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佛
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佐

藤

達

玄

朱
子
の
思
想
的
基
盤
は
理
氣
論
の
展
開
に
あ
る
。
即
ち

「理
」
は
天
地
萬
物

に
各
々
同

一
の
性
を
與
へ
る
統

一
的
原
理
で
あ
り
、
「氣
」
は
萬
物
に
差
別
相
を

與
へ
る
も
の
で
、
こ
の

「
理
氣
」
が
共
に
萬
物
に
内
在
す
る
事
に
よ
つ
て
そ
れ

に
差
別
を
與
へ
乍
ら
、
同
時
に
又
そ
の
本
質
が
同
一
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
論

理
を
人
性
論
に
ま
で
及
ぼ
し
、
人
性
を
平
等
相
 (理
)
 か
ら
み
る
と

「本
然
の

性
」
、差
別
相
 
(氣
)
 か
ら
み
る
と

「氣
質
の
性
」
と
な
る
ど
し
て
ゐ
る
。
「本

然
の
性
」
は
聖
凡
悉
く
平
等
に
備
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
に
聖
賢
暗
愚
の

別
あ
る
は
物
慾
に
蔽
は
れ
た

「氣
」
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
、
こ
こ
に
人
間
悪

の
根
源
が
漕
ん
で
ゐ
る
。
然
し
何
人
も
修
養
如
何
に
よ
つ
て
善
=
「
聖
人
の

域
」
に
到
達
す
る
事
が
出
來
る
と
て
静
坐
工
夫
を
説
い
て
ゐ
る
。
な
ほ
か
れ

は

「本
然
の
性
」
(
理
)
 を
道
徳
的
に
み
て

「誠
」
と
解
し
、
「誠
」
が
天
地
間

の
萬
物
に
宗
全
に
具
備
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
鮎
か
ら
倫
理
性
と
結
合
せ
し
め
て
、

「誠
」
が
具
六鐙
的
の
徳
と
な
つ
て
獲
現
し
た
も
の
が
仁
義
禮
智
の
四
徳
で
、
こ

れ
が
よ
り
具
鐙
的
に
は
君
臣
の
義
、
父
子
の
親
、
夫
婦
の
別
、
長
幼
の
序
、
朋

友
の
信
と
し
て
人
間
道
徳
悉
く
を
こ
の
、五
者
に
牧
約
し
て
ゐ
る
。
か
く
朱
子
は

人
倫
徳
目
を
成
立
せ
し
め
る
機
威
的
秩
序
の
基
礎
を
天
理
、
即
ち
宇
宙
的
原
理

と
結
合
さ
せ
て
、
君
の
仁
、
臣
の
義
、
親
の
慈
、
子
の
孝
の
上
下
關
係
と
、
こ

れ
を
中
心
と
し
て
展
開
し
だ
人
倫
の
道
は
、
人
の
作
爲
し
た
も
の
で
は
な
く
て

天
理
で
あ
り
、
自
然
の
姿
で
あ
る
と
し
て
権
威
的
專
制
的
秩
序
を
確
立
し
た
。

か
く
朱
子
の
理
氣
論
が
一
切
の
社
會
的
人
倫
的
關
係
の
上
下
の

「分
」
に
ま
で

護
展
し
た
理
論
的
根
族
を
以
下
佛
教
と
の
關
係
の
下
に
槍
討
し
よ
う
。

宋
代
の
佛
教
界
は
華
嚴
、
天
台
、
律
、
浮
土
諸
宗
の
復
興
が
み
ら
れ
た
が
、

就
中
輝
教
團
の
隆
盛
は
正
に
思
想
界
を
風
擁
す
る
観
が
あ
り
、
か
ゝ
る
時
代
に

生
を
享
け
た
朱
子
も
時
代
の
大
勢
に
從
ひ
、
自
己
の
思
想
的
陶
治
も
佛
教
特
に

暉
に
負
ふ
も
の
が
大
で
あ
つ
た
。
即
ち
か
れ
は
十
五
六
歳
頃
よ
り
暉
を
學
び
、

開
善
道
謙
暉
師
や
大
慧
宗
呆
輝
師
に
参
じ
て
を
り
、
自
ら
も

「出
二入
繹
老
一者

十
鹸
年
」
、「舎
レ
近
求
レ遠
慮
レ下
窺
レ
高
馳
二
心
於
空
妙
之
域
鳳者
二
十
飴
年
」

(共
に
朱
子
文
集
巻
三
十
八
)
 と
述
べ
て
、
佛
教
と
の
交
渉
が
多
年
に
亘
つ
て

ゐ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
然
し
か
れ
が
佛
教
よ
り
離
反
し
た
過
程
を
み
る
に
、

か
れ
が
廿
四
歳
頃
李
延
平
に
從
學
し
て
、
學
輝
の
弊
を
指
摘
さ
れ
て
よ
り
儒
學

に
心
を
投
ず
る
様
に
な
り
、
升
二
歳
頃
漸
く
自
己
批
判
の
結
果
儒
學
復
興
の
氣

蓮
が
熟
し
て
排
佛
に
傾
き
、
中
國
在
來
の
樓
威
主
義
確
立
へ
の
見
通
し
を
得
る

に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
朱
子
は
自
己
の
思
想
燈
系
の
確
立
の
爲
に
は
、
當

然
佛
教

へ
の
隷
屡
か
ら
腕
し
て
主
動
的
立
場

へ
の
轉
換
こ
そ
急
務
で
あ
つ
た
。

中
國
佛
教
の
根
本
思
想
は
大
乗
の

「諸
法
皆
空
」
思
想
の
展
開
で
、
小
乗
の

「我
空
法
有
」
を
止
揚
し
た
人
法
二
無
我
説
で
、
一
勧
の
固
定
襯
を
否
定
し
た

主
客
未
分
の
無
差
別
相
に
於
て
佛
教
的
な
眞
空
の
世
界
を
み
よ
う
と
し
、

一
切

が
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
眞
實
絶
封
の
世
界
が
現
は
れ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
を

「諸
法
實
相
」
と
よ
ぶ
。
空
思
想
を
最
高
度
に
展
開
せ
し
め
た
華
嚴
の
法
界
観

に
於
て
は
、
一
切
の
根
源
と
し
て
の
「
理
」
と
、
差
別
的
現
象
と
し
て
の
「事
」

と
が
空
思
想
に
よ
つ
て
媒
介
統
一
さ
れ
て
、
個
々
の
現
象
界
の
實
在
を
妙
有
的

實
在
と
し
て
、
本
膿
 (
理
)
 に
通
ず
る
も
の
と
し
て
同

一
性
を
有
す
る
事
を
謹

し
た

「事
事
無
磯
法
界
襯
」
を
説
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
朱
子
は
理
氣
の

關
係
を
説
く
の
に
こ
の
華
嚴
の
思
想
を
適
用
し
て
、統

一
原
理
と
し
て
の
「理
」

朱
晦
庵

と
佛
教
 
(
佐

藤
)
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が
個

々
の
現
象

界
の
差

別
因

で
あ
る

「
氣
」
の
中
に
内
在
し

て
、
「
理
」
と

「
氣
」

は
相
即

し
て
ゐ
る
と
し
て
華
嚴

の

「
理
事
無
獲

法
界
襯
」
を
限
界
と
し

て
自
己

の
思
惟
形
式

と

一
致

せ
し
め
て
ゐ
る
。

朱

子

に
於

け

る

「
氣
」

は
、
華
嚴

の

「
理
事
無
磯

法
界
」

の

「
書

の
如
く
盧
妄

の
存
在
と
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
「
氣
」
に
よ

つ
て
生
じ
た
現
象

界
の
差
別
相
は

そ

の

ま
ま
肯
定

さ

れ
、
「
理
」
が
各
現
象
に
内
在
す

る
も

の
と
し

て

「
天
人
合

一
」
思
想

の
展
開
を

試
み
て
、
現
象

界

の
階
級
的
差

別
襯
を
肯
定
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
故

に
朱
子
學

は

「
理
事
無
磯

法
界
観

」
を
極
限

と

し

て
展
開

し

た
宇
宙
論
、

人
性
論

で

あ

り
、
華
嚴
の
如
く

暴

事
舞

」
的
立
場
へ
の
進
展
は
蟹
思
想
の
崩
壊
を
招

く
も

の
と
し
て
極
力
周
避
す

べ
き
も

の
で
あ
つ
た
。
こ
て
に
朱
子
學
否
儒
學
の

思
想
的
限
界
性

が
あ
り
、

あ
く
ま

で

「
理
事
」
併
存
主
義
を
固
守
し
て
佛

教
的

思
惟

の
受
容
を
許
さ
な

い
と

こ
ろ
に
、

か
れ
自
身

ジ
レ
ソ

マ
に
陥

入
り
・
そ

の

思
想
に
變

々
矛
盾
を
生
じ
た
も

の
と
思

へ
る
。
中
國
に
於
て
は
古
來
よ
り
學
問

が
修
身

齊
家

治

國

・
平
天
下
の
道
を
講
ず
る
實
蹉
哲
學

と
し
て
獲
達

し
た

爲
、
た
と
ひ
徹

底
的
な
知
的
要
求

が
み
ら
れ

て
も
、
な

ほ
積

極
的

に
實
蹉

へ
の

結
合
を
も
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
所
に
、
純
饗

形
而
重

的
思
辮

へ
の
道
が
閉

さ
れ
て
ゐ

た
と
言

へ
る
。

朱
子
が
暉

に
参
じ
乍
ら
も
そ

れ
に
徹
す

る
豪

出
來
な
か
つ
た
所
以
も
、
禦

實
讐

通
じ
て
個
々
の
現
象
即
郵
と

悟
り
、
現
象
界
の
事
々
物
々
即
眞
如
法
性
で
あ
り
、
諸
法
實
相
の
妙
有
襯
に
立

つ
も
の
と
し
て
華
嚴
の

「事
事
無
磯
観
」
と
通
ず
る
性
格
を
有
す
る
が
爲
で
あ

つ
た
。
か
く
朱
子
は
佛
教
的
思
惟
に
よ
つ
て
自
學
の
復
興
を
助
け
た
の
で
あ
る

が
、
更
に
當
時
膨
沸
と
し
て
起
つ
た
尊
王
援
夷
思
想
は
、
儒
學
の
「
事
」
尊
重

主
義
と
相
待
つ
て
名
分
論
と
結
合
し
、
こ
こ
に
從
來
の
佛
教
接
近
の
態
度
か
ら

異
端
と
し
て
排
佛

へ
と
轉
換
す
る
契
機
を
な
し
た
。
即
ち
宋
儒
が
異
口
同
音
に

佛
教
の
倫
常
無
視
の
態
度
を
指
摘
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
黙
は
佛
教
渡
來
と
共
に

既
に
紛
事
の
因
を
蔵
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
儒
教
の

「
禮
」
と
佛
教
の

「戒
律
」

と
言
ふ
氷
炭
相
容
れ
ざ
る
二
者
の
反
目
が
表
面
死
し
、
こ
れ
が
原
因
を
な
し
て

種
々
の
撲
佛
論
が
現
は
れ
た
と
み
て
よ
か
ら
う
。
儒
教
の
禮
は
國
家
肚
會
の
秩

序
を
規
定
し
、
彼
等
の
最
も
重
視
す
る
家
族
倫
理
ま
で
も
律
す
る
道
徳
の
本
質

的
な
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
中
國
の
大
乗
佛
教
が
精
神
を
重
ん
じ
て
戒
律
の
末

に
拘
泥
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
へ
、
や
は
り
中
心
は
出
家
佛
教
、
出
世
間

的
佛
教
で
も
あ
つ
た
。
そ
れ
故
出
家
的
立
場
の
固
守
は
勢
ひ

「
出
家
は
國
王
父

母
六
親
の
在
家
人
、

一
切
白
衣
を
禮
舞
せ
ず
」
と
言
ひ
、
儒
教
倫
理
に
眞
向
か

ら
反
勤
す
る
態
度
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
朱
子
の
佛
教
翻
を
要
約
す
れ
ば

『
後
漢
明
帝
の
時
代
に
佛
教
が
中
國
に
輸
入
せ
ら
れ
た
が
、
佛
教
本
來
の
教
へ

は
四
十
二
章
経
の
如
く
ご
く
平
易
淺
薄
な
も
の
で
あ

つ
た
。
然
る
に
そ
れ
が
老

荘
列
等
の
説
を
羅
楡
し
て
、
南
北
朝
の
頃
に
な
り
鷹
山
の
慧
遠
や
羅
什
門
下
の

僧
肇
の
如
き
説
を
爲
す
に
至
っ
た
。
然
し
乍
ら
梁
時
代
に
達
摩
大
師
入
來
に
よ

つ
て
從
來
の
諸
説
一
切
が
掃
蕩
さ
れ
て
、
不
立
文
字
直
指
人
心
見
性
成
佛
を
宗

旨
と
す
る
暉
宗
が
開
け
て
今
日
の
如
く
盛
に
な
つ
た
』
と
云
ふ
か
れ
の
言
と
、

當
時
の
佛
教
界
の
隆
盛
な
の
と
を
封
比
す
る
時
、
爾
者
の
間
に
大
な
る
ず
れ
が

あ
る
事
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
か
ゝ
る
佛
教
史
襯
を
展
開
さ
せ
た
の
は
朱
子
一
人
の

責
任
に
麟
す
と
言
ふ
よ
り
は
、
宋
儒

一
般
の
傾
向
を
朱
子
が
代
辮
し
た
も
の
と

解
し
て
よ
い
。
季

が
慮
山
の
嚢

に
言
及
し
た
の
は
、
明
か
に
か
れ
の

「沙

門
不
敬
王
者
論
」
と
、
か
れ
を
祀
と
す
る
蓮
肚
念
佛

へ
の
批
判
で
あ
り
、
達
摩

や
樗
嚴
、
金
剛
、
維
摩
、
般
若
等
の
諸
経
典
を
墨
げ
て
ゐ
る
の
は
、
教
團
の
中

心
勢
力
を
な
す
暉
へ
の
批
判
で
あ
り
、
華
嚴
経
、
華
嚴
合
論
に
言
及
す
る
の
は

華
嚴
の
法
界
襯
に
翼
す
る
批
判
で
あ
る
。
か
く
み
れ
ば
朱
子
の
排
佛
も
學
理
論

争
よ
り
は
政
治
的
背
景
か
ら
の
そ
れ
で
あ
り
、
同
じ
く
佛
老
を
排
斥
し
乍
ら
も

排
老
の
排
佛
に
比
し
て
寛
大
な
る
は
右
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
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