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【
論
文
】 

 
 

「
否
定
性
」
と
し
て
の
「
天
命
之
性
」
と
民
族
的
主
体
の
模
索 
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朴
鍾
鴻
哲
学
の
主
体
論 

郭 
 

旻
錫 

 

１
．
韓
国
の
民
族
的
主
体
と
朴
鍾
鴻
哲
学 

 

戦
後
（
一
九
四
五
年
以
後
）
の
韓
国
に
お
い
て
、
民
族
的
な
主

体
を
思
想
の
レ
ベ
ル
で
構
築
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
朴
鍾
鴻
（
一

九
〇
三―

一
九
七
六
）
の
哲
学
が
も
つ
本
質
的
な
性
格
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
彼
の
哲
学
は
、
た
だ
理
論
の
領
域
に
止
ま
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
韓
国
の
近
代
化
過
程
に
お
い
て
、
教
育
、
政
治
、
経

済
な
ど
社
会
の
諸
領
域
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
彼
は
、
韓

国
の
大
学
で
最
初
に
「
韓
国
哲
学
史
」
を
掲
げ
て
講
義
を
行
っ
た

が
、
彼
の
「
韓
国
哲
学
」
の
構
築
の
試
み
は
、
た
だ
韓
国
の
知
的

伝
統
へ
の
尊
重
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
朴
鍾
鴻
に

お
い
て
「
韓
国
哲
学
」
は
、
韓
国
の
知
的
伝
統
を
復
元
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
は
な
く
、
韓
国
人
が
主
体
に
な
っ
て
韓
国
の
未
来
を

創
造
し
て
い
く
た
め
の
知
的
な
試
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
つ
ま
り
民
族
的
主
体
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
彼
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
一
環
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
ま
ず
、
哲
学
者
で
あ
っ
た
朴
鍾
鴻
が
、
な
ぜ
一
生
を

か
け
て
民
族
的
主
体
を
構
築
す
る
こ
と
に
邁
進
し
た
の
か
を
、
彼

の
履
歴
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。 

朴
鍾
鴻
は
、
一
九
〇
三
年
朝
鮮
の
平
壌
に
生
ま
れ
た
。
一
九
四

五
年
朝
鮮
が
日
本
か
ら
独
立
し
た
時
は
、
す
で
に
四
十
二
歳
に
至

っ
て
お
り
、
朴
鍾
鴻
は
半
生
を
日
本
の
植
民
地
下
で
過
ご
し
た
こ

と
に
な
る
。
学
生
の
時
に
は
一
九
一
九
年
の
三
・
一
独
立
運
動
に

参
加
し
投
獄
さ
れ
た
経
験
を
持
ち
、
そ
の
民
族
的
な
覚
醒
の
経
験

は
、
そ
の
後
何
回
も
繰
り
返
し
回
想
さ
れ
る
。
学
問
的
な
経
歴
か

ら
重
要
な
の
は
、
一
九
二
九
年
京
城
帝
国
大
学
法
文
学
部
哲
学
科

に
入
学
し
、
哲
学
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
こ
と
で
あ

る
。
一
九
三
七
年
梨
花
女
子
専
門
学
校
の
教
授
に
な
り
、
一
九
四

五
年
京
城
大
学
法
文
学
部
教
授
を
経
て
、
一
九
四
六
年
に
は
国
立

ソ
ウ
ル
大
学
文
理
科
大
学
教
授
に
就
任
し
、
そ
れ
以
後
韓
国
の
哲

学
界
を
先
導
す
る
役
割
を
果
た
し
続
け
た
。
一
九
六
八
年
に
は
戦

後
韓
国
版
「
教
育
勅
語
」
と
い
わ
れ
る
「
国
民
教
育
憲
章
」
を
起

草
し
、
一
九
七
〇
年
に
は
大
統
領
教
育
文
化
担
当
特
別
補
佐
官
（
一

九
七
五
年
ま
で
）
に
就
任
し
、
朴
正
熙
政
権
に
協
力
し
た
。
こ
の
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よ
う
な
晩
年
の
政
治
参
加
は
、
哲
学
の
実
践
性
を
重
視
し
た
朴
鍾

鴻
哲
学
の
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
後
朴
鍾
鴻

哲
学
が
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
る
原
因
と
も
な
っ
た
。 

以
上
の
よ
う
な
彼
の
知
的
、
実
践
的
な
歩
み
に
お
い
て
、
如
何

に
し
て
民
族
的
な
主
体
を
確
立
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
彼
の

一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
筆
者
は
、
朴
鍾
鴻
哲
学

が
本
質
的
に
「
主
体
化
」
の
哲
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
一

。
そ
し

て
そ
の
「
主
体
化
」
の
論
理
に
、
存
在
論
的
な
根
拠
を
与
え
よ
う

と
し
た
の
が
、
本
稿
の
主
な
分
析
対
象
と
な
る
「
天
命
之
性
」
の

解
釈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
複
数
の
研
究
者
に
よ
る
論
文
集

を
除
き
、
単
著
と
し
て
は
唯
一
の
朴
鍾
鴻
研
究
書
と
見
受
け
ら
れ

る
李
炳
秀
の
『
洌
巖
朴
鍾
鴻
の
哲
学
思
想 
天
命
思
想
を
中
心
に
』

（
二
〇
〇
五
）
は
、
そ
の
副
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
命

思
想
を
朴
鍾
鴻
哲
学
の
世
界
観
的
な
基
礎
と
見
な
し
て
い
る
。「
天

命
思
想
が
洌
巖[

朴
鍾
鴻
の
号―

引
用
者]

の
哲
学
的
思
索
の
底
辺

を
流
れ
な
が
ら
、
彼
の
す
べ
て
の
議
論
に
一
貫
性
と
統
一
性
を
与

え
て
い
る
洌
巖
哲
学
の
世
界
観
的
土
台
で
あ
る
。
天
命
思
想
は
、

洌

巖

が

人

間

と

世

界

を

理

解

す

る

一

貫

し

た

哲

学

思

想

と

し

て

「
洌
巖
哲
学
」
を
語
り
得
る
根
拠
と
い
え
る
」
二

と
、
李
炳
秀
は
述

べ
て
い
る
。 

し
か
し
李
炳
秀
は
、
朴
鍾
鴻
の
天
命
思
想
が
、
彼
の
「
創
造
の

論
理
」
の
模
索
、
韓
国
思
想
史
研
究
、
ま
た
晩
年
の
政
治
的
な
実

践
な
ど
を
一
貫
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
も
、

天
命
思
想
が
も
つ
哲
学
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
論
じ
て

は
い
な
い
。
そ
れ
は
、「
国
内
哲
学
者
に
対
す
る
最
初
の
本
格
的
な

研
究
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
よ
り
も
テ
キ
ス
ト
に

基
づ
い
て
正
確
で
充
実
に
そ
の
内
容
を
表
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い

た
」
三

と
い
う
研
究
者
の
研
究
姿
勢
に
も
よ
る
が
、
李
炳
秀
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、「
洌
巖
は
自
ら
の
哲
学
思
想
を
天
命
思
想
で
あ

る
と
明
示
的
に
語
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
天
命
思
想
そ
の
も
の

を
理
論
的
に
詳
論
し
て
い
る
文
章
を
残
し
て
も
い
な
い
」
四

と
い

う
研
究
対
象
の
問
題
に
も
よ
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

し
か
し
筆
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
限
界
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朴

鍾
鴻
の
天
命
思
想
、
本
稿
の
立
場
か
ら
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、

『
中
庸
』
の
「
天
命
之
性
」
を
「
否
定
性
」
と
し
て
解
釈
す
る
朴
鍾

鴻
の
哲
学
的
な
試
み
は
、
彼
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
十
分
そ
の
論
理
構

造
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
こ
の
「
否
定
性
」
の
契
機
に

焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
哲
学
を
よ
り
鋭
角
的
に

分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら
、
朴

鍾
鴻
哲
学
の
現
代
的
な
意
義
を
考
察
す
る
た
め
の
道
も
開
け
て
く

る
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
以
下
の
手
順
で
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第
２
節
で
は
、
朴
鍾
鴻
哲
学
を
捉
え
る
二
つ
の
視
座
を
提
示

し
、
本
稿
の
観
点
を
明
確
に
す
る
。
第
３
節
で
は
、
朴
鍾
鴻
哲
学
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の
「
否
定
性
」
の
契
機
が
も
つ
哲
学
的
な
意
義
を
際
立
た
せ
る
た

め
に
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
エ
イ
ム
ズ
、
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ホ
ー
ル
の
『
中

庸
』
解
釈
を
紹
介
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
中
庸
』
に

「
否
定
性
」
の
契
機
を
持
ち
込
む
こ
と
の
比
較
哲
学
的
な
意
義
が

明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
続
く
第
４
節
で
は
、
朴
鍾
鴻
の

『
中
庸
』
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
、
天
道
を
「
否
定
性
」

と
し
て
、
ま
た
人
道
を
「
否
定
性
の
自
覚
」
と
し
て
解
釈
す
る
朴

鍾
鴻
の
独
創
的
な
思
索
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
５
節

で
は
、
朴
鍾
鴻
が
試
み
た
『
中
庸
』
の
再
解
釈
が
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
確
認
し
、
彼
が
繰
り
広
げ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
格
闘
を
確
認
す

る
。
ま
た
第
６
節
で
は
、「
天
命
之
性
」
の
再
解
釈
と
い
う
形
で
遂

行
さ
れ
た
朴
鍾
鴻
哲
学
の
存
在
論
的
な
探
求
が
、
彼
の
「
主
体
化
」

の
論
理
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。

最
後
の
第
７
節
で
は
、
朴
鍾
鴻
哲
学
が
そ
の
「
主
体
化
」
の
論
理

を
も
っ
て
構
築
し
よ
う
と
し
た
民
族
的
主
体
の
姿
を
確
認
し
な
が

ら
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

２
．
朴
鍾
鴻
哲
学
を
捉
え
る
二
つ
の
視
座 

 

 
 

 

朴
鍾
鴻
哲
学
が
、
彼
自
身
の
晩
年
の
政
治
参
加
に
よ
り
、
民
主

化
を
成
し
遂
げ
た
そ
の
後
の
韓
国
社
会
に
お
い
て
厳
し
い
批
判
に

晒
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
１
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
生
前
か
ら
多
く
の
知
識
人
の
尊
敬
を
一
身
に
浴
び
た

彼
は
、
教
育
者
と
し
て
も
数
多
く
の
弟
子
を
育
て
上
げ
て
お
り
、

韓
国
哲
学
界
に
お
け
る
彼
の
先
駆
的
な
業
績
を
一
方
的
に
仰
ぐ
視

線
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
朴
鍾
鴻
哲
学
の
現
代
的
な
意
義
を
評

価
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
以
上
の
対
立
す
る

二
つ
の
立
場
の
ど
ち
ら
も
、
朴
鍾
鴻
哲
学
の
客
観
的
な
検
討
を
妨

げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

朴
鍾
鴻
哲
学
を
よ
り
開
け
た
文
脈
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
筆

者
は
次
の
二
つ
の
視
座
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
①
日
韓

比
較
思
想
史
と
い
う
視
座
、
②
比
較
哲
学
と
い
う
視
座
、
が
そ
れ

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
二
つ
の
視
座
を
貫
通
し
て
重
要
な
契
機
を
成

し
て
い
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
「
否
定
」
と
い
う
契
機
で
あ
る
。
ま

ず
①
日
韓
比
較
思
想
史
と
い
う
視
座
は
、
朴
鍾
鴻
哲
学
が
帝
国
日

本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
で
生
ま
れ
た
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
彼
の
思
索
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
資
源
に
由
来
し
て

い
る
か
を
検
討
す
る
た
め
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
観
点
で
あ

る
。
朴
鍾
鴻
の
韓
国
思
想
史
に
お
け
る
貢
献
に
つ
い
て
、
小
倉
紀

蔵
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
朴
鍾
鴻
の
哲
学
的
な
貢
献
の
第
一
は
、
わ
た
し
（
小
倉
）
の

考
え
で
は
、
韓
国
に
お
い
て
は
じ
め
て
、「
否
定
」
と
い
う
概
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念
を
正
面
か
ら
深
い
レ
ベ
ル
で
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮

思
想
史
に
こ
れ
ま
で
足
り
な
か
っ
た
の
は
、
否
定
と
い
う
運

動
で
あ
っ
た
。
日
本
思
想
史
も
同
断
で
あ
り
、
西
田
幾
多
郎

に
至
っ
て
は
じ
め
て
「
否
定
」
が
全
面
的
・
肯
定
的
に
導
入

さ
れ
た
と
い
え
る
。
朴
鍾
鴻
は
こ
の
意
味
で
、
韓
国
に
お
い

て
西
田
の
役
割
を
果
た
し
た
と
も
い
え
る
。
両
者
と
も
ヘ
ー

ゲ
ル
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
五

。 

 

朴
鍾
鴻
が
韓
国
思
想
史
に
「
否
定
」
の
契
機
を
決
定
的
な
形
で

持
ち
入
れ
た
の
は
、
た
だ
の
偶
然
で
は
な
い
。
西
田
幾
多
郎
（
一

八
七
〇―

一
九
四
五
）
や
田
辺
元
（
一
八
八
五―

一
九
六
二
）
を

中
心
に
し
て
形
成
さ
れ
、「
無
」
や
「
否
定
」
を
哲
学
的
な
論
理
の

中
心
に
据
え
た
「
京
都
学
派
」
の
影
響
圏
の
中
か
ら
、
朴
鍾
鴻
が

哲
学
的
な
思
索
を
始
め
た
と
い
う
事
実
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
朴
鍾
鴻
は
、
当
時
朝
鮮
の
哲
学
者
同
様
、
西
田
や
田

辺
の
著
作
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
。
特
に
重
要
な
の
は
田
辺
元
と

朴
鍾
鴻
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、

朴
鍾
鴻
が
哲
学
研
究
者
と
し
て
自
立
し
始
め
た
一
九
三
〇
年
代
に
、

田
辺
の
「
種
の
論
理
」
か
ら
受
け
た
影
響
は
深
く
、
ま
た
持
続
的

で
あ
っ
た
六

。
田
辺
の
絶
対
否
定
の
哲
学
が
、
朴
鍾
鴻
の
否
定
概
念

に
与
え
た
影
響
は
、
日
韓
比
較
思
想
史
に
お
け
る
き
わ
め
て
興
味

深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

②
比
較
哲
学
と
い
う
視
座
に
お
い
て
も
、「
否
定
」
が
重
要
な
契

機
を
成
し
て
い
る
。
上
記
の
引
用
で
小
倉
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、「
京
都
学
派
」
も
朴
鍾
鴻
も
「
否
定
」
を
核
心
的
な
契
機
に
し

て
論
理
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
の
は
、「
否
定
」
を
哲
学
の
根
本
的

な
方
法
と
し
て
取
り
入
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇―

一
八
三
一
）

の
影
響
で
あ
っ
た
。
比
較
哲
学
の
観
点
か
ら
本
稿
が
注
目
し
た
い

の
は
、
朴
鍾
鴻
が
『
中
庸
』
と
い
う
儒
教
の
核
心
経
典
を
再
解
釈

す
る
上
で
、「
否
定
」
の
契
機
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

朴
鍾
鴻
は
、『
中
庸
』
の
「
天
命
之
性
」
を
再
解
釈
す
る
作
業
に
お

い
て
、
最
終
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
否
定
性
（die N

egativität

）
概
念

を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
た
。
こ
れ
を
逆
の
方
向
か
ら
い
う
と
、

彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
最
終
的
に
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
『
中
庸
』

の
再
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
、
②
比
較
哲
学
の
視
座
を
重
点
的
に
考
え
て
み
た
い
。

こ
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
完
成
者
と
い
わ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
を
、
儒
教
の
核
心
経
典
で
あ
る
『
中
庸
』
の
思
考
で
乗
り
越

え
る
と
い
う
、
比
較
哲
学
的
に
興
味
深
い
テ
ー
マ
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
４
節
と
第
５
節
で
集
中
的
に
議
論

し
た
い
が
、
そ
の
前
に
、
第
３
節
で
『
中
庸
』
の
世
界
に
「
否
定
」

の
契
機
を
組
み
込
む
こ
と
の
比
較
哲
学
的
な
意
義
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。 
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３
．
存
在
論

vs
生
成
論―

エ
イ
ム
ズ
の
場
合 

 
 

 

『
中
庸
』
の
世
界
に
「
否
定
」
の
契
機
を
組
み
込
む
と
い
う
試
み

は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
た
め
に
、

こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
、
比
較
哲
学
的
な
観
点
か
ら
儒
教
を
解
釈
し

て

い

る

代

表

的

な

研

究

者

で

あ

る

ロ

ジ

ャ

ー

・

エ

イ

ム

ズ

（Roger.T.A
m

es

）
と
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ホ
ー
ル
（D

avid.L
.H

all

）
の

『

中

庸

』

解

釈

を

検

討

し

て

み

た

い

。

と

い

う

の

も

、

彼

ら

は

『F
ocusing the F

am
iliar: A

 T
ranslation and P

hilosophical 

Interpretation of T
he Z

hongyong
』
七

で
、
比
較
哲
学
的
に
興
味

深
い
『
中
庸
』
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

エ

イ

ム

ズ

に

よ

れ

ば

、

西

欧

の

言

語

は

実

体

志

向

的

（substance-oriented

）
で
あ
り
、
分
別
性
（discreteness

）
、
客
観

性
（objectivity

）
、
永
遠
性
（perm

anence

）
を
表
現
す
る
こ
と
に

適
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
中
庸
』
の
叙
述
が
採
択
し
て
い

る
の
は
「
過
程
の
言
語
」（language of process

）
で
あ
り
、
そ
こ

で

表

現

さ

れ

て

い

る

の

は

、

連

続

性

（continuity

）
、

過

程

（process

）
、
生
成
（becom

ing

）
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
過
程
の

言
語
は
、
す
な
わ
ち
焦
点
と
場
の
言
語
（the language of focus 

and field

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、

「

過

程

と

出

来

事

の

相

互

作

用

的

な

場

」
（interactive field of 

processes and events

）
と
、
ま
た
最
終
的
な
要
素
に
分
割
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
、
そ
の
現
象
的
な
場
に
お
け
る
「
変
異
す
る
焦
点
」

（shifting foci

）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
エ
イ
ム

ズ
の
以
上
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
、
西
洋
に
お
け
る
存
在
（being

）

の
世
界
と
中
国
に
お
け
る
生
成
（becom

ing

）
の
世
界
と
い
う
き

れ
い
な
二
分
論
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。 

こ
こ
で
、
エ
イ
ム
ズ
の
『
中
庸
』
解
釈
に
お
け
る
「
天
」
と
「
人
」

の
関
係
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
よ
う
。
エ
イ
ム
ズ
の
解
釈
の
焦
点

に
な
っ
て
い
る
の
は
、『
中
庸
』
全
編
の
総
論
的
な
性
格
を
も
つ
第

一
章
と
、
第
二
十
章
後
半
か
ら
始
ま
る
「
誠
」
に
関
す
る
論
述
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
箇
所
は
伝
統
的
に
『
中
庸
』
の
中
で
も
最
も
多

く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
ま
ず
該
当
箇
所
の
『
中
庸
』
本
文
を

挙
げ
て
お
く
。 

 

天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
い
、
性
に
率
う
、
之
を
道
と
謂

い
、
道
を
修
む
る
、
之
を
教
と
謂
う
八

。 

（
天
命
之
謂
性
。
率
性
之
謂
道
。
修
道
之
謂
教
。
） 

 

誠
は
天
の
道
な
り
、
之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
九

。 

（
誠
者
天
之
道
也
。
誠
之
者
人
之
道
也
。
） 

 
エ
イ
ム
ズ
は
、
自
ら
が
提
示
し
た
「
焦
点
と
場
の
言
語
」
と
い

う
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
登
場
し
て
い
る
諸
概
念
を
解
釈
し
て
い
る
。
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ま
ず
「
天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
い
」
の
「
天
」
は
、
自
己
を

取
り
巻
い
て
い
る
社
会
的
、
文
化
的
、
自
然
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、

つ
ま
り
焦
点
の
働
く
「
場
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
の

「
命
」
は
、「
命
令
す
る
」（com

m
and

）
こ
と
で
は
な
く
「
任
せ
る
」

（entrust

）
こ
と
で
あ
る
と
エ
イ
ム
ズ
は
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
「
命
」

に
お
い
て
、
命
じ
る
も
の
と
命
じ
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
存
在
論

的
な
差
異
は
存
在
せ
ず
、
「
命
」
は
た
だ
そ
の
両
者
間
の
「
紐
帯
」

（bond

）
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
エ
イ
ム
ズ
は
ま
た

「
誠
」
を
「
創
造
性
」
（creativity

）
と
い
う
概
念
に
置
き
換
え
て

英
訳
し
て
お
り
、
こ
れ
は
彼
の
『
中
庸
』
解
釈
の
最
も
独
創
的
な

部
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
の
い
う
「
創
造
性
」
と
は
、「
新
し

さ
の
自
発
的
な
生
産
」
（spontaneous production of novelty

）

を
指
し
て
お
り
、
エ
イ
ム
ズ
は
こ
こ
で
の
創
造
が
キ
リ
ス
ト
教
伝

統
に
お
け
る
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。

つ
ま
り
、
存
在
論
的
に
優
越
な
創
造
主
に
よ
る
創
造
と
は
根
本
的

に
異
な
る
「
創
造
性
」
が
、『
中
庸
』
の
世
界
で
は
働
い
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
一
〇

。
こ
の
「
創
造
性
」
と
、「
過
程
と
出
来
事
の
相

互
作
用
的
な
場
」
と
い
う
『
中
庸
』
の
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

エ
イ
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

創

造

性

は

、

焦

点

的

な

自

己

と

出

来

事

の

場

両

方

の

実

現

（realization

）
、
つ
ま
り
特

殊
者
と
コ
ン

テ
ク
ス
ト

の
両
方

の
実
現
に
関
わ
る
。
自
己
現
実
化
（self-actualization

）
は
、

人
間
経
験
の
綜
合
的
な
場
に
依
存
す
る
焦
点
的
な
過
程
で
あ

る
。
そ
し
て
、
場
と
焦
点
は
相
互
的
に
（reciprocally

）
実

現
さ
れ
る
一
一

。 

 

つ
ま
り
、
エ
イ
ム
ズ
は
場
と
し
て
の
「
天
」
と
、
焦
点
と
し
て

の
「
人
」
が
相
互
的
に
実
現
さ
れ
る
過
程
と
し
て
、「
創
造
性
」
を

理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
エ
イ
ム
ズ
の
生
成
論
は
、
自
ら
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
実

体
論
か
ら
自
由
で
あ
る
の
か
。
エ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
西
欧
の
哲

学
的
伝
統
に
お
け
る
因
果
律
（causality

）
の
理
解
が
、
外
部
的
な

関
係
（external relations

）
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
伝

統
中
国
に
お
け
る
「
持
続
的
な
過
程
と
出
来
事
の
遍
在
す
る
相
互

作
用
」
（ubiquitous interactions of continuous processes and 

events

）
の
世
界
で
は
、
一
切
の
外
部
的
な
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、

「
創
造
性
は
常
に
再
帰
的
で
あ
り
、
「
自
己
」
（self

）
に
お
い
て
、

ま
た
「
自
己
」
に
対
し
て
働
く
」
一
二

。 

外

部

的

な

関

係

を

認

め

な

い

自

己

関

係

と

し

て

の

エ

イ

ム

ズ

の
「
創
造
性
」
概
念
は
、
実
体
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
数
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
社
会
の
土
台
と
し
て
の
「
与
え
ら
れ
た
個
人
」

（ready-m
ade individual

）
を
認
め
な
い
エ
イ
ム
ズ
は
、
生
産
的

関
係
性
（productive relations

）
か
ら
発
生
す
る
白
紙
状
態
の
心
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（heart-m
ind

）
を
、
機
能
的
（functional

）
、
道
具
的
（instrum

ental

）

な
意
味
で
捉
え
る
。
こ
れ
は
彼
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
正
当
化
」
（pragm

atic justification

）
の
戦
略

で
あ
ろ
う
。
こ
の
戦
略
に
お
い
て
は
、
「
天
」
と
「
人
」
が
存
在
論

的
に
同
質
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
間
に
「
否
定
」

の
契
機
を
組
み
込
む
余
地
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
自
発
的
で
連
続

的
な
場
に
お
い
て
、
「
人
」
は
、
「
天
」
と
い
う
場
に
お
け
る
一
つ

の
機
能
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
天
」

と
「
人
」
の
和
解
を
唱
え
る
思
想
で
は
あ
り
得
て
も
、
朴
鍾
鴻
哲

学
が
求
め
る
と
こ
ろ
の
、
強
力
な
「
主
体
化
」
の
思
想
に
は
な
り

得
な
い
。 

エ

イ

ム

ズ

が

い

う

と

こ

ろ

の

「

包

括

的

に

過

程

的

な

世

界

」

（com
prehensively processive w

orld

）
が
帯
び
て
い
る
実
体
的

な
性
格
を
批
判
し
、
そ
こ
に
「
否
定
」
の
契
機
を
組
み
込
も
う
と

し
た
の
が
朴
鍾
鴻
の
哲
学
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
一
九
七
六
年
に
亡
く
な
っ
た
朴
鍾
鴻
が
、
エ
イ
ム
ズ
の
研

究
を
直
接
批
判
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
朴
鍾
鴻
が
儒

教
思
想
の
現
代
的
な
意
義
を
唱
え
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
決
定
的
な

形
で
「
否
定
」
の
契
機
を
組
み
込
も
う
と
し
た
の
は
、
儒
教
思
想

の
実
体
論
的
な
色
彩
を
払
拭
し
て
、
彼
が
求
め
る
と
こ
ろ
の
「
主

体
化
」
の
哲
学
を
完
成
さ
せ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
儒
教

の
実
体
論
的
な
解
釈
の
現
代
版
と
も
い
え
る
エ
イ
ム
ズ
の
議
論
を

前
に
し
て
、
今
な
お
朴
鍾
鴻
の
哲
学
を
参
照
す
る
こ
と
の
現
代
哲

学
的
な
意
義
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
朴
鍾
鴻
は
、『
中
庸
』
の
世
界
に
ど
の
よ
う
な
形
で
「
否
定
」
の

契
機
を
組
み
込
も
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
て
み
よ

う
。 

 

４
．
「
否
定
性
」
と
「
否
定
性
の
自
覚
」 

 
 

 

朴
鍾
鴻
の
『
中
庸
』
解
釈
に
お
い
て
重
点
的
に
扱
わ
れ
て
い
る

の
も
、
エ
イ
ム
ズ
同
様
、『
中
庸
』
第
一
章
の
総
論
と
、
第
二
十
章

以
下
の
誠
論
で
あ
る
。「
天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
い
、
性
に
率

う
、
之
を
道
と
謂
い
、
道
を
修
む
る
、
之
を
教
と
謂
う
」（
『
中
庸
』

第
一
章
）
と
、「
誠
は
天
の
道
な
り
、
之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な

り
」
（
『
中
庸
』
第
二
十
章
）
に
登
場
す
る
諸
概
念
に
対
す
る
朴
鍾

鴻
の
解
釈
を
単
純
化
し
て
図
式
化
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

図
式
の
な
か
で
「→

」
の
と
こ
ろ
が
朴
鍾
鴻
の
独
創
的
な
解
釈
を

示
し
て
い
る
。 

 

「
天
命
之
性
」
＝
「
天
道
」
＝
「
天
理
」→

「
否
定
性
」 

「
性
に
率
う
」
＝
「
人
道
」
＝
「
之
を
誠
に
す
る
」→

「
否
定

性
の
自
覚
」→

「
創
造
」 
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何
よ
り
も
ま
ず
目
立
つ
の
は
、「
天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
う
」

と
い
う
と
こ
ろ
の
「
天
命
之
性
」
を
「
否
定
性
」
と
し
て
解
釈
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
天
命
之
性
」
を
「
天
理
」
と
い
う
形

而
上
学
的
な
原
理
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
「
性
は

即
ち
理
な
り
」
一
三

と
い
う
朱
子
の
立
場
に
従
っ
て
い
る
が
、
朴
鍾

鴻
は
そ
の
「
否
定
性
」
と
し
て
の
「
天
理
」
が
人
間
の
存
在
論
的

な
根
拠
で
あ
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
人
間
の
道
、
す
な
わ
ち
「
人

道
」
は
、
「
性
に
率
う
」
こ
と
で
あ
る
が
、
朴
鍾
鴻
は
「
率
う
」
に

た
だ
受
動
的
に
従
う
と
い
う
意
味
を
超
え
た
「
自
覚
」
の
意
味
を

与
え
て
、
人
間
の
能
動
的
な
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。「
否
定

性
」
と
し
て
の
「
天
命
之
性
」
が
人
間
の
存
在
論
的
な
根
拠
で
あ

る
以
上
、
そ
の
「
否
定
性
」
の
自
覚
も
、
た
だ
頭
の
中
で
何
等
か

の
固
定
的
な
原
理
を
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
自
覚
の
過

程
そ
の
も
の
が
、
新
し
い
創
造
の
過
程
で
あ
り
、
こ
れ
が
す
な
わ

ち
「
之
を
誠
に
す
る
」
と
い
う
人
間
の
道
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
「
否
定
性
の
自
覚
」
の
主
体
こ
そ
、
朴
鍾
鴻
が
模
索

し
て
い
た
「
創
造
的
主
体
」
に
外
な
ら
な
い
。
朴
鍾
鴻
の
哲
学
的

論
文
と
し
て
最
も
高
い
境
地
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
「
否
定
に

関
す
る
研
究
」
（
一
九
六
〇
）
の
「
結
論
」
か
ら
、
朴
鍾
鴻
自
ら
の

言
葉
を
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

否
定
性
は
す
な
わ
ち
東
洋
の
い
わ
ゆ
る
天
命
之
性
で
あ
り
、

ま
た
天
理
で
あ
る
。
否
定
性
を
自
覚
す
る
こ
と
は
天
賦
本
然

の
性
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
天
理
を
自
覚
す
る
こ

と
で
あ
る
。
否
定
性
に
即
し
た
生
活
が
天
命
之
性
に
従
う
率

性
の
生
活
で
あ
り
、
ま
た
天
理
に
即
し
た
生
活
で
あ
る
。
人

道
は
天
道
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
人
道
は
天
道
と

い
う
否
定
性
を
自
覚
し
て
天
地
の
化
育
を
手
伝
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
こ
れ
が
人
間
と
し
て
の
創
造
で
あ
る
。
（
「
否
定
に
関

す
る
研
究
」
、
（
Ⅲ
・
６
８
２
）
） 

  

こ
こ
で
披
瀝
さ
れ
て
い
る
「
天
道
」
＝
「
否
定
性
」
、
「
人
道
」

＝
「
否
定
性
の
自
覚
」
の
思
想
は
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
要

素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
①ontologia

（
存
在
論
）
を
哲
学
的
な

述

語

と

し

て

定

立

し

た

ボ

ル

フ

（

一

六

七

九―

一

七

五

四

、

C
hristian W

olff

）
の
形
而
上
学
を
克
服
し
よ
う

と

し
た
カ
ン
ト

（
一
七
二
四―

一
八
〇
四
）
の
批
判
哲
学
と
、
そ
の
展
開
と
し
て
の

ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
己
意
識
（Selbstbew

usstsein

）
を
め

ぐ
る
思
考
。
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
。
➁
京
都
学
派
の
自
覚
論
。
西

田
は
フ
ィ
ヒ
テ
（
一
七
六
二―

一
八
一
四
）
のS

elbstbew
usstsein

を
「
自
己
意
識
」
で
は
な
く
、
一
貫
し
て
「
自
覚
」
と
訳
し
彼
独

自
の
意
味
を
含
ま
せ
た
。
小
坂
国
継
は
、「
純
粋
経
験
」
、「
絶
対
無
」
、

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
な
ど
の
西
田
の
哲
学
的
述
語
の
根
柢

に
は
「
自
覚
」
の
考
え
が
あ
る
と
い
い
、「
西
田
哲
学
の
生
成
と
発
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展
の
過
程
を
本
質
的
に
「
自
覚
」
の
深
化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え

よ
う
と
す
る
」
一
四

こ
と
を
試
み
て
い
る
が
、
筆
者
も
「
自
覚
」
が

西
田
哲
学
を
捉
え
る
有
効
な
観
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た

一
九
三
〇
年
代
の
「
種
の
論
理
」
に
お
け
る
絶
対
媒
介
の
論
理
か

ら
戦
後
に
お
け
る
懺
悔
道
の
哲
学
に
至
る
ま
で
田
辺
哲
学
は
本
質

的
に
自
覚
的
行
為
論
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
朴
鍾
鴻

の
自
覚
論
も
、「
京
都
学
派
」
に
お
け
る
自
覚
論
の
流
れ
か
ら
捉
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
③
少
年
時
代
か
ら
の
読
書
体
験
で
身
に
つ

い
て
い
た
儒
教
的
素
養
。 

 

以
上
の
三
つ
の
要
素
の
中
で
本
稿
で
は
、
①
に
焦
点
を
当
て
て

議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、「
天
命
之
性
」
を
「
否

定
性
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
哲
学
的
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る

際
に
、
朴
鍾
鴻
は
「
否
定
に
関
す
る
研
究
」
で
①
の
文
脈
で
議
論

を
展
開
し
て
お
り
、
②
や
③
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
説
明
を
行
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
の
対
決
と
、
そ
の
克
服
で
あ
る
。 

 

５
．
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
克
服 

 
 

 

朴
鍾
鴻
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
否
定
性
」
概
念
を
論
じ
る
際
に
、
彼

は
主
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』（
一
八
〇
七
）
を
議
論
の
対

象
と
し
て
い
る
。
朴
鍾
鴻
は
、
「H

egel

に
お
い
て
の
否
定
性
は
、

す
べ
て
の
生
成
の
運
動
因
で
あ
り
、
魂
で
あ
る
」
（
Ⅲ
・
６
７
２
）

と
述
べ
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
否
定
性
」
概
念
を
高
く
評
価
し

て
い
る
が
、
そ
の
議
論
の
端
緒
と
な
る
の
が
、『
精
神
現
象
学
』「
序

説
」
の
有
名
な
「
実
体―

主
体
テ
ー
ゼ
」
で
あ
る
。
真
理
を
体
系

と
し
て
叙
述
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
的
理
念
が
基
づ
い
て

い
る
の
も
、
こ
の
「
実
体―

主
体
テ
ー
ゼ
」
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、「
わ
た
し
の
洞
察
は
た
だ
体
系
そ
の
も
の
を
叙
述
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
だ
け
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
洞
察

に
よ
れ
ば
、
一
切
を
左
右
す
る
要
訣
は
真
な
る
も
の
を
、
実
体
と

し
て
〔
ば
か
り
〕
で
な
く
て
、
ま
っ
た
く
同
様
に
主
体
と
し
て
も

把
握
し
、
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
」
一
五

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
「
実
体―

主
体
テ
ー
ゼ
」
と
「
否
定
性
」
は
如
何
な
る

関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の
根
本

的
な
洞
察
が
置
か
れ
て
い
る
。 

 

生
き
た
実
体
は
、
存
在
と
い
っ
て
も
、
真
実
に
は
主
体
で
あ

る
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
る
。
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、

生
き
た
主
体
と
は
、
己
れ
自
身
を
設
定
す
る
運
動
で
あ
り
、

み
ず
か
ら
他
者
と
な
る
こ
と
を
自
己
自
身
と
媒
介
す
る
と
い

う
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
真
に
現
実
的
で
あ
る
存
在
で
あ
る
。

生
き
た
実
体
は
、
主
体
な
の
だ
か
ら
、
単
純
な
否
定
性
で
あ

り
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
純
な
も
の
を
分
裂
さ
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せ
二
重
化
す
る
一
六

。 

  

こ
こ
で
「
生
き
た
実
体
は
、
主
体
な
の
だ
か
ら
、
単
純
な
否
定

性
で
あ
」
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
命
題
か
ら
「
実
体

＝
主
体
＝
否
定
性
」
と
い
う
単
純
化
さ
れ
た
図
式
を
導
き
出
し
た

と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
具
体
的
な
内
容
を
も
つ
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
の
洞
察
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
体

系
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
全
に
提
示
さ
れ
得
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、「
否
定
性
」
の
内
実
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に

検
討
し
、
朴
鍾
鴻
の
問
題
意
識
に
議
論
を
繋
げ
て
み
よ
う
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
精
神
の
直
接
的
定
在
で
あ
る
意
識
に
は
、
知
る

こ
と
と
、
知
る
こ
と
に
と
っ
て
否
定
的
な
対
象
性
と
の
、
二
つ
の

契
機
が
あ
る
」
一
七

と
述
べ
る
。
自
我
と
、
自
我
の
対
象
と
し
て
の

実
体
と
の
不
一
致
が
存
在
し
、
こ
の
不
一
致
が
否
定
的
な
も
の
一

般
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
否
定
性
が
、
自
我
と
実

体
の
魂
で
あ
り
、
自
我
と
実
体
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
。「
精
神
と

は
み
ず
か
ら
他
の
も
の
に
、
す
な
わ
ち
精
神
の
自
己
の
対
象
に
な

り
、
そ
し
て
こ
の
他
で
あ
る
こ
と
を
揚
棄
す
る
運
動
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
一
八

。 

以
上
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
、
朴
鍾
鴻
は
ま
ず
「H

egel

に
お
い
て
は
、
否
定
的
な
も
の
は
理
性
的
な
も
の
、
延
い
て
は
精

神
で
あ
る
た
め
に
、
否
定
性
が
主
体
に
な
る
」（
Ⅲ
・
６
７
７
）
と

概
括
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
実
体
＝
主
体
＝
否
定
性
」
の
図
式

を
覆
そ
う
と
す
る
。 

朴
鍾
鴻
の
問
題
意
識
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

自
己
と
い
う
自
覚
が
、
否
定
性
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
な
ら

ば
、
自
覚
以
前
の
直
接
的
な
も
の
を
自
己
と
し
て
定
立
し
、

an sich

と
い
え
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。an sich

の

sich

も

für sich

を
通
し
て
、
そ
し
てan und für sich

に
至
っ
て
初

め
て
一
つ
のan sich

と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

〔…
…

〕H
egel

は
、
い
つ
も
結
論
を
彼
の
端
緒
的
な
出
発
に

お
い
て
目
的
と
し
て
前
提
す
る
。
し
か
し
こ
の
目
的
の
自
覚

も
否
定
の
過
程
を
通
し
て
初
め
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

端
緒
の
自
覚
さ
れ
な
い
目
的
が
果
た
し
て
目
的
と
い
う
一
つ

の
意
図
的
な
性
格
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
か
が

疑
問
で
あ
る
。
自
己
と
か
目
的
と
い
う
の
は
結
論
を
先
取
り

す
る
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
否
定
の
過
程
を
経
て
か
ら
の
自
覚
を

予
想
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
の
段
階
に
至

っ
て
把
握
さ
れ
る
主
体
を
最
初
の
出
発
に
お
い
て
否
定
性
と

同
一
視
す
る
こ
と
は
、
主
体
と
し
て
の
穏
当
な
適
用
限
界
を

逸
脱
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
「
否
定
に
関
す
る

研
究
」
、
Ⅲ
・
６
７
５
） 
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⇒
 

  
こ
の
よ
う
に
し
て
朴
鍾
鴻
は
、「
主
体
＝
否
定
性
」
の
図
式
を
破

棄
し
よ
う
と
す
る
。
朴
鍾
鴻
に
よ
る
と
、
「
否
定
性
」
は
「
主
体
」

に
存
在
論
的
に
先
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
否
定
の
過
程
を
経
て
自

覚
さ
れ
る
べ
き
「
主
体
」
を
、
最
初
か
ら
「
否
定
性
」
と
同
一
視

す
る
こ
と
は
、
論
理
的
な
破
綻
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
意
識
の
否

定
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
『
精
神
現
象
学
』
の
叙
述
は
、
絶
対

精
神
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
意
識
の
経
験
を
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
絶
対
精
神
の
自
己
展
開
と
し
て
捉
え
る
目
的
論
的
な

構
図
を
も
っ
て
い
る
。
朴
鍾
鴻
か
ら
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

目
的
論
的
な
性
格
は
、
実
体
と
し
て
の
主
体
、
つ
ま
り
精
神
そ
の

も
の
を
「
否
定
性
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
朴
鍾
鴻

は
ま
ず
「
否
定
性
」
か
ら
「
主
体
」
の
意
義
を
払
拭
さ
せ
、
「
否
定

性
」
に
、
主
体
に
、
先
行
す
る
「
現
実
」
、
つ
ま
り
「
主
体
」
が
そ

こ
に
お
い
て
初
め
て
可
能
に
な
る
「
現
実
」
の
意
味
を
与
え
よ
う

と
す
る
。
こ
れ
を
単
純
化
し
て
図
式
化
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な

る
。 

 

「
否
定
性
＝
精
神
」
（
ヘ
ー
ゲ
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
否
定
性
＝
現
実
」
（
朴
鍾
鴻
） 

 

朴
鍾
鴻
自
ら
の
言
葉
か
ら
、
彼
が
「
否
定
性
」
に
与
え
た
新
た
な

意
味
を
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

否
定
性
は
歴
史
的
現
実
で
あ
り
、
こ
の
歴
史
的
現
実
は
、
そ

の
否
定
性
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
普
通
に
思
わ
れ
る
以
上

に
現
実
は
限
り
な
く
深
い
も
の
で
あ
り
、
切
羽
詰
ま
っ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
絶
対
者
と
し
て
の
否
定
性
そ

の
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。H

egel

が
考
え
た
よ
う
に
、
否

定
性
の
展
開
を
全
過
程
に
お
い
て
把
握
し
た
の
が
真
理
と
い

え
る
な
ら
、
歴
史
的
現
実
の
把
握
が
、
他
な
ら
ぬ
真
理
で
あ

ろ
う
。
（
「
否
定
に
関
す
る
研
究
」
、
Ⅲ
・
６
７
７
） 

 

最
も
具
体
的
な
「
現
実
」
を
如
何
に
把
握
す
る
か
と
い
う
問
題

は
、
彼
の
哲
学
が
形
成
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
戦
後
韓
国
の

哲
学
界
を
先
導
す
る
役
割
を
果
た
す
時
期
ま
で
、
朴
鍾
鴻
哲
学
の

一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。「
否
定
に
関
す
る
研
究
」
の
段
階
に

お
い
て
、
朴
鍾
鴻
は
「
私
は
否
定
の
窮
極
的
な
存
在
論
的
根
拠
と

し
て
の
否
定
性
自
体
を
、
現
実
と
呼
ぶ
」（
Ⅲ
・
６
７
９
）
と
い
う

に
至
る
。
朴
鍾
鴻
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、『
中

庸
』
の
再
解
釈
を
通
し
て
、
現
実
把
握
の
課
題
を
「
否
定
性
の
自

覚
」
と
し
て
論
理
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 
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６
．
「
主
体
化
」
の
哲
学 

 
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
＝
否
定
性
」
の
図
式
を
「
現
実
＝
否
定
性
」

の
図
式
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
朴
鍾
鴻
は
、
そ
れ
で
は
「
主
体
」

を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
て
い
た
の
か
。「
主
体
」
そ
の
も
の
に
運
動

の
動
力
因
た
る
否
定
の
力
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
主
体
」

は
ど
の
よ
う
に
し
て
積
極
的
な
意
義
を
持
ち
得
る
の
か
。
こ
の
問

題
を
、
朴
鍾
鴻
も
強
く
意
識
し
て
い
た
。 

 

し
か
し
私
の
結
論
に
従
っ
て
人
間
の
否
定
性
を
超
え
て
、
否

定
を
歴
史
的
現
実
自
体
の
展
開
か
ら
み
る
と
し
て
も
、
そ
う

な
れ
ば
私
た
ち
人
間
は
、
こ
の
歴
史
的
現
実
の
否
定
性
に
依

っ
て
、
必
然
的
に
受
容
的
な
立
場
に
立
つ
よ
う
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
歴
史
的
現
実
を
否
定
性
だ
と
す
る
の
は
、
あ
ま

り

に

も

消

極

的

な

態

度

に

転

落

す

る

の

で

は

な

い

の

か

。

（「
否
定
に
関
す
る
研
究
」
、
Ⅲ
・
６
８
０―

６
８
１
） 

 「
否
定
性
」
そ
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
歴
史
的
現
実
に
お

い
て
、
人
間
の
主
体
的
な
意
義
を
確
保
す
る
た
め
に
、
朴
鍾
鴻
が

彼
の
論
理
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
の
が
自
覚
と
い
う
契
機
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
問
題
は
、「
歴
史
的
現
実
の
否
定
性
を
自
覚
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
歴
史
的
現
実
に
対
し
、
如
何
に
し
て
新

し
く
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」（
Ⅲ
・
６
８
１
）
と
い
う
と

こ
ろ
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

朴
鍾
鴻
が
『
中
庸
』
を
積
極
的
に
参
照
し
て
い
る
の
が
、
ま
さ

に
こ
こ
で
あ
る
。
歴
史
的
現
実
の
「
否
定
性
」
を
自
覚
す
る
の
が

人
間
の
主
体
的
な
働
き
で
あ
る
が
、
こ
の
自
覚
は
人
間
自
ら
が
歴

史
的
現
実
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
で
あ
る
。
つ
ま
り

朴
鍾
鴻
に
お
い
て
、
人
間
の
主
体
的
意
義
と
は
、
歴
史
的
現
実
の

外
に
立
っ
て
そ
れ
を
客
体
化
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
関
係
を
論
理
化
す
る
た
め
、「
人
性
を
天
命
之
性
と
し

て
生
か
す
の
は
儒
教
で
あ
る
」
（
Ⅲ
・
６
８
４
）
と
指
摘
し
、
「
中

庸
に
お
け
る
天
下
之
大
本
で
あ
る
未
発
之
中
」
を
「
否
定
性
」
と

し
て
規
定
す
る
。
ま
た
こ
の
「
未
発
之
中
」
は
、
そ
れ
が
「
否
定

性
で
あ
る
た
め
に
発
す
る
」
（
Ⅲ
・
６
８
４
）
と
い
う
の
だ
。 

「
天
命
之
性
」
は
「
否
定
性
」
そ
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
自
己
自

身
を
否
定
し
て
発
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
否
定
性
」
の
自
己
否
定

が
、「
否
定
性
の
自
覚
」
と
い
う
人
間
の
主
体
的
な
働
き
の
一
面
を

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
天
命
之
性
」
を
否

定
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
自
覚
の
働
き
は
、
む
し
ろ
「
天
命
之
性
」

を
実
現
す
る
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 
天
理
と
い
う
否
定
性
の
発
現
で
あ
る
否
定
は
、
た
だ
の
反
抗

や
破
壊
で
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
私
の
固
定
さ
れ
た
我
執
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と
し
て
の
肯
定
の
た
め
の
肯
定
を
、
無
理
に
貫
徹
し
よ
う
と

す
る
の
が
反
抗
で
あ
り
破
壊
で
あ
る
。
自
覚
さ
れ
た
否
定
性
、

自
覚
さ
れ
た
天
理
の
発
現
と
し
て
の
否
定
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
反
抗
で
は
な
く
天
命
で
あ
る
。
破
壊
で
は
な
く
新
し
い
創

造
で
あ
り
、
す
で
に
建
設
で
あ
る
の
だ
。
（
「
否
定
に
関
す
る

研
究
」
、
Ⅲ
・
６
８
５
） 

 

こ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
朴
鍾
鴻
の
「
主
体
化
」
の
戦
略
と
は
、

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
人
間
が
「
主
体
」
の
意
義
を
も
つ

か
ど
う
か
は
、
人
間
自
ら
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
な
な

い
。
人
間
の
自
覚
は
、「
天
命
之
性
」
の
必
然
的
な
発
現
で
も
あ
り
、

主
体
的
な
自
覚
は
そ
れ
を
た
だ
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
覚
に
主
体
的
な
意
義
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
朴
鍾
鴻
は
、
主
体
的
な
自
覚
に
、「
天
命
之
性
」
を
実
現
す
る

働
き
と
し
て
、
人
間
的
主
体
の
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
与
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
究
極
の
「
主
体
化
」

の
思
想
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
次
の
引
用
か
ら
、
朴

鍾
鴻
の
論
理
が
、
如
何
に
力
強
く
人
間
を
「
主
体
化
」
の
運
動
に

駆
り
立
て
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

天
人
合
一
と
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
恍
惚
之
境
に

茫
然
自
失
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
自
覚
的
な
創
造

的
参
与
で
あ
る
だ
け
に
、
人
間
の
積
極
的
な
能
動
性
を
確
乎

と
し
て
堅
持
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち

天
命
之
性
と
し
て
の
否
定
性
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

性
に
従
う
所
以
で
も
あ
る
の
だ
。
天
人
合
一
で
あ
る
か
ら
、

む
し
ろ
そ
の
否
定
性
に
お
い
て
生
生
不
已
す
る
人
間
の
本
性

を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
窮
理
尽
性
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
命
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
否
定

性
を
自
覚
し
て
、
創
造
的
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

人
間
が
人
間
で
あ
る
所
以
が
あ
る
。（
「
否
定
に
関
す
る
研
究
」
、

Ⅲ
・
６
８
６
） 

 

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
絶
え
間
な
く
自
己
否
定
し
て

い
く
「
否
定
性
」
と
し
て
の
天
理
を
、
毎
瞬
間
自
覚
し
て
い
く
窮

極
の
「
主
体
化
」
の
論
理
で
あ
る
と
い
え
よ
う
一
九

。「
否
定
性
」
と

し
て
の
「
天
命
之
性
」
を
尽
く
す
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の

本
性
を
発
揮
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
命
に
至
る
」
こ
と
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
人
間
の
主
体
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
当
為

的
な
要
求
で
は
な
く
、「
人
間
が
人
間
で
あ
る
」
た
め
の
必
然
的
な

原
理
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
こ
の
「
命
」
は
、
朴
鍾
鴻
哲
学
が
実
践

的
な
場
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
き
、「
使
命
」
と
し
て
読
み
替
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。 

以

上

の

論

理

構

造

か

ら

帰

結

す

る

朴

鍾

鴻

哲

学

の

世

界

観

と
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は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

人
間
は
歴
史
的
現
実
か
ら
独
立
し
た
傍
観
者
で
は
あ
り
え
ず
、

た
だ
無
自
覚
的
な
一
つ
の
傀
儡
と
し
て
の
被
動
性
に
、
そ
の

役
目
が
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
す
で
に
歴
史
的
現
実

の
否
定
性
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
そ
の
過
程
に
よ
っ
て
人
間
自

身
が
ま
た
否
定
性
以
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
。

人
間
は
否
定
性
の
自
覚
に
よ
り
、
歴
史
的
現
実
に
対
し
て
た

だ
の
追
従
で
は
な
い
能
動
的
な
参
与
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
人
間
は
歴
史
的
現
実
の
所
産
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

の

歴

史

的

現

実

の

形

成

に

参

与

す

る

。

こ

れ

が

他

か

ら

ぬ

我
々
人
間
に
お
い
て
の
創
造
で
あ
る
。
（
「
否
定
に
関
す
る
研

究
」
、
Ⅲ
・
６
８
２
） 

 

朴
鍾
鴻
の
「
主
体
化
」
の
理
論
が
も
つ
特
質
は
、
人
間
が
「
否

定
性
」
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
「
否
定
性
」
を
、

自
覚
と
い
う
形
で
否
定
す
る
と
い
う
論
理
構
造
で
あ
る
。
人
間
が

行
う
否
定
を
自
覚
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
主
体
的

な
自
覚
も
、
そ
れ
に
存
在
論
的
に
先
行
す
る
「
否
定
性
」
の
働
き

に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、「
主
体
＝
否
定
性
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル

的
な
図
式
を
朴
鍾
鴻
が
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
否
定
性
」

の
産
物
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
否
定
性
の
自
覚
」
を
行
う
と

さ
れ
る
「
主
体
」
の
概
念
は
、
こ
の
二
重
的
な
地
位
か
ら
く
る
緊

張
を
以
て
、
朴
鍾
鴻
哲
学
に
お
け
る
「
主
体
化
」
の
論
理
を
支
え

て
い
る
二
〇

。
ま
た
こ
の
「
主
体
」
の
二
重
的
な
地
位
か
ら
く
る
緊

張
を
成
り
立
た
せ
る
の
が
、
否
定
と
い
う
契
機
で
あ
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
。 

 

７
．
民
族
的
主
体
性
の
構
築 

 

否
定
の
契
機
を
媒
介
に
し
て
、
朴
鍾
鴻
哲
学
が
目
指
し
て
い
た

実
践
的
な
目
標
は
、
民
族
的
主
体
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
朴
鍾
鴻
の
い
う
民
族
的
主
体
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
国

家
近
代
化
の
「
主
体
」
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
朴
鍾
鴻
の
「
主

体
化
」
の
論
理
が
、
ど
の
よ
う
な
実
践
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
の

か
を
、
民
族
的
主
体
の
確
立
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。 

朴
鍾
鴻
は
『
哲
学
概
説
』
（
一
九
五
四
）
の
「
結
論
」
で
、
人
間

の
行
為
が
現
実
的
な
建
設
ま
で
具
体
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
主
体
」

が
「
社
会
的
自
覚
」
（
Ⅱ
・
３
６
４
）
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
祖
国

の
国
民
と
し
て
の
自
覚
」（
Ⅱ
・
３
６
３
）
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
て
い
る
。
朴
鍾
鴻
哲
学
に
お
け
る
「
主
体
化
」
の
論

理
は
、
国
家
建
設
の
た
め
の
民
族
的
主
体
の
構
築
と
い
う
実
践
的

な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
い
建
設
に
必
要

な
の
は
、
何
よ
り
も
否
定
と
い
う
契
機
で
あ
っ
た
。 
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我
々
は
新
た
な
創
造
の
行
為
に
入
る
た
め
に
、
因
習
的
な
も

の
、
旧
態
依
然
の
残
滓
を
絶
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
え

ら
れ
た
過
去
を
無
力
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
絶
つ
こ
と
が
他
な
ら
ぬ
決
断
（E

ntscheidung

）
で
あ
る

の
だ
。
新
し
い
建
設
に
は
決
断
が
先
立
つ
。
（
『
哲
学
概
説
』
、

Ⅱ
・
１
６
４
） 

 

人
間
の
創
造
的
行
為
に
お
け
る
否
定
の
契
機
の
重
要
性
は
、
朴

鍾
鴻
が
数
多
く
の
文
章
で
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

し
人
間
的
主
体
に
お
け
る
否
定
が
「
否
定
性
の
自
覚
」
で
あ
る
と

い
う
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
従
え
ば
、
創
造
的
行
為
に
お
け

る
否
定
が
、
「
天
命
之
性
」
と
し
て
の
「
現
実
」
か
ら
離
れ
た
、
抽

象
的
な
創
造
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
朴
鍾
鴻

は
む
し
ろ
、
現
実
的
な
条
件
を
無
視
し
た
創
造
を
、
空
虚
な
夢
想

と
し
て
退
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
朴
鍾
鴻
に
お
い
て
、
過
去
を
否

定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
を
自
ら
の
条
件
と
し
て
自
覚
す
る

こ
と
を
意
味
し
た
。
具
体
的
な
創
造
は
そ
の
自
覚
か
ら
初
め
て
可

能
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。 

 

す
べ
て
の
行
為
を
指
導
す
る
未
来
の
計
画
は
、
そ
れ
が
す
で

に
与
え
ら
れ
た
過
去
の
制
約
を
厳
密
に
追
及
し
て
把
握
し
、

そ
の
制
約
に
従
い
な
が
ら
、
む
し
ろ
こ
れ
を
我
が
物
に
す
る

と
き
、
そ
の
実
現
の
可
能
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。
（
『
哲
学

概
説
』
、
Ⅱ
・
１
６
６
） 

 

た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
う
「
過
去
の
制
約
」
が
、

「
主
体
」
の
外
部
に
客
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
何
か
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
自
ら
を
否
定
す
る
「
否
定

性
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
天
が
命
ず
る
」
と
こ
ろ
の
「
人
性
」
と

し
て
、
す
で
に
「
主
体
」
の
内
部
か
ら
当
の
「
主
体
」
を
形
成
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
「
主
体
」
に
存
在
論
的
に
先

行
す
る
主
体
存
立
の
条
件
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か

に
、
当
時
韓
国
社
会
が
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
・
経
済
的
苦
境
が

意
識
さ
れ
て
い
る
。
朴
鍾
鴻
は
、
民
族
的
な
苦
境
を
度
外
視
し
て

は
、
新
し
い
創
造
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
て
い
た
。
む
し
ろ
困
難

を
極
め
て
い
た
現
在
の
状
況
を
冷
徹
に
受
け
入
れ
る
こ
と
、
そ
れ

が
朴
鍾
鴻
の
い
う
民
族
的
な
自
覚
の
具
体
的
な
意
味
で
あ
る
と
い

え
る
。「
障
害
を
手
段
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
情
勢
段
階

の
端
緒
に
な
る
よ
う
に
導
く
。
そ
う
し
て
、
我
々
に
対
抗
す
る
障

害
こ
そ
、
新
た
な
反
作
用
に
対
す
る
推
進
力
に
も
な
り
、
し
た
が

っ
て
新
た
な
飛
躍
へ
の
機
会
に
も
な
り
得
る
の
だ
」
（
「
知
性
の
方

向
」
（
一
九
五
五
）
、
Ⅵ
・
４
９
）
。 

し
か
し
自
己
否
定
す
る
「
否
定
性
」
と
し
て
の
現
実
的
な
条
件
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は
、
た
だ
韓
国
と
い
う
特
殊
性
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
朴

鍾
鴻
の
主
体
論
は
、
祖
国
の
近
代
化
の
た
め
の
「
主
体
」
を
構
築

す
る
実
践
的
な
目
標
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
朴
鍾
鴻
が
把
握

し
よ
う
と
し
た
「
現
実
」
と
は
、
何
よ
り
も
科
学
・
技
術
の
革
新

を
伴
う
世
界
化
の
潮
流
で
あ
っ
た
。
祖
国
近
代
化
の
「
主
体
」
は
、

ま
ず
世
界
化
の
現
実
を
自
ら
の
条
件
と
し
て
自
覚
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
近
代
化
」
と
い
う
「
天

理
」
に
は
、
何
か
固
定
さ
れ
て
い
る
モ
デ
ル
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
二
一

。
「
天
理
」
は
、
「
否
定
性
」
そ
の
も
の
と
し
て
自
己
否
定
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
朴
鍾
鴻
に
お
い
て
、「
現
実
」
と
は
「
主

体
」
の
自
覚
と
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
客
体
的
に
捉
え

ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
主
体
性
の
問
題
」
（
一
九
六
七
）

に
お
け
る
次
の
引
用
は
、「
現
実
＝
否
定
性
」
と
い
う
朴
鍾
鴻
の
図

式
が
、
祖
国
近
代
化
の
た
め
の
現
実
認
識
を
支
え
て
い
た
こ
と
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
現
実
認
識
が
、
民
族
的
主
体
の
確
立
と
直
結
し

て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。 

 

様
々
な
異
質
的
な
面
を
無
視
し
て
、
た
だ
西
欧
化
し
工
業

化
す
る
の
が
近
代
化
だ
と
見
な
す
の
は
、
あ
ま
り
に
も
単
純

な
抽
象
的
な
考
え
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
近
代
化
の
モ

デ
ル
に
な
っ
て
い
る
西
欧
の
科
学
や
技
術
は
、
加
速
度
的
に

凄
ま
じ
い
発
展
を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
代
に
至

っ
て
よ
り
熾
烈
な
競
争
の
形
態
で
促
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ

る
制
度
自
体
が
日
々
に
変
化
し
、
限
り
な
い
流
動
性
を
帯
び

て
い
る
だ
け
に
、
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
。 

客
観
的
な
理
法
は
、
そ
れ
を
無
理
や
り
私
に
便
利
で
あ
る

よ
う
に
直
し
た
り
曲
げ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
客
観
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
客
観
的
理
法
を

如
何
に
探
り
、
何
に
使
う
の
か
は
、
時
と
場
所
の
形
勢
に
よ

っ
て
い
く
ら
で
も
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
事
実
上
、

変
わ
る
こ
と
で
そ
の
意
義
を
発
揮
し
実
効
を
収
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
に
、
近
代
化
に
お
け
る
一
般
的
な
共
通
性
を

超
え
て
創
意
的
な
計
画
と
実
践
の
余
地
を
発
見
す
る
の
で
あ

り
、
そ
の
創
意
性
が
高
揚
さ
れ
る
と
き
に
、
他
な
ら
ぬ
民
族

的
主
体
性
が
確
立
さ
れ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
（
「
主
体
性
の

問
題
」
、
Ⅵ
・
１
５
５
） 

 

朴
鍾
鴻
に
お
い
て
民
族
的
主
体
の
確
立
は
、
祖
国
近
代
化
の
課

題
と
一
体
を
成
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
朴
鍾
鴻
の
い
う
自
覚

と
は
、
た
だ
意
識
内
部
の
出
来
事
で
は
あ
り
得
な
い
。「
天
命
之
性
」

に
「
率
う
」
道
と
し
て
の
「
人
道
」
が
、
「
否
定
性
の
自
覚
」
に
よ

っ
て
、
天
地
の
化
育
を
助
け
る
二
二

と
い
う
『
中
庸
』
の
解
釈
に
朴

鍾
鴻
が
「
創
造
的
主
体
」
の
意
義
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
も
、
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そ
の
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
否
定
性
の
自
覚
」
の
道
は
、
「
己

を
成
す
」（
成
己
）
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、「
物
を
成
す
」（
成
物
）

こ
と
で
も
あ
る
の
だ
二
三

。 

し
た
が
っ
て
自
覚
は
、
具
体
的
な
建
設
の
行
為
と
不
可
分
の
も

の
で
あ
る
。「
自
覚
は
た
だ
我
々
の
行
為
に
お
い
て
客
体
に
対
し
て

全
人
的
に
ぶ
ち
当
た
り
、
こ
れ
を
変
容
す
る
制
作
を
通
し
て
の
み
、

真
に
具
体
化
さ
れ
深
ま
れ
得
る
」
（
「
知
性
の
方
向
」
、
Ⅵ
・
５
５
）

と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
朴
鍾
鴻
の
主
体
形
成
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
祖
国
近
代
化
の
課
題
と
相
即
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。「
人
間
改
造
と
経
済
計
画
は
、
お
互
い
に
切
っ
て
も
切
れ

な
い
連
関
性
を
も
っ
て
相
互
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の

民
族
的
な
主
体
性
を
確
立
す
る
と
い
え
る
」
（
「
主
体
性
の
問
題
」
、

Ⅵ
・
１
５
４
）
。 

以
上
の
よ
う
な
論
理
展
開
か
ら
す
る
と
、
朴
鍾
鴻
が
現
実
へ
と

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
た
め
に
、
自
ら
の
哲
学
を
曲
げ
て
い
た
と
評

価
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
朴

鍾
鴻
に
お
い
て
「
哲
学
す
る
こ
と
」
は
、
常
に
現
実
を
具
体
的
に

把
握
す
る
課
題
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
祖
国
近
代
化
の
使
命
と
い
う
彼
の
実
践
的
な
目
標
は
、
む
し

ろ
彼
が
自
ら
の
論
理
に
徹
底
的
に
従
っ
た
か
ら
こ
そ
の
、
必
然
的

な
帰
結
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
だ
。 

 

客
体
の
創
造
を
通
し
て
、
新
た
な
主
体
の
形
成
、
つ
ま
り
私

の
創
造
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
だ
。
制
作
の
身
体
的
活
動

を
媒
介
に
し
て
こ
そ
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の

は
、
私
の
意
識
的
作
用
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
と

し

て

の

私

が

全

的

に

そ

の

制

作

に

参

与

す

る

こ

と

を

意

味

〔
す
る
〕
。
（
「
知
性
の
方
向
」
、
Ⅵ
・
６
３
） 

 

 

註 

一 

朴
鍾
鴻
の
思
想
を
、
朱
子
学
的
な
思
惟
と
関
連
し
て
「
主
体
化
」

の
哲
学
と
し
て
読
解
し
た
研
究
と
し
て
は
、
小
倉
紀
蔵
（
二
〇

一
二
）
『
朱
子
学
化
す
る
日
本
近
代
』
藤
原
書
店
の
第
一
二
章

「
「
主
体
的
な
韓
国
人
」
の
創
造 

洌
巖
・
朴
鍾
鴻
の
思
想
」
が

あ
る
。 

二 

李
炳
秀
（
二
〇
〇
五
）『
洌
巖
朴
鍾
鴻
の
哲
学
思
想 

天
命
思
想

を
中
心
に
』
韓
国
学
術
情
報
、
六
頁
。 

三 

同
上
、
八
頁
。 

四 

同
上
、
二
六
頁
。 

五 

小
倉
紀
蔵
（
二
〇
一
七
）『
朝
鮮
思
想
全
史
』
筑
摩
書
房
、
四
一

〇
頁
。 

六 
田
辺
の
「
種
」
概
念
か
ら
の
影
響
は
、
朴
鍾
鴻
が
朴
正
熙
の
維

新
体
制
（
一
九
七
三―

一
九
七
九
）
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
よ

う
と
し
た
文
章
、
「
新
し
い
歴
史
の
創
造 

維
新
時
代
の
基
調
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‘ 

哲
学
」（
一
九
七
三
）
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の

引
用
に
登
場
す
る
「
種
の
媒
介
」
の
思
想
は
、
田
辺
の
「
種
の

論
理
」
を
連
想
さ
せ
る
。「
個
が
如
何
な
る
中
間
の
媒
体
も
通
さ

ず
普
遍
、
す
な
わ
ち
類
と
直
結
す
る
の
で
は
な
い
。
表
で
は
直

結
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
場
合
に
も
、
事
実
は
優
勢
な
中
間

の
媒
体
、
す
な
わ
ち
種
が
あ
っ
て
類
の
役
割
を
兼
ね
て
い
る
の

で
あ
り
、
種
の
媒
介
が
な
い
と
も
い
え
な
い
」（
朴
鍾
鴻
（
一
九

八
二
）『
朴
鍾
鴻
全
集
Ⅵ
』
民
音
社
、
五
五
二
頁
。
以
下
同
全
集

か
ら
の
引
用
は
、
本
文
に
（
全
集
巻
数
・
頁
数
）
の
形
で
示
す
。
）
。 

七 R
oger T. A

m
es and D

avid L
. H

all, F
ocusing the F

am
iliar: 

A
 Translation and P

hilosophical Interpretation of The 

Zhongyong, U
niversity of H

aw
ai i Press, 2001

。
本
書
は
、

エ
イ
ム
ズ
と
ホ
ー
ル
の
共
同
作
業
の
産
物
で
あ
る
が
、
以
下
で

は
便
宜
上
エ
イ
ム
ズ
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
に
す
る
。 

八 

『
中
庸
』
第
一
章
、
書
き
下
し
文
は
、
島
田
虔
次
（
一
九
七
八
）

『
大
学
・
中
庸
（
下
）
』
朝
日
新
聞
社
、
二
九
頁
に
よ
る
。 

九 

『
中
庸
』
第
二
十
章
、
書
き
下
し
文
は
、
同
上
、
一
四
三
頁
に
よ

る
。 

一

〇 

エ
イ
ム
ズ
が
「
誠
」
を
「
創
造
」
と
結
び
付
け
て
解
釈
し
て

い
る
こ
と
自
体
は
、
朴
鍾
鴻
の
『
中
庸
』
解
釈
と
類
似
し
て
い

る
が
、
そ
の
内
実
は
か
な
り
異
質
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。 

一

一 Ibid., p. 32. 

一

二 Ibid., p. 13. 

一

三 

「
性
、
即
理
也
。
」（
『
中
庸
章
句
』
第
一
章
）
、
書
き
下
し
文
は
、

島
田
虔
次
、
同
上
、
二
九
頁
に
よ
る
。 

一

四 

小
坂
国
継
（
二
〇
二
二
）『
西
田
幾
多
郎
の
哲
学 

物
の
真
実

に
行
く
道
』
岩
波
書
店
、
二
頁
。 

一

五 

ヘ
ー
ゲ
ル
、
山
口
誠
一
訳
（
二
〇
二
一
）『
精
神
現
象
学
』〔
ヘ

ー
ゲ
ル
全
集
第
八
巻
一
〕
、
三
〇
頁
。 

一

六 

同
上
、
三
〇―

三
一
頁
。 

一

七 

同
上
、
四
五
頁
。 

一

八 

同
上 

一

九 

朴
鍾
鴻
の
論
理
が
、
間
断
を
許
せ
な
い
猛
烈
な
「
主
体
化
」

の
論
理
で
あ
る
の
は
、
『
哲
学
概
説
』
（
一
九
五
四
）
に
現
れ
て

い
る
次
の
よ
う
な
現
実
認
識
か
ら
も
知
ら
れ
る
。「
否
定
性
」
と

し
て
の
現
実
の
姿
も
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
一
瞬
間
、
一
刹
那
の
激
し
い
経
過
が
、
何
を
意
味
す
る
の
か

を
、
取
り
留
め
よ
う
も
な
い
現
在
の
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
に
お
い

て
、
有
限
な
人
生
の
繰
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
絶
対
的

な
現
実
が
、
躍
動
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
Ⅱ
・
１
６
８
）
。 

二

〇 
「
主
体
」
の
概
念
が
も
つ
二
重
的
な
地
位
は
、「
新
し
い
こ
と
」

（
一
九
五
九
）
と
い
う
文
章
に
お
い
て
、
端
的
に
「
有
為
で
あ

る
が
自
然
で
あ
る
も
の
」（
Ⅵ
・
４
１
６
）
と
表
現
さ
れ
る
。
朴
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鍾
鴻
に
お
い
て
、「
我
々
は
現
実
の
中
で
生
き
て
い
る
。
し
か
し

我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
同
時
に
一
つ

の
現
実
で
あ
る
」（
『
哲
学
概
説
』（
一
九
五
四
）
、
Ⅱ
・
１
５
８
）

と
い
う
洞
察
は
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
最
も
根
源
的
な
前
提
で

あ
る
。 

二

一 

「
天
理
」
の
適
用
に
お
け
る
可
変
性
の
問
題
を
、
小
倉
は
儒
家

思
想
の
延
長
線
上
で
解
釈
し
て
い
る
。
「
客
観
的
理
法
を
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
洌
巖
は
儒
家

の
い
う
不
変
の
「
道
」
と
可
変
の
「
権
」
の
関
係
に
よ
っ
て
こ

れ
を
把
握
し
、
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
」（
小
倉
紀
蔵
、
同
上
、

三
三
九
頁
）
。 

二

二 

「
唯
だ
天
下
の
至
誠
の
み
、
能
く
其
の
性
を
尽
く
す
と
為
す
。

能
く
其
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
人
の
性
を
尽
く
す
、
能

く
人
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
物
の
性
を
尽
く
す
。
能
く

物
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
可
し
。

以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
可
け
れ
ば
、
則
ち
以
て
天
地
と
参
と

な
る
可
し
。
」
（
唯
天
下
至
誠
。
為
能
尽
其
性
。
能
尽
其
性
。
則

能
尽
人
之
性
。
能
尽
人
之
性
。
則
能
尽
物
之
性
。
能
尽
物
之
性
。

則
可
以
賛
天
地
之
化
育
。
可
以
賛
天
地
之
化
育
。
則
可
以
与
天

地
参
矣
。
）（
『
中
庸
』
第
二
十
二
章
）
書
き
下
し
文
は
、
島
田
虔

次
、
同
上
、
一
五
一
頁
か
ら
引
用
。 

二

三 

「
誠
は
自
ら
己
を
成
す
の
み
に
非
ざ
る
な
り
、
物
を
成
す
所
以

な
り
。
」（
誠
者
非
自
成
己
而
已
也
。
所
以
成
物
也
。
）（
『
中
庸
』

第
二
十
五
章
）
書
き
下
し
文
は
、
島
田
虔
次
、
同
上
、
一
六
〇

頁
か
ら
引
用
。 

 

（
京
都
大
学
大
学
院
） 

                 


