
号
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権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

..J司

/'¥ 

女
、
:
;
:

と
あ
る
。
物
質
の
最
も
基
本
的
な
構
成
要
素
と
し
て
の
五
行
も
陰
と
陽
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
陰
陽
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
、
太
極
で
あ
り
、
太
極
は
も
と
も
と
無
極

で
あ
る
。
五
行
が
生
ず
る
と
き
、

各
々
は
そ
の
性
を
一
に
す
る
i
ー
ー
と
周
子
は
い
う
。
こ
こ
で
は
主
行
の
性
は
み
な
向
一
と
い
う
意
味
で
述
べ
て
、

そ
れ
以
上
に
、
形
而

上
、
形
而
下
に
わ
た
っ
て
「
性
」
の
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
朱
子
の
『
太
極
図
説
解
』
で
は
「
無
極
一

m太
極
:
:
・
分
陰
分
陽
、
両
儀
立
駕
」
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

也
、
其
静
也
誠
之
復
也
、
成
之
者
性
、

太
極
之
有
動
静
、
是
天
命
之
流
行
也
、
一
助
謂
一
陰
一
陽
之
謂
道
、
誠
者
聖
人
之
本
、
物
之
終
始
、
一

m命
之
道
也
、
其
助
一
也
誠
之
通
也
、

(
4
)
 

万
物
各
正
其
性
命
也
・•. 

万
物
之
所
資
以
始

と
あ
る
。
朱
子
は
『
太
極
図
説
』
の
冒
頭
の
一
文
を
解
説
す
る
の
に
、
明
ら
か
に
『
易
』
と

を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
朱
子
は
「
太
極
に
動
と
静
が
あ

る
の
は
、
こ
れ
は
天
命
が
流
行
し
て
ひ
ろ
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
易
(
繋
辞
伝
)

の
い
わ
ゆ
る
二
陰
一
陽
こ
れ
を
道
と
い
う
μ

に
あ
た
る
。
誠
は
(
『
中

庸
』
に
い
う
天
の
道
で
あ
り
)
物
の
終
始

つ
ま
り
物
の
存
在
の
基
礎
で
あ
り
、
天
の
命
が
ゆ
き
わ
た
り
通
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
物
の
勤
(
な
る
状
態
)
は
も
の
の

本
性
と
し
て
の
誠
が
通
じ
て
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
継
ぐ
者
は
菩
と
は
、

A
J
3
3ミ
ヴ

C

1

7
ノ
一
午
カ
J
1
1

を
資
質
と
し
て
受
け
継
ぎ
、
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
始

め
る
J
物
と
な
る
こ
と
。
物
の
静
は
物
の
本
性
と
し
て
の
誠
に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
を
成
す
者
は
性
と
は
、

万
物
が
各
々
賦
与
さ
れ
た
(
本
)
性
と
命
(
個
物
と
し

て
の
存
在
理
由
、
能
力
。
個
別
化
の
原
理
と
し
て
働
く
)

と
を
、

己
が
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
る
こ
と
で
あ
る
J

と
解
説
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
し
て
、
先
の
権
近
の
「
:
:
:
人
獣
草
木
、
千
形
万
状
、
各
正
性
命
者
、
皆
自

太
極
中
流
出
、

」
の
「
性
命
を
正
す
」
は
、
明
か
に
吋
太
極
図
説
』
か

ら
で
な
く
、
朱
子
の
「
国
説
解
」
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
文
脈
上
の
意
味
は
、
「
人
獣
草
木
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
り
、

え
」
合
ι
N
J
λ
」

ま
に
現
わ
れ
る
が
、
各
々
の
個
物
は
、
賦
与
さ
れ
た
性
と
命
と
を
、

己
が
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
、

そ
し
て
す
べ
て
一
太
極
中
よ
り
流
出
す
る
。
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
正
性
命
」
は
か
く
解
さ
れ
る
と
し
て
、
次
の
間
題
は
「
皆
自

を
「
一
者
」
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
万
物
は
流
出
す
る
と
い
い
、
あ
た
か
も

E
2
5
2
の
絶
対
的
ご
者
」
の
如
き
思
想
と
向
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
本
来
、

太
極
中
流
出
」
の
句
で
あ
る
。
こ
の
一
句
か
ら
み
れ
ば
、
権
近
は
文
字
通
り
、
「
太
極
」

周
評議

渓
の
「
図
」
及
び
「
図
説
」
の
表
現
を
た
ど
れ
ば
万
物
流
出
の
考
え
方
が
と
れ
な
い
こ
と
は
な
い
か
ら
、

む
し
ろ
当
然
の
理
解
と
も
受
け
と
れ
る
。
し
か
し
、
朱
子
の



「
太
極
図
説
解
附
」
で
は
「
極
は
道
理
の
極
至
と
い
う
こ
と
、
天
地
万
物
の
現
を
兼
ね
包
ん
で
い
る
。
太
極
は

(
物
の
存
在
に
か
か
わ
る
)

一
箇
の
実
理
で
あ
っ
て
、

万

物
は
こ
の
一
な
る
太
極
に
貫
か
れ
て
い
る
。
聖
人
が
こ
れ
を
太
極
と
い
っ
た
の
は

H

天
地
万
物
の
根
μ

を
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
口
周
子
が
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
H

無

極
H

と
つ
け
加
え
て
い
っ
た
の
は
、
川
知
…
苗
ノ
無
臭
の
妙
H

を
い
い
あ
ら
わ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
事
物
存
在
の
理
か
ら
し
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
当
然
こ
れ
を
万
物
に
等
し
い

H

有
H

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
(
凡
そ
存
在
す
る
)
物
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
全
く
何
も
な
い

1
1
4
H
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
;
無
駆
而

(
4
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ま
さ
に
形
状
あ
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
な
く
、
物
の
道
理
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
に
と
述
べ
て
い
る
。

太
極
H

と
い
っ
た
の
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
朱
子
は
太
極
な
い
し
無
極
を
、

万
物
の
理
の
総
体
、
凡
そ
存
在
す
る
物
す
べ
て
に
貫
通
す
る
実
現
、

天
下
万
物
の
叡
木
、
無
戸

無
臭
の
妙
、
無
形
状
、
道
理
な
ど
と
想
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
周
子
の
「
図
説
」
の
冒
頭
の
一
節
「
太
極
動
而
生
陽
、
;
:
:
分
陰
分
陽
、
両
儀
立
駕
」
に
対
す
る
朱
子

の
「
図
説
解
」
で
は
、
太
極
は
「
本
然
の
妙
」
で
あ
り
、
動
静
は
陰
陽
が
そ
れ
に
よ
っ
て
分
か
れ
る
機
(
き
っ
か
け
)

で
あ
り
、
太
極
は
形
而
上
の
道
、
陰
陽
は
形
而
下

(
5
)
 

の
器
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
朱
子
の
太
極
・
理
と
、
気
'
物
(
天
地
)
J
陰
陽
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
朱
子
語
類
』
に
以
下
の
記
録
が
あ
る
。
あ
え
て
平
易
な
現

代
語
訳
を
し
て
み
よ
う
。

〈
問
〉
さ
き
ご
ろ
未
だ
天
地
の
な
い
先
は
、
畢
覚
ま
ず
理
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
如
何
で
す
か
。

〈
答
〉
未
だ
天
地
の
な
い
先
は
、
墨
覚
ま
た
只
こ
の
理
が
あ
る
の
み
。
こ
の
理
が
あ
れ
ば
便
ち
こ
の
天
地
が
あ
る
。
も
し
こ
の
理
が
な
け
れ
ば
使
ち
ま
た
天
地
も
な

く
、
人
も
な
く
、
物
も
な
く
、
都
て
の
物
を
該
く
載
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
理
が
あ
れ
ば
使
ち
気
が
あ
る
口
流
行
し
て
万
物
を
発
育
す
る
。

〈
間
〉
発
育
す
る
と
は

理
が
こ
れ

万
物
)
を
発
育
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

〈
答
〉
こ
の
理
が
あ
れ
ば
便
ち
こ
の
気
が
あ
り
、
流
行
発
育
す
る
。
理
に
形
体
は
な
い
。

〈
問
〉
い
わ
ゆ
る
「
体
」
と
は
、
こ
れ
は
強
い
て
名
づ
け
た
も
の
で
す
か
。

八
位
口
〉
そ
の
と
お
り
。

以
上
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に
朱
子
の
理
は
形
而
上
の
道
で
あ
り
、

ま
た
「
太
極
は
只
乙
れ
一
筋
の
理
の

と
右
の
問
答
の
直
後
に
も
録
せ
ら
れ
て
い
る
よ

理
が
先
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
理
が
あ
る
こ
と
と
物
(
天
地
、
陰
陽
)
が
あ
る
こ
と
は
常
に
格
外
し
て
い
て
、
別
に

〈

6
〉

昨
日
理
が
あ
っ
て
今
日
気
(
も
の
)
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
!
!
と
も
明
確
に
い
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
発
育
流
行
は
あ
く
ま
で
気
の
運
動
で
あ
っ
て
、
発
育
流
行

う
に
、
太
極
で
も
あ
る
。
理
気
先
後
を
い
え
ば
、

哲
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権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

八

す
る
所
以
の
も
の
が
理
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
子
は
理
と
気
と
を
峻
別
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
老
子
』
の
「
道
生
一
、

(
7〉

ま
だ
理
を
審
か
に
す
る
こ
と
縞
で
な
い
。
」
と
い
っ
て
、
埋
ま
た
は
太
極
か
ら
陰
陽
な
い
し
物
(
天
地
万

一
生
二
、
:
:
:
」
に
つ
い
て
も
「
道

が
先
に
一
・
を
生
じ
、
然
る
後
に
一
が
二
を
生
や
す
と
い
う
の
は
、

物
)
が
生
ず
る
と
い
う
論
理
を
否
定
し
て
い
る
。

し
か
る
に
権
近
は
、
先
に
掲
げ
た
よ
う
に
「
人
獣
草
木
、
千
形
万
状
、
各
正
性
命
者
、
皆
自
一
太
極
中
流
出
」
と
し
て
、

万
物
が
一
太
極
中
よ
り
流
出
す
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
権
近
が
朱
子
の
思
想
に
よ
っ
て
『
太
極
図
説
』
を
理
解
し
た
の
で
な
く
、

む
し
ろ
間
流
渓
の
思
想
を

の
行
文
そ
の
も
の
に
叩
し

て
理
解
し
て
い
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
「
図
説
」
は
従
来
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
、

周
知
の
如
く
、
朱
・
陸
の
こ
の
「
図
説
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
両
者
の
思

想
的
立
場
の
相
違
さ
え
も
露
呈
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
権
近
が
発
出
論
的
な
理
解
を
し
た
こ
と
も
一
理
あ
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
権
近
の
「
天
人
心
性
合

之
図
」
説
で
は
、
次
に
「
故
に
万
物
各
々
一
理
を
具
え
、

万
理
同
じ
く
一
源
に
出
ず
。

一
木
一
草
各
々
太
極
を
一
に
し
て
、

天
下
性

外
の
物
な
し
。
」
と
い
う
。
前
の
文
脈
か
ら
の
繋
り
で
い
え
ば
「
万
物
は
皆
一
太
極
中
よ
り
流
出
す
る
が
故
に
、
(
万
物
は
)
各
々
一
理
を
具
え
る
」
と
い
う
論
理
に
な
る
。

太
極
が
理
で
あ
る
こ
と
は
、
朱
子
の
所
説
と
同
様
で
あ
り
、

ま
た
、

程
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朱
子
の
「
理
一
分
殊
」
説
を
受
け
て
、
権
近
は
一
事
一
物
の
理
な
い
し
太
極
と
、
「
万
理

の
源
」
と
し
て
の
一
理
あ
る
い
は
一
太
極
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
注
目
す
べ
き
は
、
右
の
「
万
物
は
皆
一
太
極
中
よ
り
流
出
す
る
が
故
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
理
を
具
え
る
」
と
い
う
権
近
の
思
想
で
あ
る
。
朱
子
に
お
け
る
理
日
太
肢
は
「
陰
陽
す
る
所
以
の
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た
。
万
物
は
人
を
も
含
め
て
気
の
緊
散
に
よ
っ

万
物
は
)
各
々

て
生
成
消
滅
変
化
交
替
す
る
。
も
の
の
存
在
は
、
具
体
的
に
は
気
の
凝
集
に
よ
る
。
気
の
凝
集
も
ま
た
気
の
陰
陽
動
静
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、

、

、

、

、

、

が
理
(
太
極
)
で
あ
る
か
ら
、

一
物
に
一
理
が
相
即
的
に
附
さ
れ
て
い
る
。
理
な
い
し
太
極
は
、
朱
子
に
お
い
て
は
現
象
す
る
個
別
存
在
(
個
物
) ヵ、
のく
!京、 1).会、
図、!場、
な 動、
い静、
しす、
理、る、
1'1ョ、所、
で以、

あ
り
、
従
っ
て
、
凡
そ
存
在
す
る
も
の
(
万
物
)
を
し
て

ら
し
め
る
原
因
・
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
「
理
一
分
殊
」
説
に
基
づ
き
、
事
事
物
物
の
型
(
個

物
の
理
)
も
そ
れ
ぞ
れ
兵
っ
た
理
で
な
く
、
理
は
あ
く
ま
で
一
理
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
、
池
や
水
溜
り
に
写
っ
た
月
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
懸
空
の
月
は
一
で
あ
る
の

(
8
)
 

と
同
様
と
の
喰
え
で
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
権
近
の
流
出
説
に
基
づ
く
物
と
理
(
太
極
)
の
関
係
の
論
理
は
、
朱
子
の
理
気
論
と
著
し
く
対
照
的
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、

周
澱
渓
も
か
く
明
確
に
は
説
き
得
な
か
っ
た
の
が
「
万
物
は
皆
一
太
極
中
よ
り
流
出
す
る
が
故
に
各
々
一
理
を
具
え
る
」
と
の
権
近
の
思
想

で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
こ
の
論
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

」
れ
以
上
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
右
に
掲
げ
た
「
合
一
之
関
」
説
の
末
尾
の
「
天
下
性
外
の
物
な
し
」
の
句
は
、
朱
子
の
所
説
中
に
あ
る
。
権
近
の
右
の
文
脈
で
は
、

万
物
が
各
々
一
一
埋
を
具



え
、
万
理
は
同
じ
く
一
源
に
出
ず
る
こ
と
、
従
っ
て
一
草
一
木
も
太
筏
を
一
に
す
る
か
ら
、
天
下
万
物
は
皆
理
(
太
極
)

の
中
に
あ
り
、
そ
の
外
に
あ
る
も
の
は
な
い

ー
ー
と
い
う
論
理
と
な
る
。
こ
れ
ま
た
、
前
述
し
た
権
近
の
除
勧
拾
案
骨
…
紘
一
祉
の
中
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
、
朱
子
に
お
け
る
「
天
下
無
性
外
之
物
」
は

っ
か
さ

以
下
の
論
理
か
ら
出
て
く
る
。
即
ち
、

気
菓
に

よ
っ
て
必
ず
普
怒
の
殊
別
が
あ
る
所
以
は
、
こ
れ
ま
た
性
の
理
で
あ
る
。
気
が
変
化
流
行
す
る
と
き
、
性
が
こ
れ
を
主
ど

る
。
気
の
純
な
る
働
き
、
気
の
雑
駁
な
る
働
き
に
よ
っ
て
諮
問
悲
が
分
か
れ
る
の
も
性
の
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
性
中
に
も
と
も
と
普
恕
二
物
が
対
立
し
て
あ
る
の
で
は
な

そ
の
性
に
お
い
て
不
善
は
な
い
。
故
一
に
思
(
な
る
気
)
も
ま
た
こ
れ
を
性
と
い
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
来
天
下
に
性
外
の

(
9〉

物
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
皆
話
回
な
る
も
の
が
怒
に
流
れ
る
だ
け
で
あ
る
1

1

と
。
つ
ま
り
、
朱
子
に
お
け
る
「
無
性
外
之
物
」
は
、
右
に
述
べ
た
彼
の
理
気
論
か
ら
一
般

く
、
然
し
て
気
の
惑
な
る
も
の
も
、

的
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
気
の
純
・
駁
に
よ
る
働
き
か
ら
普
も
恕
も
出
て
く
る
が、

そ
う
な
る
の
も
ま
た
理
に
よ
る
、
善
悪
二
物
が
も
と
も
と
対
立
し
て
あ
る
の
で

な
く
、
気
の
集
ま
り
具
合
、
働
き
具
合
に
よ
っ
て
普
忠
が
分
か
れ
、

そ
う
な
る
の
は
性
の
理
で
あ
る
、

と
い
う
理
気
相
則
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
則
一は
常
に
気
の
働
く
と

こ
ろ
、
物
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
、

そ
の
原
因

理
由
と
し
て
相
即
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

理
な
い
し
性
を
重
視
し
、

理
J
性
の
側
か
ら
い
え
ば
、
-

J

「
J
主
J
「
こ
吻
工

B
-
b/

J
I
，グ

t
中

し
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
て
も
、
権
近
の
所
説
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
権
近
に
お
け
る
性
・
心
・
情
・
意
等
の
論

権
近
『
入
学
図
説
』
中
の
「
天
人
心
性
分
釈
之
国
」
も
ま
た
、
極
め
て
特
色
あ
る
も
の
で
あ
る
。
「
天
」
を
「
ご
と
「
大
」
に
分
解
し
、
「
ご
は
「
理
を
以
っ
て
言

え
ば
対
な
く
、
行
を
以

っ
て
言
え
ば
息
む
こ
と
な
し
」
と
し
、
こ
れ
を
「
万
化
の
源
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「大
」
を
「
体
を
以
っ
て
言
え
ば
外
な
く
、
化
を
も

っ
て
言
え
ば
窮
り
な
し
」
と
し
、
こ
れ
を
「
万
殊
の
本
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
万
化
の
源
」
「
万
殊
の
木
」
を
結
ぶ
も
の
が
「
誠
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
人
に
お
い
て
は

「
敬
」
と
さ
れ
る
。
こ
の

「分
釈
図
」
に
お
い
て
、
権
近
は
い
わ
ゆ
る
九
ん

b
令
レ
J

二

心

わ

か
J
V
m
山
岳
日

WEl
l札
止
レ
J

い
い
か
。

つ
ま
り
万
化
の
滅
、

万
株
の
本
と
し

て
の
天
の
働
き
H
天
徳
が
誠
と
し
て
人
に
自
覚
さ
れ
、

そ
れ
が
人
の
日
常
的
行
為
に
お
い
て
は
敬
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る

と
い
う
の
が
権
近
の
思
想
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
「
誠
」
の
論
理
は
「
中
庸
』
(
便
宜
上
、
朱
子
章
句
で
い
え
ば
第
二
十
章
に
最
も
詳
し
く
、
以
下
数
章
に
わ
た
る
)

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
存
在
論
的
性
格
と
実
践
論
的
性
格
の
各
々
、

お
よ
び
両
者
の
論
理
的
関
係
を
理
解
把
出
世
す
る
の
は
極
め
て
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大

島
康
正
教
授
退
官
記
念
論
文
集
に
拙
論
「
誠
の
論
理
に
つ
い
て
」
を
掲
載
し
て
あ
る
。
)
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権
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思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
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因
み
に
、
判
中
庸
』
(
章
句
第
ニ
十
章
)
に
は
「
誠
者
天
之
道
也
、
誠
之
者
、
人
之
道
也
、
誠
者
、
不
勉
一
川
中
、

不
思
而
得
、
従
容
中
道
、
聖
人
也
、
誠
之
者
、
択
普
而
回

執
之
者
也
」
と
あ
っ
て
、
誠
が
天
の
道
で
あ
り
、
こ
れ
を
誠
に
す
る
も
の
は
人
の
道
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
表
現
で
は
、

よ
ほ
ど
前
後
各
章
、
を
考
ι

祭
し
、

そ
の
内

容
を
論
理
的
に
理
解
し
、

か
つ
央
h
v
w
f
と
し
て
の
存
在
論
的
性
格
と
人
の
法
と
し
て
の
実
践
論
的
性
格
と
の
論
理
的
関
係
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、

理
解
す
る
こ
と
は
困
蹴

で
あ
る
。
し
か
る
に
権
近
が
誠
を
も
っ
て
存
在
論
的
原
理
と
し
、
敬
を
も
っ
て
人
の
実
践
原
理
と
し
て
立
て
、

両
者
を
結
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
斉
合
的

で
理
解
し
易
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
権
近
儒
学
思
想
の
特
徴
を
鴎
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
し
か
も
、
右
『
中
庸
』
章
句
第
二

は
そ
の
次

に
、
霞
ち
に
博
学
・
審
問
，
慎
思
'
明
緋
'
篤
行
を
あ
げ
て
実
践
綱
領
と
し
て
い
る
の
で
、
先
に
述
べ
た
論
理
構
造
は
一
層
把
握
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
)

(川〉

の
一
事
」
で
あ
り
、
「
主
一
、
無
適
」
で
あ
っ
た
。
人
の
存
養
な
い

さ
ら
に
『
二

に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
如
く
、
敬
は
、
程
伊
川
に
よ
れ
ば

し
一
樹
一
蚕
の
方
途
と
し
て
宋
代
儒
家
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
は
し
た
が
、
権
近
の
如
く
、
天
人
合
一
の
具
体
的
実
践
の
要
石
と
し
て
、
あ
る
い
は
右
に
述
べ
た
如
く
、
倫
理
学

的
な
意
味
に
お
け
る
存
在
論
的
原
理
と
実
践
原
理
と
の
結
合
の
徴
表
と
し
て
掲
げ
た
者
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ま
た
権
近
思
惣
の
特
質
と
い
っ
て

で
トま

な
か
ろ
う
。

次
に
権
近
は
「
心
」
の
字
を
分
画
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
意
を
附
し
て
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
図
及
び
解
説
で
最
も
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
朱
子
が
心
は
「
性
情
を
統

ぶ
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
権
近
は
「
心
は
人
の
天
に
得
る
所
に
し
て
身
に
主
た
り
。
理
気
妙
合
、
虚
笠
洞
徹
、
以
っ
て
神
明
の
舎
と
為
し
て
、
性
情
を
統
ぶ
。
所

謂
明
徳
に
し
て
衆
理
を
具
え
て
万
事
に
応
ず
る
者
な
り
。
」
と
、
極
め
て
特
色
あ
る
定
義
づ
け
を
し
て
い
る
点
で
あ
る

D

即
ち
、
朱
子
が
『
大
学
』

の
句
の
注
に
お
い
て
「
明
徳
は
人
の
天
に
得
る
所
に
し
て
、
鹿
吾
川
不
味
、
以
っ
て
衆
理
を
具
え
て

(
平
ど
る
と
こ
-
つ
〉

そ
の
心
は
ま
た
、
理
気
妙
合
、
鹿
霊
澗
徹
、
神
明
の
舎
と
規
定
し
、

に
応
ず
る
者
な
り
。
」
と
述
、
ベ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
権
近
は
は
じ
め
か
ら
心
を
天
に
得
た
る
も
の
と
し
、

さ
ム
/
に
、

そ
の
心
は
性

情
を
統
べ
る
と
と
も
に
、
明
徳
を
百
六
え
、
万
事
に
応
ず
る
者
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
権
近
は
朱
子
の
明
徳
の

の
基
本
を
そ
の
ま
ま
人
の
心
の
定
義
に
妥
当

せ
し
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

右
の
権
近
の
所
説
は
、
論
理
的
に
み
て
、
あ
る
い
は
朱
子
と
の
関
連
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
朱
子
は
「
性
は
な
お
太
極
の
ご
と

く
、
心
は
な
お
陰
陽
の
ご
と
し
。
太
極
は
只
陰
陽
の
中
に
あ
っ
て
陰
陽
で
は
な
い
。
太
極
は
自
ら
太
極
、
陰
陽
は
自
ら
陰
陽
で
、
性
と
心
と
の
関
係
も
こ
の
よ
う
で
あ

(日〉

一
に
し
て
二
口
」
と
い
い
、
ま
た
「
心
と
理
と
は
一
。
理
が
前
回
に
あ
っ
て
一
物
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
照
一
は
使
ち
心
の
中
に
あ
る
。

る
。
所
謂
ニ
に
し
て
一
、



ゃ

心
は
そ
の
中
に
凡
て
を
包
蓄
し
て
住
ま
ず
、
事
に
随
っ
て
発
動
す
る
。
笑
う
と
い
う
こ
と
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
話
を
聞
い
て
い
て
自
然
に
お
か
し
く
な
っ
て
笑
う
の

か
が
や

は
、
恰
も
人
の
中
に
笑
い
が
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
、
経
函
(
灯
を
覆
っ
て
い
る
も
の
)
を
取
り
除
い
て
室
内
で
点
灯
す
る
と
、
四
万
八
回
が
明
る
く
架

(ロ)

く
の
と
同
様
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
朱
子
に
よ
れ
ば
、
心
と
性
の
関
係
は
理
(
太
極
)
と
気
(
陰
陽
)
の
関
係
と
向
じ
で
、
心
は
心
、
性
は
性
、
し
か
し
両
者
は
二
に
し
て

一
の
関
係
に
あ
る
。
か
く
し
て
、
権
近
が
心
を
「
理
気
妙
合
、
鹿
霊
洞
徹
」
と
し
た
の
は
、
ま
こ
と
に
朱
子
の
所
説
に
徴
し
て
も
適
切
に
、

し
か
も
総
合
的
統
一
的
に
理

解
把
湿
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

心
が
「
明
徳
に
し
て
衆
理
を
具
え
万
事
に
応
ず
る
も
の

す

ぐ

は

た

ら

さ

あ
ろ
う
か
。
朱
子
は
心
の
全
体
は
「
施
然
虚
明
、
万
理
具
足
し
て
一
葦
も
私
欲
の
問
が
な
い
。
そ
の
流
行
は
、
該
く
偏
く
動
静
を
貫
い
て
妙
れ
た
用
を
し
、
行
き
わ
た
っ

ま
た
、
朱
子
の
所
諮
「
明
徳
」
を
、
権
近
は
「
心
」
そ
の
も
の
に
お
き
か
え
、

と
し
た
の
は
果
し
て
適
切
で

て
在
る
。
故
に
、

心
が
未
発
で
全
体
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、

そ
れ
は
性
で
あ
る
。
心
が
巴
に
発
し
て
妙
れ
た
用
を
す
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、

そ
れ
は
情
で
あ
る
。
然

し
て
心
が
性
情
を
統
べ
る
。
た
だ
性
と
か
情
と
か
は
郡
倫
た
る
(
未
分
化
の
)
物
に
つ
い
て
、
そ
の
未
発
、

(
日
)

れ
一
つ
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
懸
け
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
」
と
い
う
。

日
発
を
指
し
て
い
う
の
み
で
あ
る
。
性
も
心
も
情
も
そ
れ
ぞ

冒
頭
の
注
に
お
い
て
、
明
徳
は
「
虚
霊
不
妹
、
以
具
衆
理
而
応
万
事
者
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
訪
問
類
』
の
右
の
引
用
(
こ

み
え
る
)
で
は
、
明
ら
か
に
心
の
未
発
に
し
て
全
体
な
る
者
は
性
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
権
近
が
心
を
も
っ
て
直
ち
に

理
気
妙
合
、
虚
按
一
四
洞
徹
、
神
明
の
舎
と
し
て
い
る
の
は
、
朱
子
に
お
け
る
心
の
未
発
(
と
し
て
の
性
)
の
閣
を
指
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
近
が
、
朱
子

」
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
朱
子
は

の
巻
に
は
他
に
も
間
趣
旨
の

よ
り
も
人
の
心
の
妙
用
を
積
極
的
に
把
え
、

心
の
木
来
の
姿
を
強
調
簡
明
し
た
点
に
お
い
て
、
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
元
来
、
朱
子
の
性
・
心

の
定
義

説
明

は
非
常
に
複
雑
多
岐
で
、
全
体
的
な
論
理
と
そ
れ
ら
の
関
連
を
把
握
す
る
こ
と
は
悶
難
で
あ
る
が
、
権
近
は
端
的
に
心
の
本
然
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、

入
門

初
学
者
に
も
理
解
し
易
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
彼
は
右
の
文
に
続
い
て
、

J心
カ1

に
拘
せ
ら
れ
、
物
欲
に
蔽
わ
れ
る
と

そ
の
用
は
時
と
し
て
昏
ま
さ
れ

る
、
学
者
は
ま
さ
に
敬
も
っ
て
内
を
直
に
す
べ
し
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
権
近
は
朱
子
に
お
け
る
心
の
未
発
の
面
の
み
を
説
い
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
も
ま

た
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
権
近
の
思
想
で
注
目
す
べ
き
は
、

心
を
「
理
の
源
」
と

は
性
で
あ
り
、
性
が
発
し
て
情
と
な
る
の
は
「
心
の
用
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
心
」
字
に
つ
い
て
い
え
ば
、
右
側
の
ふ
…
が
そ
れ
に
充
て
ら
れ
る
。
ま
た
、
左
の
一
点

四
端
・
七
情
論
で
あ
る
。
ま
ず
権
近
は
、

の
字
を
説
く
と
き
、

の
澱
」
と
に
分
け
る
。
「
理
の
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史
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四

に
か
け
て
、
こ
れ
を
「
ひ
か
ゐ
レ
わ
い
齢
、
c
b
b
」
に
か
た
ど
り
、
同
じ
く
「
心
の
用
」
の
他
の

一
面
と
す
る
。
心
の
発
す
る
と
き
、
性
命
に
原
づ
け
ら
れ
る
も
の
を
「
道

心
」
と
い
い

こ
れ
を
骨
b
R
W
小
レ
か
、
「
そ
の
初
め
は
不
善
あ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
端
は
微
か
に
し
て
見
統
し
。
故
に
日
く
、
道
心
は
こ
れ
微
な
り
と
。
必
ず
ま
さ
に

敬
を
主
と
し
て
以
っ
て
こ
れ
を
拡
充
す
べ
し
口
」
と
い
う

D

他
方
、
「
そ
の
形
気
よ
り
発
す
る
も
の
」
を
人
心
と
し
、
意
に
属
せ
し
め
「
そ
の
幾
に
善
あ
り
思
あ
り
、
そ
の

・と

F』

勢
は
危
く
し
て
墜
ち
ん
と
欲
す
。
放
に
日
く
、
人
心
は
こ
れ
危
し
と
。
必
ず
ま
さ
に
敬
を
主
と
し
て
以
っ
て
こ
れ
を
克
治
し
、
人
欲
の
茄
を
過
め
、
天
理
の
正
を
充
た
す

ベ
し
。
」
と
い
う
。

以
上
か
ら
し
て
、
権
近
は
、

心
を
理
の
源
l

性
!
情

i
道
心
の
商
と
、

気
の
源
|
意
l

人
心
の
国
と
の
両
面
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
最
も
重
要
な

こ
と
は
、
権
近
、が
心
の
用
を
「
情
」
と
「
意
」
に
分
け
、
情
に
不
詳
は
な
い
が
、
意
の
幾
(
き
ざ
し)、

つ
ま
り
心
が
発
し
て
志
と
な
る
き
ざ
し
の
と
こ
ろ
を
み
る
と
諮
問.忠

が
あ
る

l
!と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
づ
入
学
図
説
』
の
「
性
」
の
説
明
の
あ
と
に
、
彼
は
学
者
と
の
間
仙
台
の
形
で
こ
の
「
凶
説
」
全
体
に
対
す
る
一
員

問
と
応
答
を
掲
げ
て
い
る
が

そ
の
中
に
次
の
一
文
が
あ
る
。

こ
れ
を
採
っ
て
い
ま
す
。
今
、
先
生
は
、

は
H

原
性
H

に
お
い
て
、
礼
蓄
に
基
づ
き
、
喜
怒
哀
楽
愛
思
欲
の
七
者
を
、
性
が
発
動
し
た
と
こ
ろ
の

H

情
H

と
し
て
お
り
、
ま
た
程
子
も

な
ら

七
情
を
心
の
下
に
列
べ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。

四
端
を
も
っ
て
性
の
発
用
に
属
せ
し
め
、

〈
間
〉
昔
、
韓
子
(
愈
)

〈
答
〉
七
者
の
働
く
と
き
、

人
に
は
本
来
当
然
の
則
が
あ
る
。
そ
れ
が
発
用
し
て

J
即
に
中
る
も
の
H

は
中
庸
の
所
謂

f
語
道
の
和
H

で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
し
て
性

心
が
発
用
し
て

H

節
に
中
ら
な
い
も
の
H

も
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
こ
れ
を
も
っ
て
性
の
発
用
と
い
い
、
四
山
川
と
井
せ
て

し
め

情
の
中
に
列
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
口
故
に
心
の
下
に
列
べ
て
、
そ
の
発
用
の
際
に
節
に
中
る
も
の
と
中
ら
な
い
も
の
と
が
あ
る
こ
と
を
見
し
、
学
者
を
し
て
明
祭

お
お

そ
の
中
が
動
い
て
七
怖
が
発
出
す
る
。
情
す
で
に
織
ん
に
し
て
そ
の
性
は
脳
わ
れ
る
H

と
い

の
発
用
で
な
い
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
、

せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
況
ん
や
程
子
は

H

外
物
が
触
れ
て
中
に
動
き
、

っ
た
が
、
こ
れ
を
性
の
発
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る

D

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
権
近
の
性
・
心
・
情
・
意
等
に
関
す
る
所
説
は
、

凡
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

A 
① 

心
は
「
理
の
源
」
で
あ
り
、
性
で
あ
る
。

② 

a 

命

に
原
い
た
心
の
発
用
は
情
。
心
の
用
で
あ
る
。



B 
，3) 

こ
の
情
は
凶
端
で
あ
り
、

そ
の
初
め
に
不
善
は
な
い
。
こ
れ
を
道
、
じ
と
い
う
。

④ 

そ
の
端
は
微
か
で
見
難
い
か
ら
、
「
道
心
は
こ
れ
微
な
り
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤ 

道
心
は
、
敬
を
主
と
し
て
こ
れ
を
拡
充
す
べ
し
。

① 

心
は
「
気
の
源
」
で
あ
る
。

② 

形
気
よ
り
生
じ
た
も
の
を
意
と
い
う
。
心
の
用
で
あ
る
。
人
、
い
と
い
う
。

明

意
の
幾
(
心
が
発
用
し
て
意
と
な
る
き
ざ
し
の
と
こ
ろ
)

一
r

}

十」匹

あ
る
。
喜
怒
亥
催
愛
忠
欲
の
七
者
が
そ
れ
で
あ
る
。

④ 

七
者
が
発
用
し
て
節
に
中
る
も
の
は
普
。
性
の
発
用
に
他
な
ら
ぬ
。
中
庸
の
達
道
の
和
。

⑤ 

七
者
が
発
用
し
て
節
に
中
ら
ぬ
も
の
は
不
善
。

⑥ 

人
心
発
用
の
勢
は
危
く
し
て
墜
ち
ん
と
す
る
か
ら
、
「
人
心
は
こ
れ
危
し
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

⑦ 

人
心
は
、
敬
を
主
と
し
て
こ
れ
を
克
治
し
、
人
欲
の
崩
し
を
過
め
天
理
の
正
を
充
た
す
べ
し
。

こ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
の
性
・
心

心
が
未
発
の
と
き
、
そ
の
全
体
を
指
し
て
言
え
ば
性
、

情
論
の
要
点
を
示
す
と
以
下
の
通
り
。

心
が
己
に
発
し
て
妙
れ
た
用
を
す
る
者
は
情
。
(
既
出
)

① ② 

心
に
体
と
用
が
あ
る
。
未
発
の
前
は
体
、

性
理
二
・
性
心
情
意
等
名
義

己
発
は
用
。
(
朱
子
話
類
・
巻
五

③ 

性
は
未
動
、

己
動
を
包
む
。
心
の
未
勤
を
性
、

己
動
を
情
と
い
う
。
所
謂
心
は
性
情
を
統
べ
る
。
欲
は
惜
の
発
用
。
心
は
水
の
如
き
も

情
は
己
動
。

心
は
未
動

の
。
性
は
水
の
静
な
る
状
態
。
情
は
水
の
流
れ
。
欲
は
水
の
波
繍
の
如
き
も
の
口
但
し
波
繍
に
好
ま
し
い
も
の
と
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
あ
る
。

H

我
仁
を
欲
す
H

ひ
た
す
ら

の
類
は
好
ま
し
い
も
の
。
好
ま
し
く
な
い
も
の
は
、
只
管
自
己
の
欲
望
の
み
に
は
し
っ
て
波
民
翻
浪
す
る
如
き
も
の
。
好
ま
し
く
な
い
欲
は
天
理
を
減
却
す
る
。
水

流
も
決
壊
し

る
と
こ
ろ
に
及
ぶ
。

一
五
子
が
性
を
普
と
し
た
の
は
、
情
の
正
な
る
も
の
、
性
中
よ
り
流
出
し
た
も
の
で
間
よ
り
貯
ま
し
い
も
の
。
(
向
上
)

④
 
性
に
不
善
は
な
い
。

で
は
な
い
と
い
え
ば
当
を
得
な
い
。

な
し、

O 

Jし、

一
度
発
し
て
情
と
な
れ
ば
不
善
も
あ
る
。
不
善
は
こ
の
心

(
の
発
用

心
の
本
体
に
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史
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四
回

が
流
動
し
て
不
諮
問
と
な
る
の
は
、
情
が
物
に
選
っ
て
そ
う
な
る
の
だ
。

性
は
理
の
総
名
。
仁
義
礼
智
は
皆
性
中
一
理
の
名
。
側
隠
・
翠
思
・
辞
遜
・
是
非
は
情
の
発
す
る
所
の
名
。
こ
れ
は
情
の
性
よ
り
出
て
菩
な
る
も
の
。
そ
の
端
の

発
す
る
所
は
甚
だ
微
で
あ
る
が
、
皆
こ
の
心
か
ら
出
た
も
の
。
:
:
:
性
は
別
に
一
物
が
心
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
c

心
が
そ
の
主
を
失
え
ば
不
善
と
な
る
。

(
向
上
)

以
上
は
司
朱
子
一
認
知
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
彼
の
性

dし、

情
等
の
所
説
の
主
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
と
前
掲
の
権
近
の
所
説
と
を
比
較
論
的
に
考
察
す
る

と
、
凡
そ
次
の
こ
と
が
い
え
る
。

即
ち
、
権
近
が
心
に
つ
い
て
「
理
の
源
」
「
気
の
源
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
極
め
て
独
創
的
な
定
義
の
仕
方
で
、
朱
子
な
い
し
宋
代
学
者
の
言
及
し
得
な
か
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
も
、
朱
子
を
始
め
と
す
る
宋
学
の
所
説
か
ら
し
て
、
こ
の

に
は
前
掲
朱
子
の
一
所
説
①
②
に
一
ぬ
け
る
体
用
の
思
想
も
含
ま
れ
て
お
り
、
極
め
て
適

切
な
理
解
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
権
近
、
が
、

心
に
お
け
る
理
の
源
と
し
て
の
性
(
命
)
に
原
づ
く
発
用
の
み
を
情
・
四
端
と
し
、
情
に
不
善
は
な
い
と
述
べ
て
い

る
の
に
対
し
、

は
前
掲
①
で

が
己
に
発
し
て
妙
れ
た
用
を
す
る
者
は

と
い
っ
て
お
り
『
こ
れ
は
当
然
回
端
と
し
て
の

の
側
面
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
、
権
近
の
右
の
理
解
は
妥
当
で
あ
る
。

た
だ
し
、
朱
子
は
喜
怒
哀
楽
等
を
情
と
し
、

そ
の
未
発
を
性
と
し
て
お
り
(
中
庸
章
句
注
)
、
従
っ
て
、

心
の
己
発
と
し
て

。コ

に
は
諮
問
も
不
善
も
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
権
近
は
既
述
の
如
く
、
性
の
発
た
る
惜
の
み
を
諮
問
と
し
、
喜
怒
哀
憐
愛
一
忠
欲
の
七
者
(
彼
は
七
情
と
は
一
一
一
一
口
わ

そ
の
節
に
中
る
も
の
の
み
を
性
の
発
、
菩
と
し
て
お
り
、
節
に
中
ら
な
い
も
の
を
不
善
と
す
る
む
た
だ
し
、
朱
子
前
掲
所
説
③
の
水
流
の
除
で
、
好

を
意
と
し
、

な
い
)

ま
し
い

好
底
)
波
と
好
ま
し
く
な
い

、
、
、
、
.
、

(
不
好
底
)
波
と
に
分
け
て
い
た
も
の
が
、
権
近
の
中
節
・
不
中
節
の
意
に
相
当
す
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
権
近
が

附
に
一
小
善
な
く
、
意
の
幾
に
諮
問
・
不
詳
あ
り
と
し
、

さ
ら
に
情
を
性
の
発
と
し
て
道
心
に
属
せ
し
め
、
意
を
人
の
形
気
(
心
の
気
の
源
)

よ
り
生
ず
る
も
の
と
し
て
人
心

に
印
刷
せ
し
め
て
い
る
の
は
、
朱
子
の
整
理
し
言
及
し
得
な
か
っ
た
権
近
思
想
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
口

さ
ら
に
、
権
近
が
性
の
発
用
に
か
か
る
情
を
も
っ
て

と
し

こ
れ
を
敬
に
よ
っ
て
拡
充
す
べ
し
と
い
い
、
他
方
形
気
よ
り
生
ず
る
意
を
人
心
と
し
、
必
ず
敬
を
も

、
、
、
、
、
、
、
、

・
情
等
を
単
に
分
解
分
析
し
て
心
理
的
に
説
明
す
る
こ
と

っ
て
克
治
し
、
人
欲
の
加
を
と
ど
め
て
天
理
の
正
を
充
足
す
べ
し
と
し
た
の
は
、
彼
が
人
間
に
お
け
る
性
・
心

を
も
っ
て
能
事
終
れ
り
と
せ
ず
、

か
か
る
性
心
情
論
を
、
敬
を
主
と
し
た
実
践
・
修
養
と
密
娃
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
主
要
な
関
心
を
も
ち
、

そ
こ
に
力
点
を
置
い
て
い

た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
朱
子
と
て
、

決
し
て
実
践
・
修
養
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
朱
子
の
性
心
情
の
所
説
は
『
誌
類
』
の
表
現
等
を
み
る
と
概
し
て
説



明
的
で
あ
る
の
に
比
し
、
権
一
近
の
思
想
は
、

そ
の
初
め
か
ら
械
め
て
強
い
実
践
的
関
心
に
支
え
ら
れ
た
心
理
論
を
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
李
朝
儒
学
の
特
性
を
形

成
す
る
出
鰯
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
白

次
に
注
目
す
べ
き
は
、
権
近
に
お
け
る
心
の
二
耐
性
の
強
調
、
即
ち
「
理
の
源
」
性
l

情

i
道
心
と
、
「
気
の
源
」
!
意
l

人
心
と
の
両
面
に
わ
た
る
所
説
は
、

や

が
て
鄭
秋
惜
の
『
天
命
図
説
』
に
お
け
る
「
四
端
発
於
迎
、
七
情
発
於
気
」
の
説
に
繋
る
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
李
退
渓
が
こ
れ
を
是
認
・

継
承
し
、
遂
に
奇
高
峰
と
の
四
七
論
婦
を
展
開
せ
し
め
る
と
い

う
こ

と
で
あ
る
。
権
近
と
朱
子
と
の
関
係
か
ら
、
思
想
史
的
に
み
た
場
合
、
十
字
退
渓
と
奇
高
…
昨
の
四
七
論

野
の
具
体
的
な
論
理
的
内
容
は
、
改
め
て
検
討
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
李
退
渓
も
『
型
学
十
国
』
の
「
第
六
心
統
性
情
図
」
説
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
「
・

子
思
所
訪
中
節
之
情
、
茂
子
所
部
四
端
之
情
:
:
・
」
と
述
べ
、
権
近
の
思
想
を
端
的
に
継
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
の
あ
と
、
李
退
渓
は
心
性
情
論
を
理
気
論

其
を
一
口
性
既
如
此

ト
し
ん
止
仁
、兵
巳
行
川
ー
丸
川
ぷ
司
、

止
'E
主
v
ブ
一
打
ヴ
n

作

、
、
、
、
、
、
、

亦
皆
指
其
苔
而
一
宮
一
口
、
如

と
の
関
連
に
お
い
て
「
四
端
之
情
、

理
発
而
気
随

七
者
之
柄
、

気
発
而
理
乗
之
、

:
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
性
心
情
論
の
中
核
は
あ
く
ま
で
右
に
引
用
し

た
権
近
思
想
継
承
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
李
退
渓
は
、
同
じ
く
『
聖
学
十
図
』
中
「
第
四
大
学
問
」
の
附
説
に
お
い
て
「
右
孔
氏
遺
書
之
首
章
、
国
初
臣
権
近

下
土

g

，f
l
l
H
μ
rト
f
L
H

-」

と
述
、
べ

、
法
干
の
字
句
修
正
を
施
し
た
の
み
で
権
近
の
『
入
学
図
説
』
中
の

「大
学
之
図
」
を
採
用
し
て
い
る
。
十
字
返
渓
は
明
ら
か
に
『
入
学
図
説
』

を
読
み

こ
れ
に
擬
し
て
「
十
一
凶
」
を
作
製
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
入
学
図
説
』
と
『
聖
学
十
図
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
筆
者
の
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

結
語
に
か
え
て

以
上
、
権
近
の
『
入
学
図
説
』
を
中
心
に
し
て
、
彼
が
宋
代
性
理
学
、

わ
け
で
も
そ
の
集
大
成
た
る
朱
子
学
を
い
か
に
理
解
受
容
し
た
か
、

ま
た
そ
の
過
程
に
お
い

て

い
か
な
る
独
創
的

個
性
的
思
想
を
提
示
し
た
か
、
等
に
つ
い
て
述
べ
た
。
権
近
は
麗
十本

鮮
初
の
儒
学
者
と
し
て
、
安
則
等
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
朱
子
学
を
内

在
化
し
、
「
東
方
性
理
学
」
の
確
立
に
功
績
の
あ
っ
た
牧
隠
及
び
鄭
三
峰
等
の
学
問
を
継
承
し
、
さ
ら
に
彼
の
独
創
的
な
所
説
を
加
え
な
が
ら
、
李
朝
初
期
の
性
理
学
展
開

の
要
お
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
{
尚
一蹴
朝
の
忠
烈
壬
(
在
位
二
一
七
五
J

一
三

O
八
)

の
頃
か
ら
始
ま
る
儒
学
振
興
策
と
そ
れ
に
と
も
な
う
折
仏
老
策
の
中
で
、
権

近
も
忠
利
心
的
に
牧
隠
、
鄭
三
峰
等
の
影
響
を
受
け
つ
つ
異
端
排
除
の
姿
勢
を
示
し
た
。
し
か
し
、
鄭
一
一
一
峰
は
「
心
気
盟
三
篇
」
を
若
し
、
「
道
学
を
明
か
に
し
て
呉
川
崎
を

関
け
る
こ
と
を
も
っ
て
己
が
任
」
(
権
近
の

「心
気
理
三
篇
註
序
'一)と
し
な
が
ら
も
、

ま
ず
(
仏
老
)
一
一
氏
の
旨
を
明
か
に
し
て
、
折
す
る
に
五
日
が
道
の
正
を
も
っ
て
し
た
の

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

四
五



権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

四
六

で
、
聞
く
者
は
蒙
を
啓
い
て
呉
川
崎
の
徒
も
こ
れ
に
化
し
た

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
極
端
な
異
端
排
撃
を
強
行
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
権
近
も
、
『
陽
村

(
向
上
註
序
)

王
政
之
所
先
、
利
物
済
生
、

集
』
に
み
ら
れ
る
如
く
、
筏
端
な
排
仏
老
主
義
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
陽
村
集
巻
十
二
、
津
寛
寺
水
陸
社
造
成
記
に
は
「
報
本
追
迷
、

聖
帝
明
王
之
道
、
尊
祖
敬
宗
以
慶
其
孝
、
博
施
済
衆
以
康
其
仁
、
其
所
以
報
本

釈
教
之
所

J

夏
、
二
者
雌
妹
、
皆
仁
心
之
発
、
而
孝
慈
之
誠
、
所
不
能
自
己
者
也
、
昔
者
、

可
謂
弘
尖
、
:
:
:
」
と
あ
っ
て
、
彼
は
む
し
ろ
儒
仏
折
衷
的
立
場
さ
え
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
権
近
思
想
の
歴
史
的
性
格
の
一
端
を
一
不

者
、
可
謂
至
、
而
利
物
者
、

し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
本
稿
の
初
め
に
も
述
、
べ
た
如
く
、
権
近
は
李
朝
創
開
期
か
ら
政
治
的
に
も
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
の
で
、
幾
篇
か
の
極
め
て
重
要
な
「
上
書
」
を
奉
じ
、
儒
家

及
び
『
入

の
立
場
か
ら
為
政
の
在
る
べ
き
所
を
上
言
し
、
諌
言
も
厭
わ
な
か
っ
た
。
紙
数
の
都
合
上
、
論
述
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
『
陽
村
集
』
に
録
さ
れ
た
資
料
、

下
、
「
無
逸
之
図
」
等
に
示
さ
れ
た
諸
説
等
に
よ
っ
て
、
権
近
に
お
け
る
李
朝
初
期
の
性
理
学
が
、
国
家

人
倫
の

学
図
説
』
中
の
「
洪
範
九
時
岬
天
人
合
一
之
図
」
上

具
体
に
如
何
に
か
か
わ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、

こ
の
一
面
か
ら
も
権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
及
び
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

、注

防
村
集
・
巻
四
十
・
行
状
・
牧
隠
先
生
率
文
靖
公
行
状

2 

|司
」二

3 

!可
J二

巻
十

序
類
・
郷
三
峰
道
伝
文
集
序

4 

問
減
渓
集

巻
一
・
朱
子
大
極
図
説
解

(
5
 

朱
子
高
類

巻
第
一
・
理
気
上
・
太
町
四
天
地
上

6 

向
上

7
)
 
米
子
文
集
・
巻
三
十
・
七
・
答
程
可
久

(
8
)
 
拙
著
・
『
無
為
自
然
か
ら
作
為
積
磁
へ
|
庶
宋
間
に
お
け
る
思
想
の
展
開
と
そ
の
歴
史
的
性
格

l
』
第
四
編
・
第
五
輩
、
五
一
二
頁
以
下
参
照

拙
著
『
朱
喜
一
と
王
陽
明
l
物
と
心
と
理
の
比
較
思
想
論
|
』
第
三
章
、

一
O
七
頁
以
下
参
照

(
9〉

未
子
文
集
・
巻
六
十
七
・
明
道
論
性
書
「
所
裏
之
気
、
所
以
必
有
善
悪
之
珠
者
、
亦
性
之
理
也
、
蒸
気
之
流
行
、
性
為
之
主
、
以
其
気
之
或
純
或
駁
、
而
菩
怒
分
一
君
、
故
非
性
中
本

有
二
物
相
対
也
、
然
気
之
悪
者
、
其
性
亦
無
不
諮
問
、
故
悪
亦
不
可
謂
之
性
也
、
.

蓋
天
下
無
性
外
之
物
、
本
皆
諮
問
問
流
於
忠
耳
、
」

10 

近
思
録
・
巻
二
・
為
学
類
、
巻
四
・
存
養
類
参
昭
一



11 

朱
子
話
類
・
巻
五
・
性
理
二
・
性
心
情
意
等
名
義

光
明
疑
問
刷
、
」

朱
子
話
類
・
向
上
「
心
与
理
一
、
不
是
現
在
前
回
為
一
物
、
理
使
在
心
之
中
、
心
包
帯
不
住
、
説
到
此
白
好
笑
、
恰
似
那
蔵
、
相
似
除
了
経
図
、
裂
前
貼
殿
、
四
方
八
師
、
皆
如
此

12 

用
者
一
一
一
一
口
之
、
則
情
血
、
然
心
統
性
稿
、
口
ハ
就
開
愉

同
上
「
心
之
全
体
、
湛
然
慮
明
、
万
型
具
足
、
似
二
議
私
欲
之
問
、
其
流
行
該
一
術
、
賀
乎
動
静
市
妙
用
、
又
加
熱
不
在
駕
、
故
以
其
未
発
而
全
体
者
一
吉
之
、
則
性
也
、
以
其
日
発
而
妙

13 14 

陶
山
全
書
・
一

続
丙
柴
・
一
九
八
頁

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

物
之
中
、
指
日
発
未
発
問
為
一
一
一
一
口
樹
、
非
日
一
心
性
訂
正
一
箇
地
頭
、
心
是
一
筒
地
問
、
情
又
是

街
地
頭
、
加
此
懸
隔
也
、
」

四
七



On the Historical Meaning of Gweon Keun's Thought 

Susumu TAKAHASHI 

As a Confucianist in the end of Koryo and in the early Yi dynasty， Gweon Ke-

un (権近)succeeded the studies made by Mok Eun (牧隠)and Cheon Sambong (鄭

三峰)， et. a1. who were credited with the establishment of the“Learning of Human 

Nature and Principle to tbe East of China (1東方性理学J)"，inher山-in冶g the do恥ctrユ工r旬.

OぱfCh刊u1託:1.S討iaccepted b同コ九yAn 1日-Iyang( 安E哨!向iU);and as he added hi泊sown oriほgi凶na討1tbou-

ght胎s，he played the important role for the development of the "Iearning of the Hu・

man Nature and Principle" in the early Yi dynasty. 

1n this paper， 1 discussed bow Gweon Keun accepted and understood the doctrト

nes of Ch u Hsi and Confucianism in Sung dynasty， and a1so what kind of original 

thought he had presented in its process. 

日Thatis signi五cantin Gweon keun's thoughts is，日rstly，that he did not take 

Chu Hsi's， but ChOLl Lien-chi's assertion in the understanding of the “Diagram of 

the Supreme Ultimate ([f太極図説~)"， and that Gweon indubitably expl局essed that a11 

things日owOut of the Supreme Ultimate. 

Secondly， he placed“reverence (敬)"as a key to the concrete practice of unify-

ing heaven and human beiηg， and moreover he considered“reverence" as a symbol 

of unincation of ontological principle and practical one in etbical meaning. 

What Gweon elucidated as follows is the third importance: Issuance of nature 

(性)in human being would become emotion (情)， and since there is no emotion 

which is no蜘Good(不善)， thus it can be called "universal mind of the way (道心，

Taoぺisin);intention (意， yi) is induced from hsin-ch'i (形気)or origin of mind， and 

si.nce the moment of induction is either Good (善)or no叩Good，thus it can be called 

“human mind (人心) jen-hsin)円 no-Goodin intention should be overcome through 

practice and cultivation of the self， based on“reverence". 

These above mentioned three points inftuenced largely upon Yi T'oegye's thou-

ght. 

権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

四
;¥. 
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