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本
語
要
旨

　

本
稿
は
中
国
南
宋
時
代
の
思
想
家
、
陸
九
淵
と
陳
亮
に
焦
点
を
あ
て
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
陸
九
淵
と
陳
亮
は
と
も
に
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
朱
熹

と
論
争
を
繰
り
広
げ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
の
研
究
で
は
、
陸

九
淵
は
自
ら
の
心
の
内
面
を
、
陳
亮
は
外
界
の
事
象
（
歴
史
や
現
実
問

題
）
を
語
る
こ
と
を
重
視
し
た
正
反
対
の
思
想
の
持
ち
主
で
あ
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
、
相
互
に
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
両
者
の
心
や
理
、
道
と
聖
人
に
関
す
る
考

え
方
に
着
目
し
た
。
彼
ら
は
と
も
に
心
や
理
、
道
を
普
遍
的
、
通
時
的
な

も
の
と
と
ら
え
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
後
世
の
人
間
と
古
の
聖
人
と
の
一
貫

性
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た
つ
ゆ
え
に
、
聖
人
と
の
境

界
が
曖
昧
に
な
り
、
そ
れ
に
至
る
べ
く
学
問
修
養
を
す
る
意
味
が
薄
れ
て

し
ま
う
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
、
軽
々
し
く
聖
人
到
達
を
口
に
し
な
い
朱

熹
と
の
対
立
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
何
故
、
陸
九
淵
と
陳
亮
が
以
上
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
に

至
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
心
や
理
、
道
に
お
け
る
聖
人
と
の
一
貫
性

を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
踏
み
外
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
意
識
を
先
鋭

化
さ
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
両
者
の
示
す
興
味
関
心
は
異

な
る
も
の
の
、
彼
ら
の
思
想
に
は
以
上
の
よ
う
な
共
通
す
る
発
想
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

１.

は
じ
め
に

　

中
国
南
宋
時
代
の
思
想
は
、
一
般
的
に
朱
熹
（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）

の
学
（
朱
子
学
）
を
中
心
に
語
ら
れ
る
が
、
同
時
に
陸
九
淵
（
一
一
三
九

〜
一
一
九
二
）
や
陳
亮
（
一
一
四
三
〜
一
一
九
五
）
ら
の
学
も
隆
盛
を
極

め
て
い
た
。
こ
の
う
ち
陸
九
淵
は
自
己
の
心
の
内
面
に
、
陳
亮
は
歴
史
や

現
実
問
題
に
偏
向
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
批
判
し
、
均
衡
を
図
っ

た
の
が
朱
熹
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
陸
九
淵
と
陳
亮
は
、

朱
熹
を
挟
ん
で
あ
る
い
は
心
の
内
面
を
、
あ
る
い
は
外
界
の
事
象
を
語
る

こ
と
に
傾
斜
し
た
、
正
反
対
の
方
向
性
を
持
っ
た
思
想
の
持
ち
主
だ
と
図

式
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
陸
九
淵
の
出
身
地
で
あ
り
、
そ
の
教
育
の
拠
点
で
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も
あ
っ
た
江
西
の
地
に
は
、
当
時
既
に
永
康
陳
亮
の
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た

と
い
う
１

。
ま
た
時
に
浙
江
の
学
の
伝
統
は
、
陸
九
淵
の
門
弟
（
楊
簡
や
袁

燮
）
ら
に
よ
る
心
学
と
、
陳
亮
と
親
交
の
あ
っ
た
永
嘉
の
諸
氏
（
薛
季
宣

や
葉
適
）
ら
に
代
表
さ
れ
る
史
学
の
融
合
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
２

。

こ
れ
ら
の
議
論
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
置
く
が
、
陸
九
淵
と
陳
亮
の
思

想
に
は
何
ら
か
の
親
和
性
が
あ
り
、
相
互
に
連
結
す
る
要
素
を
内
包
し
て

い
た
と
考
え
る
の
は
、
あ
な
が
ち
見
当
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も

陸
九
淵
と
陳
亮
は
、
朱
熹
の
論
敵
の
代
表
格
と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
。

両
者
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
朱
熹
と
論
争
を
繰
り
広
げ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
ら
の
思
想
的
立
場
は
真
逆
に
あ
る
と
、
相
互
に
関
連
付
け
て

論
じ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
不
自
然
な
こ
と
で
は

な
い
か
。

　

た
し
か
に
従
来
の
研
究
で
、
陸
九
淵
や
陳
亮
の
思
想
が
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
３

。
け
れ
ど
も
こ
の
両
者
を
併
せ
て
取
り
上
げ

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
ホ
イ
ト
・
テ
ィ
ル
マ
ン
氏
は
、
そ
の
著
に
お
い
て
陸
九

淵
、
陳
亮
の
思
想
（
及
び
彼
ら
と
朱
熹
と
の
論
争
）
の
精
密
な
分
析
を
行
っ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
陸
九
淵
と
陳
亮
の
両
者
は
、
い
ず
れ
も
朱
熹
の
道
学

内
部
に
お
け
る
排
斥
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
大
き
な
観
点
の
違

い
が
あ
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
４

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
陸
九
淵
と
陳
亮
双
方
の
思
想
に
つ

い
て
、
い
く
ら
か
研
究
を
進
め
て
き
た
５

。
本
稿
で
は
、
筆
者
自
身
の
こ

れ
ら
の
成
果
を
随
時
踏
ま
え
つ
つ
、
陸
九
淵
と
陳
亮
両
者
の
思
想
に
お
け

る
発
想
の
共
通
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

２.

陸
九
淵
の
心
と
理
、
陳
亮
の
道

　

前
述
の
通
り
、
陸
九
淵
は
一
般
に
、
自
ら
の
心
の
内
面
に
傾
斜
し
た
思

想
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
陸
九
淵
は
、
心
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
の
心
は
こ
の
上
な
く
霊
妙
で
、
こ
の
理
は
こ
の
上
な
く
精
明
で
あ

る
。
人
は
皆
こ
の
心
を
持
ち
、
心
に
は
皆
こ
の
理
が
備
わ
っ
て
い
る
。

〔
人
心
至
霊
、
此
理
至
明
。
人
皆
有
是
心
、
心
皆
具
是
理
。〕『
象
山

全
集
』
巻
二
二
、「
雑
説
」
一
三
／　

頁
２７３

こ
こ
で
は
人
は
誰
し
も
霊
妙
な
る
心
や
理
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
陸
九
淵
は
、

「
四
方
上
下
を
宇
と
曰
ひ
、
往
古
来
今
を
宙
と
曰
ふ
」
と
言
う
。
宇

宙
は
す
な
わ
ち
我
が
心
、
我
が
心
は
す
な
わ
ち
宇
宙
で
あ
る
。
千
万

世
の
前
に
聖
人
が
現
れ
る
も
、
こ
の
心
、
こ
の
理
は
同
じ
で
あ
る
。

千
万
世
の
後
に
聖
人
が
現
れ
る
も
、
こ
の
心
、
こ
の
理
は
同
じ
で
あ

る
。
東
西
南
北
の
世
界
に
聖
人
が
現
れ
る
も
、
こ
の
心
、
こ
の
理
は

同
じ
で
あ
る
。〔
四
方
上
下
曰
宇
、
往
古
来
今
曰
宙
。
宇
宙
便
是
吾
心
、

吾
心
即
是
宇
宙
。千
万
世
之
前
、有
聖
人
出
焉
、同
此
心
同
此
理
也
。千

万
世
之
後
、
有
聖
人
出
焉
、
同
此
心
同
此
理
也
。
東
南
西
北
海
有
聖

人
出
焉
、
同
此
心
同
此
理
也
。〕『
象
山
全
集
』
巻
二
二
、「
雑
説
」
一

一
／　

頁
２７３

な
ど
と
、
人
の
持
つ
心
や
理
は
、
時
間
空
間
を
越
え
て
普
遍
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
聖
人
の
も
の
と
も
同
一
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
陸
九
淵
は
、

精
妙
な
る
心
や
理
を
聖
人
の
専
有
物
と
せ
ず
、
人
誰
し
も
が
等
し
く
存
す

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

一
方
陳
亮
は
、
歴
史
や
現
実
問
題
に
強
く
関
心
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。
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と
り
わ
け
淳
熙
九
年
（
一
一
八
二
）
よ
り
お
よ
そ
二
年
に
わ
た
り
、
漢
代

唐
代
の
為
政
者
達
へ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
幾
通
も
の
書
簡
を
も
っ
て
朱

熹
を
論
難
し
た
。
例
え
ば
陳
亮
は
朱
熹
に
対
し
て
、

三
代
は
道
に
よ
っ
て
天
下
を
統
治
し
、
漢
代
唐
代
は
智
力
に
よ
っ
て

天
下
を
把
持
し
た
と
言
っ
て
は
、
も
と
よ
り
人
を
納
得
さ
せ
ら
れ
ま

い
。
し
か
し
近
頃
の
諸
儒
ら
は
、
三
代
に
は
専
ら
天
理
が
、
漢
代
唐

代
に
は
専
ら
人
欲
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
天
理
と
暗
合
す
る
（
偶
然
に

一
致
す
る
）
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
長
久
た
る
こ
と
が
で
き
た
の

だ
と
い
う
。
こ
の
説
を
信
じ
る
な
ら
ば
、（
三
代
以
後
）
千
五
百
年
の

間
、
天
地
は
漏
れ
を
繕
っ
て
時
を
過
ご
し
、
人
心
は
ぼ
ろ
を
補
っ
て

日
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
な
こ
と
で
ど
う
し
て
万
物
は

盛
ん
に
、
道
は
常
に
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。〔
謂
三
代
以

道
治
天
下
、
漢
唐
以
智
力
把
持
天
下
、
其
説
固
已
不
能
使
人
心
服
。

而
近
世
諸
儒
、
遂
謂
三
代
専
以
天
理
行
、
漢
唐
専
以
人
慾
行
、
其
間

有
与
天
理
暗
合
者
、
是
以
亦
能
長
久
。
信
斯
言
也
、
千
五
百
年
之
間
、

天
地
亦
是
架
漏
過
時
、
而
人
心
亦
是
牽
補
度
日
、
万
物
何
以
阜
蕃
、

而
道
何
以
常
存
乎
。〕『
陳
亮
集
』
増
訂
本
・
巻
二
八
、「
答
朱
元
晦
秘

書
」
四
・
甲
辰
秋
書
／
下
・　

頁
３４０

と
、
漢
代
唐
代
の
為
政
者
ら
の
功
績
を
暗
合
（
偶
然
の
一
致
）
と
す
る
見

解
に
反
対
す
る
姿
勢
を
取
る
。
ま
た
そ
こ
で
の
議
論
を
総
括
し
て
、
朋
友

陳
傅
良
（
君
挙
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
（
亮
）
が
朱
熹
（
元
晦
）
と
論
争
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
三
代
や

漢
代
唐
代
の
た
め
で
は
な
い
。
こ
の
道
が
天
地
の
間
に
あ
っ
て
、
眩

い
星
や
月
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
亮
与
朱
元
晦
所
論
、
本
非
為
三
代
漢
唐
設
、
且
欲
明
此
道
在
天
地

間
如
明
星
皎
月
。〕『
陳
亮
集
』
増
訂
本
・
巻
二
九
、「
与
陳
君
挙
」
一

／
下
・　

頁
３９０

こ
こ
で
陳
亮
は
、
道
は
天
に
輝
く
星
月
の
如
く
、
い
つ
い
か
な
る
時
代
に

お
い
て
も
存
在
し
続
け
て
い
る
と
考
え
る
。
要
す
る
に
、
三
代
の
聖
賢
の

み
な
ら
ず
、
漢
代
唐
代
の
為
政
者
ら
の
統
治
も
道
に
拠
る
も
の
だ
と
見
な

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
陳
亮
は
、
道
を
三
代
の
聖
人
達

の
み
に
限
定
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
前
述
し
た
陸

九
淵
の
心
や
理
に
対
す
る
見
方
と
共
通
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
朱
熹
も
理
屈
の
上
で
は
、
道
は
通
時
代
的
な
も
の
で
あ
る
と

と
ら
え
て
い
た
。
た
し
か
に
朱
熹
は
、
道
に
三
代
と
漢
代
唐
代
と
の
区
別

が
な
い
と
、
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。

い
っ
た
い
人
は
人
で
あ
り
、
道
は
道
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
こ
に
三

代
と
漢
代
唐
代
と
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。〔
夫
人
只
是
這
箇

人
、
道
只
是
這
箇
道
、
豈
有
三
代
漢
唐
之
別
。〕『
朱
子
文
集
』
巻
三

六
、「
答
陳
同
甫
」
八
／
三
・　

頁
１６００

し
か
し
周
知
の
如
く
『
中
庸
章
句
』
序
を
始
め
、
堯
舜
以
来
の
道
統
の
伝

が
孟
子
以
後
断
絶
し
た
と
は
、
た
び
た
び
明
言
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、

儒
者
の
学
が
伝
わ
ら
ず
、
堯
、
舜
、
禹
、
文
王
、
武
王
以
来
、
継
承

さ
れ
て
い
た
心
が
天
下
に
明
ら
か
で
は
な
く
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
漢
代

唐
代
の
君
主
ら
に
は
、
暗
合
（
偶
然
の
一
致
）
す
る
時
が
な
い
で
は

な
か
っ
た
が
、
総
じ
て
利
欲
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
堯
、
舜
、

三
代
は
自
ず
か
ら
堯
、
舜
、
三
代
、
漢
の
高
祖
や
唐
の
太
宗
は
自
ず

か
ら
漢
の
高
祖
や
唐
の
太
宗
で
、
結
局
一
つ
に
で
き
な
い
理
由
で
あ

る
。〔
以
儒
者
之
学
不
伝
、
而
堯
舜
禹
湯
文
武
以
来
転
相
授
受
之
心
不

明
於
天
下
、
故
漢
唐
之
君
雖
或
不
能
無
暗
合
之
時
、
而
其
全
体
却
只

在
利
欲
上
。
此
其
所
以
堯
舜
三
代
自
堯
舜
三
代
、
漢
祖
唐
宗
自
漢
祖

唐
宗
、
終
不
能
合
而
為
一
也
。〕
同
前
／
三
・　

頁
１６００
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な
ど
と
、
ま
し
て
や
漢
代
唐
代
の
為
政
者
ら
に
、
堯
舜
以
来
の
道
や
心
が

継
承
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
垣
内
景
子
氏
に
拠
れ
ば
、
朱
熹
は
そ
の
修
養
論
の
性
質
上
、

人
間
を
聖
人
と
非
聖
人
の
中
間
に
位
置
付
け
、
聖
人
到
達
を
軽
々
し
く
口

に
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
警
戒
し
た
。
学
問
修
養
は
「
終
わ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
学
ぶ
者
は
聖
人
に
な
っ
た
と
は
表
明
し
な

い
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
朱
熹
は
禅
や
陸
学
を
執
拗
に
批
判
し
た
の

だ
と
い
う
６

。
陸
九
淵
と
て
学
問
修
養
の
不
要
を
説
い
た
わ
け
で
は
な
い
７

が
、
聖
人
と
自
ら
の
心
や
理
の
一
貫
性
を
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
我
々
人

間
と
聖
人
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
、
た
し
か
に
聖
人
に
至
る
べ
く
学
問

修
養
を
す
る
意
味
が
見
出
し
難
く
は
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
陳
亮
も
ま
た
、
三
代
の
聖
人
と
漢
代
唐
代
の
為
政
者
ら

に
貫
通
す
る
道
を
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
陸
九
淵
と
形
は
異
な
る
も
の
の
、

聖
人
と
の
境
界
を
脅
か
す
議
論
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
朱
熹
は
、
陳
亮
の
見

解
を
一
言
で
、

貴
方
の
お
教
え
に
は
云
々
あ
る
が
、
概
し
て
言
え
ば
、
漢
代
唐
代
を

尊
崇
し
て
三
代
と
異
な
ら
な
い
と
す
る
か
、
三
代
を
貶
損
し
て
漢
代

唐
代
と
異
な
ら
な
い
と
す
る
か
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。〔
来
教
云

云
其
説
雖
多
、
然
其
大
概
不
過
推
尊
漢
唐
以
為
与
三
代
不
異
、
貶
抑

三
代
以
為
与
漢
唐
不
殊
。〕
同
前
／
三
・　
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と
ま
と
め
、
古
の
三
代
の
聖
賢
と
、
後
の
漢
代
唐
代
の
為
政
者
ら
と
の
同

一
視
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
陸
九
淵
と
陳
亮
は
、
あ
る
い
は
自
ら

の
心
の
内
面
へ
、
あ
る
い
は
歴
代
為
政
者
ら
へ
と
、
異
な
る
興
味
関
心
を

示
す
が
、
そ
こ
に
結
果
と
し
て
、
聖
人
と
我
々
後
世
の
人
間
と
の
距
離
を

狭
め
て
い
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
発
想

を
持
っ
て
い
た
点
は
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
陸
九
淵
、

陳
亮
双
方
の
い
ず
れ
も
に
朱
熹
と
の
軋
轢
が
生
じ
た
原
因
で
あ
り
、
こ
の

点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
朱
熹
の
陳
亮
批
判
は
、
そ
の
陸
九
淵
批
判
と
同

様
の
枠
組
み
で
説
明
し
得
る
の
で
あ
る
。

３.

聖
人
と
の
一
貫
性
を
言
う
こ
と
の
効
果

　

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
陸
九
淵
と
陳
亮
の
思
想
に
つ
い
て
、
と
り
わ

け
心
や
理
、
道
と
い
っ
た
概
念
に
着
目
し
て
分
析
し
て
き
た
。
両
者
は
自

ら
が
、
も
し
く
は
歴
代
為
政
者
ら
が
、
心
や
理
、
道
に
お
い
て
聖
人
と
貫

通
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
た
め
、
そ
こ
に
結
果
と
し
て
、
聖
人
と
後

世
の
人
間
と
の
距
離
を
狭
め
て
い
く
性
格
が
窺
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

い
ま
一
つ
問
題
と
し
た
い
の
は
、
彼
ら
が
聖
人
と
の
一
貫
性
を
説
い
た
そ

も
そ
も
の
理
由
で
あ
る
。
両
者
が
そ
れ
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
目
論
ん
だ

効
果
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
は
陸
九
淵
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
以
下
は
、
陸
九
淵
が
『
論
語
』

述
而
篇
「
道
に
志
し
、
徳
に
拠
り
、
仁
に
依
り
、
芸
に
遊
ぶ
」
句
を
解
釈

し
た
箇
所
で
あ
る
。

聖
人
の
為
す
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
常
人
は
尽
く
為
す
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
ま
た
為
す
と
こ
ろ
も
あ
る
。
聖
人
の
為
さ
な
い
と

こ
ろ
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
常
人
は
皆
ま
で
為
さ
な
い
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
ま
た
為
さ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
聖
人
の
為
す
と
こ
ろ
を

為
し
、
聖
人
の
為
さ
な
い
と
こ
ろ
を
為
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と
、
我
々
は
皆
天
地
の
中
を
受
け
、
一
心
の
霊
に
根
ざ
し
て
、
滅

ぼ
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。〔
聖
人
之
所
為
、
常
人
固
不
能
尽
為
、
然

亦
有
為
之
者
。
聖
人
之
所
不
為
、
常
人
固
不
能
皆
不
為
、
然
亦
有
不

為
者
。
於
其
為
聖
人
之
所
為
、
与
不
為
聖
人
之
所
不
為
者
観
之
、
則

─（４）　　 ─
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皆
受
天
地
之
中
、
根
一
心
之
霊
、
而
不
能
泯
滅
者
也
。〕『
象
山
全
集
』

巻
二
一
、「
論
語
説
」
／　

頁
２６４

前
述
の
通
り
陸
九
淵
は
、
人
は
誰
し
も
聖
人
と
同
じ
く
、
霊
妙
な
る
心
や

理
を
備
え
て
い
た
と
考
え
て
い
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
箇
所
を
見
る
限
り
、

人
は
常
に
聖
人
と
同
様
の
行
動
を
取
れ
る
わ
け
で
な
い
。
け
れ
ど
も
時
と

し
て
聖
人
と
同
様
の
行
動
を
取
り
得
る
こ
と
も
あ
る
が
故
に
、
そ
の
点
を

も
っ
て
心
は
霊
妙
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
箇
所

で
陸
九
淵
は
、
い
く
ら
か
具
体
的
に
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

道
は
天
下
万
世
の
公
理
で
あ
り
、
人
々
が
共
に
由
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

君
主
に
は
君
主
の
、
臣
下
に
は
臣
下
の
、
父
に
は
父
の
、
子
に
は
子

の
道
が
あ
り
、
道
の
な
い
と
こ
ろ
な
ど
な
い
。
た
だ
聖
人
の
み
こ
れ

ら
の
道
を
備
え
、
故
に
君
主
と
な
っ
て
は
君
主
の
道
を
、
臣
下
と

な
っ
て
は
臣
下
の
道
を
、
父
と
な
っ
て
は
父
の
道
を
、
子
と
な
っ
て

は
子
の
道
を
尽
く
し
、
い
か
な
る
場
面
に
も
道
を
尽
く
さ
な
い
こ
と

は
な
い
。
常
人
は
そ
も
そ
も
道
を
備
え
な
い
が
、
け
れ
ど
も
尽
く
道

を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
。〔
道
者
、
天
下
万
世
之
公
理
、
而
斯

人
之
所
共
由
者
也
。
君
有
君
道
、
臣
有
臣
道
、
父
有
父
道
、
子
有
子

道
、
莫
不
有
道
。
惟
聖
人
惟
能
備
道
、
故
為
君
尽
君
道
、
為
臣
尽
臣

道
、
為
父
尽
父
道
、
為
子
尽
子
道
、
無
所
処
而
不
尽
其
道
。
常
人
固

不
能
備
道
、
亦
豈
能
尽
亡
其
道
。〕
同
前
／　

頁
２６３

こ
こ
で
は
ま
ず
道
が
天
下
万
世
の
公
理
、
人
の
共
に
由
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
続
い
て
こ
の
道
は
、
聖
人
の
み
が
常
に
備
え

得
る
の
だ
と
い
う
。
我
々
常
人
は
例
え
ば
臣
と
し
て
、
例
え
ば
父
と
し
て

と
い
っ
た
現
実
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
時
に
道
を
踏
み
外
す
こ
と
も

あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
ま
た
例
え
ば
『
論
語
』
学
而
篇
に
は
「
弟
子
入
り
て
は
則

ち
孝
、
出
で
て
は
則
ち
弟
（
悌
）」
と
あ
り
、『
孟
子
』
尽
心
篇
上
に
は

「
孩
提
の
童
、
其
の
親
を
愛
す
る
を
知
ら
ざ
る
無
く
、
其
の
長
ず
る
に
及

ぶ
や
、
其
の
兄
を
敬
ふ
を
知
ら
ざ
る
無
し
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句

を
陸
九
淵
は
し
ば
し
ば
用
い
る
が
８

、
例
え
ば
親
を
前
に
し
て
、
子
と
し

て
の
孝
を
尽
く
す
こ
と
な
ど
は
、
聖
人
で
な
く
と
も
誰
し
も
が
、
容
易
に

な
し
得
る
は
ず
の
道
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
陸
九
淵
は
、
尽
く
道
を
失
う
こ

と
も
あ
り
得
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
我
々
常
人
は

実
際
に
現
実
と
し
て
、
聖
人
の
如
く
道
に
沿
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
こ
か

ら
外
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
当
然
と
言
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
陸
九

淵
は
は
っ
き
り
と
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
、
陸
九
淵
が
自
ら
と
聖
人
と
の
心
や
理
に
お
け
る
一
貫

性
を
説
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
日
常
の
様
々
な
場
面
を
想
定
し

た
上
で
、
そ
の
う
ち
の
我
々
が
道
に
沿
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
限
ら
れ
た

場
面
を
切
り
出
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
ず
と
そ
れ
以

外
の
多
く
の
場
面
に
お
い
て
は
、
我
々
は
道
か
ら
外
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。
例
え
ば
陸
九
淵
は
、

道
は
宇
宙
に
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
病
弊
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
人

が
自
ら
病
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
古
の
聖
賢
は
こ
の
病
い
を
取
り

除
く
の
み
で
、
ど
う
し
て
道
を
増
減
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

〔
道
在
宇
宙
間
、
何
嘗
有
病
、
但
人
自
有
病
。
千
古
聖
賢
只
去
人
病
、

如
何
増
損
得
道
。〕『
象
山
全
集
』
巻
三
四
、「
語
録
」
上
・
２
条
、
傅

子
雲
録
／　

頁
３９５

道
は
大
な
る
も
の
だ
が
、
人
が
自
ら
小
さ
な
も
の
と
し
て
い
る
。
道

は
公
な
る
も
の
だ
が
、
人
が
自
ら
私
し
て
い
る
。
道
は
広
々
と
し
た

も
の
だ
が
、
人
が
自
ら
狭
め
て
い
る
。〔
道
大
、
人
自
小
之
。
道
公
、

人
自
私
之
。
道
広
、
人
自
狭
之
。〕『
象
山
全
集
』
巻
三
五
、「
語
録
」

─（５）　　 ─
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下
・　

条
、
包
揚
録
／　

頁

９８

４４８

な
ど
と
、
人
が
道
を
病
み
、
狭
め
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
ら
は
我
々

常
人
が
道
を
踏
み
外
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
発
言
で
あ
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
朱
熹
の
言
う
通
り
、（
た
と
え
そ
れ
が
限
定
的
で
あ
っ
た
と
し

て
も
）
自
ら
と
聖
人
と
の
一
貫
性
を
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
両
者
の
境
界

が
曖
昧
に
な
り
、
聖
人
に
至
る
べ
く
学
問
修
養
を
す
る
意
味
が
見
出
し
難

く
な
る
。
け
れ
ど
も
陸
九
淵
に
言
わ
せ
れ
ば
、
あ
え
て
聖
人
と
の
一
貫
性

を
言
う
こ
と
で
、
そ
う
と
は
な
ら
な
い
他
の
多
く
の
場
面
を
浮
き
彫
り
に

す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
聖
人
と
我
々
常
人
と
の
差
異
を
か
え
っ
て
明
確
化

さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
陳
亮
も
、
歴
代
為
政
者
ら
と
三
代
の
聖
賢
達
と
の
道
に
お
け
る
一

貫
性
を
説
い
た
が
、
実
際
に
は
歴
史
上
の
あ
ら
ゆ
る
為
政
者
が
三
代
の
聖

賢
達
の
よ
う
な
統
治
を
行
っ
て
い
た
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

曹
操
（
孟
徳
）
の
本
領
が
一
た
び
偏
る
と
、
天
下
を
把
持
す
る
も
安

定
せ
ず
、
成
功
と
失
敗
と
が
相
次
い
で
起
こ
り
、
一
向
に
手
の
施
し

よ
う
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
専
ら
人
欲
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
の
間
に
成
功
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
僅
か
な
天
理
が

行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
諸
儒
の
（
三
代
に
は
専
ら
天
理

が
、
漢
唐
に
は
専
ら
人
欲
が
行
わ
れ
た
と
い
う
）
議
論
は
、
曹
操
や

そ
れ
に
も
及
ば
な
い
人
物
ら
に
対
し
て
言
わ
れ
る
の
な
ら
ば
正
し
い

が
、
漢
代
唐
代
の
全
て
に
当
て
は
め
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
間
違

い
は
甚
だ
し
い
。
漢
の
高
祖
や
唐
の
太
宗
ら
も
、
あ
の
世
で
心
服
で

き
る
は
ず
が
な
い
。〔
曹
孟
徳
本
領
一
有
�
欹
、
便
把
捉
天
下
不
定
、

成
敗
相
尋
、
更
無
着
手
処
。
此
却
是
専
以
人
欲
行
、
而
其
間
或
能
有

成
者
、
有
分
毫
天
理
行
乎
其
間
也
。
諸
儒
之
論
、
為
曹
孟
徳
以
下
諸

人
設
可
也
、
以
断
漢
唐
、
豈
不
冤
哉
。
高
祖
太
宗
豈
能
心
服
於
冥
冥

乎
。〕『
陳
亮
集
』
増
訂
本
・
巻
二
八
、「
答
朱
元
晦
秘
書
」
四
・
甲
辰

秋
書
／
下
・　

頁
３４０

周
知
の
如
く
陳
亮
は
、
漢
の
高
祖
や
唐
の
太
宗
ら
を
絶
賛
し
た
。
彼
ら
は

た
し
か
に
三
代
の
聖
賢
達
の
如
く
、
天
理
に
沿
っ
た
統
治
を
行
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
例
え
ば
、
右
の
よ
う
に
魏
の
武
帝
（
曹
操
）
な

ど
に
対
し
て
は
、
手
厳
し
い
評
価
を
下
す
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
陳
亮
は
、

い
っ
た
い
喜
怒
哀
楽
愛
悪
は
、
天
地
よ
り
形
を
受
け
た
も
の
に
、
色

（
外
物
）
の
影
響
が
伴
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
（
喜
怒
哀

楽
愛
悪
の
）
六
者
は
、
そ
の
正
し
き
を
得
れ
ば
道
と
な
り
、
正
し
き

を
失
え
ば
欲
と
な
る
。
と
り
わ
け
君
主
は
こ
の
上
な
い
地
位
に
あ
り
、

こ
の
上
な
い
権
勢
を
奮
っ
て
お
り
、
目
や
心
は
外
物
と
と
も
に
交
わ

り
、
自
ら
の
喜
怒
哀
楽
愛
悪
の
取
り
方
も
、
一
定
で
あ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
事
態
が
逐
一
正
し
き
を
得
て
い
る
と
の
保
証

も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。〔
夫
喜
怒
哀
楽
愛
悪
、
所
以
受
形
於
天
地
而

被
色
而
生
者
也
。
六
者
得
其
正
則
為
道
、
失
其
正
則
為
欲
。
而
況
人

君
居
得
致
之
位
、
操
可
致
之
勢
、
目
与
物
接
、
心
与
事
倶
、
其
所
以

取
吾
之
喜
怒
哀
楽
愛
悪
者
、
不
一
端
也
。
安
能
保
事
事
物
物
之
得
其

正
哉
。〕『
陳
亮
集
』
増
訂
本
・
巻
九
、「
勉
彊
行
道
大
有
功
」
／
上
・

　

頁
１０１

と
言
い
、
と
り
わ
け
人
の
上
に
立
つ
為
政
者
は
自
ら
の
持
つ
地
位
や
権
力

に
翻
弄
さ
れ
、
道
（
こ
こ
で
は
喜
怒
哀
楽
愛
悪
の
感
情
を
正
し
く
発
揮
す

る
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
る
）
に
沿
っ
た
統
治
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
陳
亮
は
、
歴
代
為
政
者
ら
の
多
く
は
道
を
踏
み

外
し
た
暴
君
で
あ
り
、
道
に
適
っ
た
賢
帝
の
方
が
か
え
っ
て
稀
で
あ
る
と

認
め
て
い
た
。
実
際
の
歴
史
を
鑑
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
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陳
亮
は
は
っ
き
り
と
こ
の
事
実
を
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
そ
こ
で
あ
え
て
道
の
通
時
代
性
を
説
く
こ
と
は
、
い
つ
い
か
な
る

時
代
に
お
い
て
も
道
に
合
致
し
た
統
治
は
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
た

は
ず
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
立
て
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
と
は
い
え
あ
ら
ゆ

る
為
政
者
が
そ
れ
に
合
致
し
て
い
た
と
も
到
底
言
え
な
い
の
で
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
三
代
以
後
の
歴
代
為
政
者
一
人
一
人
に
つ
い
て
、
そ
の
統
治
が

道
に
適
っ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
陳
亮
の
残

し
た
膨
大
な
歴
史
著
述
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
記
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
か
く
し
て
道
を
踏
み
外
し
た
暴
君
ら
の
統
治
は
白
日
の
下
に
晒
さ
れ

る
。
例
え
ば
秦
の
始
皇
帝
に
つ
い
て
は
、

秦
（
の
始
皇
帝
）
は
智
力
に
よ
っ
て
天
下
を
抑
え
て
君
主
と
な
り
、

古
を
師
と
せ
ず
（
そ
の
政
権
を
）
万
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
が
、
天

下
の
も
の
は
皆
朝
廷
を
蔑
視
し
て
、
翻
っ
て
簒
奪
し
よ
う
と
狙
い
、

一
度
そ
の
勢
力
が
な
く
な
る
と
、
田
夫
野
人
ま
で
も
が
皆
天
子
王
公

を
自
称
し
よ
う
と
い
う
心
を
持
っ
た
。〔
秦
以
智
力
兼
天
下
而
君
之
、

不
師
古
始
、
而
欲
伝
之
万
世
、
使
天
下
皆
疾
視
其
上
、
翻
然
欲
奪
而

取
之
、
勢
力
一
去
、
則
田
野
小
夫
皆
有
南
面
称
孤
之
心
。〕『
陳
亮
集
』

増
訂
本
・
巻
三
、「
問
答
」
上
／
上
・　

頁
３３

と
、
そ
の
自
ら
の
権
勢
を
頼
り
に
古
を
無
み
し
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
。

ま
た
漢
の
武
帝
に
つ
い
て
は
、

（
漢
の
）
武
帝
は
雄
大
た
る
才
能
知
略
を
奮
っ
て
い
た
が
、
名
声
や

色
欲
、
貨
幣
や
利
益
の
間
に
ふ
ら
ふ
ら
と
し
て
、
日
頃
の
様
々
な
事

態
に
あ
ま
ね
く
対
処
し
た
が
、
恐
懼
警
戒
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、

ど
こ
へ
い
っ
て
も
憂
患
が
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
武
帝
は

功
績
を
上
げ
る
こ
と
を
大
い
に
喜
ん
だ
が
、
勉
め
て
学
問
を
し
、
正

心
誠
意
を
表
れ
と
し
て
発
揮
し
て
、
そ
の
広
大
さ
深
淵
さ
を
露
わ
に

す
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
い
る
と
い
う
。〔
武
帝
奮
其
雄
材
大
略
、
而
従

容
於
声
色
貨
利
之
境
、
以
泛
応
乎
一
日
万
幾
之
繁
、
而
不
知
警
懼
焉
、

何
往
而
非
患
也
。
説
者
以
為
、
武
帝
好
大
喜
功
、
而
不
知
彊
勉
学
問
、

正
心
誠
意
以
従
事
乎
形
器
之
表
、
溥
博
淵
泉
而
後
出
之
。〕『
陳
亮
集
』

増
訂
本
・
巻
九
、「
勉
彊
行
道
大
有
功
」
／
上
・　

頁
１０１

と
、
そ
の
才
能
知
略
が
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
声
色
貨
利
に
惑
わ
さ
れ
た

と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
陳
亮
が
道
の
通
時
代
性
を
説
い
た
効
果
は
、
そ
れ
を
言
う
こ

と
に
よ
り
、
三
代
以
後
の
歴
代
為
政
者
ら
の
統
治
を
逐
一
具
体
的
に
確
認

す
る
こ
と
へ
の
意
味
を
見
出
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
確
認
作
業
を
経
て
、

道
に
適
っ
た
統
治
を
行
っ
た
賢
帝
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
か
え
っ

て
そ
れ
を
踏
み
外
し
た
暴
君
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

４.

む
す
び

　

陸
九
淵
と
陳
亮
は
、
あ
る
い
は
自
ら
が
、
あ
る
い
は
歴
代
為
政
者
ら
が
、

心
や
理
、
道
に
お
い
て
古
の
聖
人
と
貫
通
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

両
者
は
た
し
か
に
自
ら
の
内
面
、
外
界
の
事
象
（
歴
史
上
の
出
来
事
）
と

い
う
全
く
異
な
る
興
味
関
心
を
示
し
た
わ
け
だ
が
、
と
も
に
結
果
と
し
て
、

古
の
聖
人
と
後
世
の
人
間
と
の
距
離
を
狭
め
て
い
く
、
少
な
く
と
も
そ
う

思
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
発
想
を
持
っ
て
い
た
。
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
通

り
、
陸
九
淵
と
陳
亮
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
朱
熹
と
論
争
を
繰
り
広
げ
た
が
、

朱
熹
の
立
場
に
た
て
ば
、
両
者
は
と
も
に
到
達
す
べ
き
聖
人
の
地
位
を
脅

か
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
陸
九
淵
と
て
、
自
ら
の
心
が
聖
人
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
り
、
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い
つ
い
か
な
る
時
に
も
聖
人
と
同
じ
よ
う
に
完
璧
な
行
動
を
取
れ
る
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
陳
亮
と
て
、
歴
史
上
の
あ
ら
ゆ
る
為
政
者
が
、

三
代
の
聖
賢
の
如
く
道
に
即
し
た
統
治
を
行
っ
て
い
た
と
も
考
え
て
い
な

か
っ
た
。
陸
九
淵
は
自
ら
の
心
に
は
聖
人
と
一
致
す
る
部
分
と
そ
う
で
な

い
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
時
と
し
て
聖
人
の
如
き
行
動
（
例
え
ば
親
に

対
す
る
子
と
し
て
の
孝
）
を
取
り
得
る
が
、
ま
た
時
と
し
て
取
り
得
な
い

こ
と
も
あ
る
と
言
う
。
ま
た
陳
亮
は
歴
史
上
、
三
代
の
聖
賢
の
如
く
道
に

適
っ
た
統
治
を
行
っ
た
賢
帝
も
い
た
が
、
ま
た
そ
れ
を
踏
み
外
し
た
暴
君

も
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
至
極
当
然
な
理
解
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ

の
よ
う
な
当
た
り
前
の
前
提
を
認
め
た
上
で
、
あ
え
て
古
の
聖
人
と
の
一

貫
性
を
説
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
聖
人
と
一
致
す
る
限
ら
れ
た
行
為
、

聖
賢
の
如
き
統
治
を
行
っ
た
限
ら
れ
た
為
政
者
を
、
全
体
の
中
か
ら
摘
出

す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
様
々
な
行
為
、
様
々
な
為

政
者
ら
の
統
治
に
対
し
て
、
逐
一
聖
人
の
も
の
と
一
致
す
る
か
否
か
を
確

認
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
。
陸
九
淵
や
陳
亮
が
、
聖
人
と
の
一
貫

性
を
言
う
こ
と
で
目
論
ん
だ
効
果
は
、
以
上
の
よ
う
な
作
業
を
自
ず
と
取

ら
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
か
え
っ
て
道
か
ら
外
れ
た
自
ら

の
行
動
を
、
道
を
踏
み
損
ね
た
歴
代
為
政
者
ら
の
統
治
を
浮
き
彫
り
に
し
、

そ
こ
に
意
識
を
先
鋭
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

言
葉
を
換
え
れ
ば
、
陸
九
淵
と
陳
亮
が
、
自
ら
や
歴
代
為
政
者
ら
と
聖

人
と
の
一
貫
性
を
言
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
部
分
的
、
限
定
的
な
状
況
に

限
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
聖
人
と
の
差
異
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
れ

を
限
定
的
に
言
う
こ
と
す
ら
拒
ん
だ
の
が
朱
熹
で
あ
り
、
限
定
的
に
言
う

が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
全
体
と
し
て
の
聖
人
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
さ
せ

た
の
が
陸
九
淵
や
陳
亮
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

注１

『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
三
・　

条
（
鄭
可
学
録
）「
陳
同
父
学
已
行
到
江

２１

西
」〔
八
・　

頁
〕。

２９６６

２　

銭
明
氏
﹇
二
〇
一
〇
﹈。
ま
た
既
に
島
田
虔
次
氏
﹇
一
九
六
六
﹈、
の
ち

﹇
二
〇
〇
二
﹈（　

頁
）
に
も
若
干
の
指
摘
が
あ
る
。

４０２

３　

本
稿
末
尾
の
参
考
文
献
の
一
覧
に
、
そ
の
主
た
る
も
の
を
挙
げ
た
。

４　H
oyt

C
leveland

T
illm

an

（
田
浩
）
氏
﹇
一
九
九
二
﹈、
中
文
増
訂
版

﹇
二
〇
〇
八
﹈（　

頁
）。

４４０

５　

陸
九
淵
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹇
二
〇
〇
八
ａ
﹈、﹇
二
〇
一
〇
﹈、﹇
二
〇

一
一
﹈。
陳
亮
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹇
二
〇
〇
八
ｂ
﹈
が
あ
る
。

６　

垣
内
景
子
氏
﹇
一
九
九
八
﹈、
の
ち
﹇
二
〇
〇
五
﹈（　

頁
）。

２１２

７　

陸
九
淵
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
、
講
学
（
集
団
学
習
）
や
読
書
と
い
っ

た
学
問
修
養
の
必
要
を
説
く
（
拙
稿
﹇
二
〇
〇
八
ａ
﹈、﹇
二
〇
一
〇
﹈）。

８
『
象
山
全
集
』
巻
一
、「
与
曾
宅
之
」（
５
頁
）、
巻
一
九
、「
貴
渓
重
修
県

学
記
」（　

頁
）
な
ど
。
拙
稿
﹇
二
〇
一
〇
﹈
を
参
照
。

２３７

参
考
文
献

【
一
次
資
料
】

＊
以
下
の
資
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
句
読
点
等
の
符
号
を
改
め
、

ま
た
基
本
的
に
新
字
体
で
統
一
し
た
。

『
朱
子
文
集
』 

（
郭
斉
・
尹
波
点
校
『
朱
熹
集
』、
四
川
教

育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
）

『
朱
子
語
類
』 

（
王
星
賢
点
校
、
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年

三
月
）
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『
象
山
全
集
』 

（
鍾
哲
点
校
『
陸
九
淵
集
』、
中
華
書
局
、

一
九
八
〇
年
一
月
）

『
陳
亮
集
』
増
訂
本 

（
�
広
銘
点
校
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七

年
八
月
）

【
研
究
書
・
研
究
論
文
】（
敬
称
略
）

垣
内
景
子
﹇
一
九
九
八
﹈ 

「「
聖
人
可
学
」
を
め
ぐ
る
朱
熹
と
王
陽
明

―
―
聖
人
に
な
ら
な
か
っ
た
朱
熹
と
聖
人

に
な
っ
た
王
陽
明
」（『
日
本
中
国
学
会
創

立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』、
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
一
〇
月
）

―
―
―
―
﹇
二
〇
〇
五
﹈ 

『「
心
」
と
「
理
」
を
め
ぐ
る
朱
熹
思
想
構

造
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
八

月
）

島
田
虔
次
﹇
一
九
六
六
﹈ 

「
楊
慈
湖
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
四
・
４
、

一
九
六
六
年
三
月
）

―
―
―
―
﹇
二
〇
〇
五
﹈ 

『
中
国
思
想
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術

出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）

庄
司
荘
一
﹇
一
九
九
三
﹈ 

『
中
国
哲
史
文
学
逍
遙
』（
角
川
書
店
、
一

九
九
三
年
一
一
月
）

小
路
口
聡
﹇
二
〇
〇
六
﹈ 

『
即
今
自
立
の
哲
学　

陸
九
淵
心
学
再
考
』

（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

銭　
　

明
﹇
二
〇
一
〇
﹈ 

「「
浙
学
」
の
呼
称
と
そ
の
系
譜
」（
久
米
祐

子
訳
）（『
京
都
産
業
大
学
論
集
・
人
文
科

学
系
列
』
四
二
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

張 
立 
文
﹇
一
九
九
二
﹈ 

『
走
向
心
学
之
道　

陸
象
山
思
想
的
足
跡
』

（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
四
月
）

吉
田
公
平
﹇
一
九
九
〇
﹈ 

『
陸
象
山
と
王
陽
明
』（
研
文
出
版
、
一
九

九
〇
年
一
月
）

H
oyt

C
leveland

T
illm

an  

U
tilitarian

C
onfucianism

C
hen

L
iang’s

challenge
to

C
hu

H
si
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Abstract

This paper focuses on the philosophies of Lu Jiuyuan and Chen Liang, who were 

philosophers in China during the Southern Song Dynasty and were controversial 

regarding Zhu Xi at this same time. In previous studies, the connection between Lu 

Jiuyuan and Chen Liang, who have diametrically opposed philosophies with emphasis on 

the inner face of one’s own mind and the events of the external world had not been 

discussed. This paper reveals that they both emphasized the consistency of the world for 

posterity with the ancient Sages such as Yao, Shun and Confucius  by focusing on the ideas 

of Xin （mind）, Li （principle） and Dao （path）. These were regarded as universal and 

diachronic, the Sages also had equally. Consequently, the boundary between the Sages and 

the world for posterity has become ambiguous and the importance for the disciplines has 

faded. Zhu Xi did not speak of the attainment of the Sage thoughtlessly; therefore his 

conflict with Lu Jiuyuan and Chen Liang occurred. Lu Jiuyuan and Chen Liang have 

similar ideas that emphasized the consistency of Xin, Li and Dao, because the effect of 

sharpening consciousness strayed away from these. Although interest was shown by both 

as different, there were common underlying themes in their philosophies.


