
【
要
旨
】

　

本
書
﹃
近
世
日
本
思
想
の
基
本
型　

定
め
と
当
為
﹄
は
︑
そ
の
刊
行
年
月
で
も
あ
る
二
〇
一
一
︵
平
成
二
三
︶
年
三
月
を
も
っ
て
山
口
大
学
の
教
授
職
を

退
か
れ
た
︑
豊
澤
一
先
生
の
論
文
集
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
先
生
の
同
大
学
に
お
け
る
三
十
年
来
の
ご
研
究
を
︑
総
括
し
た
も
の
と
も
言
え
る
︒

　

大
き
く
二
部
構
成
を
と
る
本
書
は
︑
伊
藤
仁
斎
を
中
心
と
す
る
近
世
の
儒
学
者
た
ち
の
思
想
を
扱
っ
た
第
Ⅱ
部
を
そ
の
核
と
し
つ
つ
︑
第
Ⅰ
部
で
は
︑
中

世
仏
教
思
想
︵
お
よ
び
諸
思
想
と
の
き
り
む
す
び
︶
や
中
近
世
に
お
け
る
武
士
の
思
想
を
︑
近
世
儒
学
の
展
開
を
導
い
た
前
提
と
し
て
論
じ
る
︒

　

武
士
道
や
儒
学
が
﹁
天
道
﹂
や
﹁
天
命
﹂
と
し
て
捉
え
た
︑
世
界
の
あ
り
よ
う
や
人
間
の
死
生
を
つ
か
さ
ど
る
﹁
定
め
﹂
は
︑
有
限
か
つ
不
完
全
な
存
在

と
し
て
あ
る
個
々
の
主
体
に
と
っ
て
︑ど
こ
ま
で
も
見
通
し
難
い
も
の
︑と
受
け
止
め
ら
れ
る
︒
か
つ
て
仏
教
的
な
無
常
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
の
感
覚
を
︑

近
世
思
想
は
深
く
踏
ま
え
な
が
ら
も
︑
し
か
し
そ
の
受
け
止
め
方
を
し
だ
い
に
転
じ
た
︒
有
限
な
自
己
を
不
断
に
超
え
出
よ
う
と
す
る
﹁
当
為
﹂
は
︑
今
こ

こ
で
相
対
す
る
他
者
︵
と
の
出
会
い
と
関
わ
り
︶
と
い
う
問
題
を
正
面
に
押
し
出
し
つ
つ
︑積
極
的
に
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
近
世
日
本
思
想
の
﹁
基
本
型
﹂

を
︑
本
書
は
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
︒

　

と
く
に
武
士
道
を
論
じ
た
第
Ⅰ
部
の
後
半
や
︑
儒
学
を
論
じ
た
第
Ⅱ
部
は
︑
以
上
の
よ
う
な
﹁
基
本
型
﹂
の
変
奏
を
︑
多
角
的
に
描
き
出
す
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
そ
れ
ら
を
見
据
え
る
著
者
の
問
題
関
心
は
︑
一
つ
で
あ
る
︒
問
い
は
︑
ど
こ
ま
で
も
隔
絶
さ
れ
た
非
対
称
な
自
他
が
︑
い
か
に
か
け
が
え
な
く
出
会
い
︑

出
会
い
の
奥
に
あ
る
見
通
し
が
た
い
﹁
定
め
﹂
を
順
受
し
︑
互
い
の
関
わ
り
を
全
う
せ
ん
と
す
る
﹁
当
為
﹂
に
生
き
切
れ
る
か
︑
と
い
う
︑
す
ぐ
れ
て
倫
理

学
的
な
も
の
で
あ
る
︒

　

著
者
は
︑
自
己
批
判
や
自
己
超
越
と
い
っ
た
こ
と
の
可
能
性
を
︑
厳
し
く
問
う
︒
し
か
し
他
方
︑
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
と
し
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想

に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
︑
具
体
的
な
他
者
性
の
分
析
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
︒
本
書
は
と
く
に
近
世
儒
学
に
関
し
て
︑
自
他
の
非
対
称
性
を
︑﹁
師
弟
﹂
と
い

う
間
柄
に
お
け
る
そ
れ
へ
と
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
形
で
︑浮
き
彫
り
に
し
た
︒
著
者
を
し
て
そ
う
さ
せ
た
も
の
は
︑出
会
わ
れ
る
対
象
︵
人
格
と
し
て
の
﹁
師
﹂

や
﹁
弟
﹂︑
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
︶
に
対
す
る
﹁
信
﹂
と
﹁
疑
﹂
双
方
を
足
場
に
︑
真
理
を
探
究
す
る
﹁
学
び
﹂
を
実
践
す
る
者
と
し
て
︑
著
者
自
身
が
抱
き
続

け
た
矜
持
で
あ
る
︑
と
考
え
る
︒

豊
澤
一
著
﹃
近
世
日
本
思
想
の
基
本
型　

定
め
と
当
為
﹄
書
評

 

栗　

原　
　
　

剛
五
九



　

本
書
﹃
近
世
日
本
思
想
の
基
本
型　

定
め
と
当
為
﹄︵
二
〇
一

一
年
三
月
刊
行
︑
ぺ
り
か
ん
社
︑
全
二
六
二
頁
︶
は
︑
そ
の
刊
行

年
月
で
も
あ
る
二
〇
一
一
︵
平
成
二
三
︶
年
三
月
を
も
っ
て
︑
山

口
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
︑
お
よ
び
同
大
学
人
文
学
部
の

教
授
職
を
退
か
れ
た
︑
豊
澤
一
先
生
の
ご
業
績
を
ま
と
め
た
論
文

集
で
あ
る
︒
収
録
さ
れ
た
論
文
の
う
ち
︑も
っ
と
も
早
い
も
の
は
︑

一
九
八
一
︵
昭
和
五
六
︶
年
に
︑
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
先
生
が
専

任
講
師
と
し
て
山
口
大
学
に
着
任
さ
れ
た
の
は
そ
の
翌
年
︵
一
九

八
二
年
︶
で
あ
っ
た
か
ら
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
本
書
は
︑
先
生
の
同

大
学
に
お
け
る
三
十
年
来
の
ご
研
究
を
︑
総
括
し
た
も
の
と
言
え

よ
う
︒
本
山
口
大
学
哲
学
研
究
会
の
名
誉
会
員
で
も
あ
る
先
生
の

ご
著
書
に
対
し
︑寸
評
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
巡
り
あ
わ
せ
に
︑

光
栄
を
感
じ
て
い
る
︒
ま
ず
も
っ
て
そ
の
思
い
を
記
し
︑
以
下
の

論
評
で
は
敬
称
・
敬
語
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
︑
お
断

り
と
し
た
い
︒

　

ま
ず
は
本
書
の
構
成
と
各
章
の
標
題
︑
お
よ
び
括
弧
内
に
論
文

と
し
て
の
初
出
年
を
︑
記
し
て
お
く
︒

第
Ⅰ
部

第
１
章　
﹁
山
口
の
討
論
﹂
に
つ
い
て
︵
一
九
九
九
・
二
〇
〇
二
︶

第
２
章　

 ﹁
正
直
﹂
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
│
﹁
浄
穢
﹂
と
の

か
か
わ
り
︵
二
〇
〇
一
︶

第
３
章　
﹃
甲
陽
軍
鑑
﹄
に
お
け
る
﹁
天
道
﹂︵
二
〇
〇
八
︶

第
４
章　
﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
﹁
曲
者
﹂︵
二
〇
〇
三
︶

第
Ⅱ
部

第
１
章　

 

無
常
か
ら
人
倫
へ
│
﹃
閑
吟
集
﹄・
芭
蕉
・
仁
斎
︵
一

九
八
二
︶

第
２
章　

伊
藤
仁
斎
の
﹁
道
﹂︵
一
九
八
一
︶

第
３
章　

伊
藤
仁
斎
に
お
け
る
性
善
の
意
義
︵
一
九
八
二
︶

第
４
章　

伊
藤
仁
斎
の
﹁
恕
﹂︵
一
九
八
七
︶

豊
澤
一
著
﹃
近
世
日
本
思
想
の
基
本
型　

定
め
と
当
為
﹄
書
評
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第
５
章　

 

太
宰
春
台
の
思
想
の
一
側
面
│
﹃
聖
学
問
答
﹄
を
中
心

に
︵
一
九
八
八
︶

第
６
章　

大
塩
中
斎
の
﹁
帰
太
虚
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
一
九
九
三
︶

第
７
章　

 
方
法
と
し
て
の
﹁
信
﹂
│
疑
問
・
批
判
の
根
底
︵
二
〇

〇
七
・
第
五
節
以
下
加
筆
︶

括
弧
内
の
初
出
年
に
注
目
す
る
と
︑
著
者
の
研
究
が
伊
藤
仁
斎
の

思
想
を
め
ぐ
っ
て
出
発
し
︑
以
後
︑
近
世
儒
学
を
主
要
な
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
な
が
ら
︑
そ
の
前
提
と
も
な
っ
た
武
士
の
思
想
や
︑
中

世
仏
教
︵
お
よ
び
諸
思
想
と
の
き
り
む
す
び
︶
に
も
裾
野
を
広
げ

て
い
っ
た
跡
を
︑
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
る
︒

　

で
は
︑
今
回
そ
う
し
た
道
の
り
を
再
編
集
し
て
示
さ
れ
た
︑
著

書
と
し
て
の
全
体
像
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
著
者
自

身
の
見
解
が
︑
そ
れ
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
唯
一
の
言

葉
は
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
﹃
近
世
日
本
思
想
の
基
本
型　

定
め
と

当
為
﹄一
で
あ
る
︒

　

主
眼
は
︑
や
は
り
﹁
近
世
日
本
思
想
﹂
に
あ
る
の
だ
︑
と
受
け

止
め
ら
れ
る
︒し
た
が
っ
て
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
と
い
う
構
成
に
沿
っ

て
言
え
ば
︑
伊
藤
仁
斎
に
つ
い
て
の
論
考
を
中
心
と
し
た
第
Ⅱ
部

が
︑
あ
え
て
選
べ
ば
本
書
の
本
丸
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
か
︒

　

た
だ
﹁︵
近
世
日
本
思
想
の
︶
基
本
型

0

0

0

﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
そ

の
意
味
を
直
ち
に
は
う
か
が
わ
せ
な
い
︒
ま
た
﹁
定
め
と
当
為

0

0

0

0

0

﹂

と
い
う
副
題
は
︑
よ
り
踏
み
込
ん
だ
形
で
︑
問
題
を
提
起
し
て
い

る
︒
こ
れ
ら
の
言
葉
こ
そ
は
︑
著
書
と
し
て
の
全
体
像
︑
言
い
換

え
れ
ば
︑
著
者
の
道
の
り
を
貫
い
て
き
た
問
い
を
︑
示
す
は
ず
で

あ
る
︒
そ
の
内
実
に
少
し
で
も
近
づ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
︑
論

者
な
り
に
糸
を
た
ぐ
り
︑
本
書
の
全
体
を
な
ぞ
っ
て
い
き
た
い
︒

一
、
第
Ⅱ
部
第
２
章　

伊
藤
仁
斎
の
「
道
」

　
﹁
定
め
﹂
は
︑
近
世
前
期
の
儒
学
者
︑
伊
藤
仁
斎
の
思
想
に
即

し
て
言
え
ば
︑﹁
天
命
﹂
に
当
た
る
だ
ろ
う
︒
ま
ず
は
第
Ⅱ
部
第

２
章
に
寄
り
添
っ
て
︑﹁
天
命
﹂
に
つ
い
て
の
行
論
を
確
認
す
る
︒

　
　

 ︵
仁
斎
は
二

︶
天
命
の
﹁
必
然
の
理
﹂︵
＝
積
善
が
必
ず
余
慶

を
齎
す
こ
と
︶
そ
の
も
の
は
疑
わ
な
い
︒
し
か
る
に
︑︵
中

略
︶
自
ら
の
忠
信
の
行
為
は
︑
予
め
善
き
結
果
を
保
証
し
な

い
︒﹁
天
命
﹂
は
﹁
必
然
の
理
﹂
で
あ
り
つ
つ
︑
人
間
の
行

為
の
場
に
お
い
て
は
不
可
測
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
︑
天
命
は

﹁
畏
る
﹂
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒︵150

三

︶

で
は
こ
の
﹁
天
命
﹂
を
︑そ
れ
と
し
て
受
け
止
め
る
人
の
﹁
当
為
﹂

六
一



は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒

　
　

 
自
ら
は
忠
信
を
以
て
行
為
す
る
こ
と
に
安
ん
じ
︑
そ
の
必
然

的
な
結
果
た
る
天
命
を﹁
順
受
﹂せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒︵150

︶

　
　

 

仁
斎
は
︑
自
取
の
道
を
尽
く
し
つ
つ
︑
即
ち
学
問
を
踏
ま
え

た
忠
信
に
よ
っ
て
︵
有
限
な
る
︶
自
ら
を
不
断
に
拡
充
し
つ

つ
︑
無
窮
で
か
つ
︵
＝
に
も
か
か
わ
ら
ず
︶
一
な
る
道
に
参

与
せ
ん
と
す
る
︒
そ
の
個
々
の
場
面
に
如
何
な
る
結
果
が
齎

さ
れ
よ
う
と
も
︑
そ
れ
は
天
命
で
あ
り
︑
安
ん
ず
る
他
は
な

い
︒︵151

︶

こ
の
よ
う
な
態
度
は
︑﹁
一
見
悲
観
的
な
も
の
に
思
え
る
︒
し
か

し
な
が
ら
仁
斎
は
決
し
て
悲
観
的
で
は
な
い
︒
そ
の
論
調
は
む
し

ろ
一
貫
し
て
楽
天
的
で
あ
る
﹂︵151

︶︒
な
ぜ
な
の
か
︒

　

そ
れ
は
︑﹁
天
＝
天
地
の
善
が
窮
極
に
お
い
て
︑
人
間
を
含
む

こ
の
世
界
全
体
を
支
え
て
い
る
﹂︵151

︶
こ
と
を
︑﹁
自
ら
の
周

囲
の
天
地
自
然
の
生
生
化
化
の
︑
ま
た
人
倫
日
用
に
於
け
る
人
々

の
生
生
化
化
の
存
在
に
よ
っ
て
︑
仁
斎
は
確
信
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

﹂︵
傍

点
栗
原
四

︶︵151 -152

︶
か
ら
で
あ
る
︒﹁
そ
し
て
︑
そ
の
確
信

こ
そ
が
仁
斎
の
思
想
の
窮
極
的
境
地
で
あ
っ
た
︑と
考
え
ら
れ
る
﹂

︵152

︶︒

　

た
だ
し
﹁
そ
の
確
信
も
︑仁
斎
個
人
が
そ
こ
で
生
か
さ
れ
︑日
々

生
活
し
て
い
る
卑
近
な
場
に
お
い
て
の
み
あ
る
︒
ま
た
そ
こ
を
離

れ
て
自
立
す
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
場
で
常
に
生
生
化
化
を
実
感

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
得
な
い
な
ら
ば
︑
天
地
自
然
の
生
生
化
化
も
︑
自
ら
に
と
っ
て

は
空
虚
と
な
る
︒
そ
れ
故
︑
仁
斎
は
そ
こ
に
不
断
に
か
か
わ
っ
て

い
く
︒︵
中
略
︶
こ
の
卑
近
な
場
は
楽
観
も
悲
観
も
許
さ
れ
ぬ
己

れ
自
身
が
担
う
場
で
あ
る
︒
仁
斎
は
︑
こ
の
場
に
お
け
る
自
己
の

内
に
︑
善
＝
生
生
の
実
感
を
不
断
に
喚
び
起
こ
し
つ
つ
生
き
た
の

で
あ
る
﹂︵152

︶︒

　
﹁
定
め
﹂
を
受
け
と
め
て
﹁
当
為
﹂
に
生
き
る
仁
斎
の
態
度
は
︑

以
上
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
︒か
く
し
て
仁
斎
の
思
想
の
核
心
は
︑

﹁
道
の
存
在
に
対
す
る
信
仰
に
も
似
た
確
信
﹂︵152

︶
と
︑﹁
こ

の
場
に
お
い
て
そ
れ
を
実
感
せ
ん
と
す
る
決
意
﹂︵152

︶
と
い

う
二
点
に
︑
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

生
生
す
る
道
︵
天
道
│
人
道
︶
へ
の
﹁
確
信
﹂
と
︑﹁
天
﹂
か

ら
下
さ
れ
る
﹁
命
﹂
へ
の
﹁
畏
﹂
れ
は
︑
孔
子
︵
伏
犠
・
孟
子
も

含
め
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
︶
に
対
す
る
﹁
信
﹂
に
も
直
結
し
て

い
る
︑と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑こ
う
し
た
﹁
確
信
﹂
に
つ
い
て
︑

著
者
は
い
っ
た
ん
考
察
を
保
留
す
る
︒
つ
づ
く
第
３
章
・
第
４
章

で
狙
わ
れ
る
の
は
︑む
し
ろ
﹁
定
め
﹂
を
﹁
実
感
﹂
せ
ん
と
す
る
︑

仁
斎
学
に
お
け
る﹁
当
為
﹂の
内
実
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
忠
信
﹂

＋
﹁
学
問
﹂
と
い
う
実
践
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
あ
り
様
と
し
て
の

﹁
拡
充
﹂
で
あ
る
五

︒

六
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二
、
第
Ⅱ
部
第
３
章　

伊
藤
仁
斎
に
お
け
る
性
善
の
意
義

　

第
Ⅱ
部
第
３
章
で
は
︑
仁
斎
学
に
お
け
る
﹁
性
善
﹂
説
︑
お
よ

び
こ
れ
と
不
可
分
に
説
か
れ
た
﹁
自
暴
自
棄
﹂
に
︑
焦
点
が
あ
て

ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
ら
こ
そ
は
﹁
拡
充
﹂
の
起
点
だ
か
ら

で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
じ
こ
と
と
し
て
そ
れ
ら
は
︑
個
の
有
限
性
や
︑

人
間
に
お
け
る
生
生
と
は
逆
の
︵
死
滅
や
消
散
へ
の
︶
方
向
性
を
︑

仁
斎
が
ど
う
見
据
え
︑
乗
り
越
え
︵
よ
う
と
し
︶
た
か
を
う
か
が

う
︑
要
点
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　

仁
斎
は
︑﹁
自
ら
の
倫
理
的
能
力
に
絶
望
し
て
い
る
﹂︵165

︶﹁
自

暴
自
棄
者
﹂
を
︑
孔
子
の
言
う
﹁
下
愚
﹂六
に
あ
て
た
︑
宋
学
の
理

解
を
斥
け
る
︒
そ
し
て
む
し
ろ
こ
れ
を
︑
闇
さ
と
弱
さ
を
か
か
え

た
ほ
と
ん
ど
の
人
間
が
陥
る
︑
一
般
的
な
事
態
と
し
た
︒
そ
の
上

で
︑
仁
斎
は
彼
ら
を
︑
以
下
の
よ
う
に
救
い
上
げ
る
︒

　
　

 

仁
斎
の
﹁
性
善
﹂
は
︑
宋
学
で
言
え
ば
﹁
気
質
の
性
﹂
に
お

け
る
善
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
四
端
の
心
の
具
有
と
い
う
一

点
に
か
か
っ
て
︑
性
は
善
で
あ
る
︑
と
す
る
︒
こ
の
と
き
︑

現
に
自
暴
自
棄
し
て
い
る
者
も
︑﹁
盗
賊
の
至
不
善
﹂す
ら
も
︑

一
応
善
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

︒︵168

︶

　
　

 

活
物
た
る
人
間
は
︑四
端
の
心
を
具
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
︑
人
倫
の
生
生
化
化
＝
道
の
流
行

に
何
ほ
ど
か
は
参
与
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
︒︵169 -170

︶

た
だ
彼
ら
は
︑
そ
う
し
た
自
ら
の
性
善
に
﹁
無
自
覚

0

0

﹂︵166

︶

な
だ
け
で
あ
る
︒﹁
そ
の
こ
と
を
知
る

0

0

な
ら
ば
︑
誰
が
肯
え
て
自

暴
自
棄
す
る
だ
ろ
う
か
﹂︵168

︶︑
と
い
う
の
が
仁
斎
の
主
張
で

あ
っ
た
︒

　

し
た
が
っ
て
問
題
は
︑
そ
の
善
を
ど
う
し
て
﹁
自
覚
的
に
確
認

し
確
保
す
る
﹂︵170

︶
こ
と
が
出
来
る
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ

る
︒
そ
の
営
み
は
︑﹁
即
自
的
に
俗
に
浸
っ
て
い
る
状
態
を
脱
し
︑

俗
を
対
象
化
し
︑
そ
の
俗
の
世
界
＝
人
倫
日
用
の
世
界
に
現
に
流

行
し
て
存
在
す
る
道
を
意
識
化
し
よ
う
と
す
る
﹂︵170

︶
こ
と
︑

﹁
い
っ
た
ん
は
俗
を
対
象
化
し
︑
善
を
善
で
あ
る
と
知
る
こ
と
︑

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
俗
の
内
に
入
っ
て
い
く
﹂︵170

︶こ
と
︑

と
も
表
現
さ
れ
る
︒
要
す
る
に
﹁
孔
孟
の
教
え
を
学
び
︑︵
性
の

善
を
︶﹃
拡
充
﹄
す
る
﹂︵170

︶
プ
ロ
セ
ス
に
入
っ
て
い
け
れ
ば

よ
い
の
だ
が
︑
ま
さ
に
そ
の
起
点
と
な
る
性
善
の
﹁
自
覚
﹂
は
︑

い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
︑
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　
﹁
自
暴
自
棄
者
﹂
を
﹁
移
る
こ
と
を
肯
え
て
拒
ん
で
い
る
存
在
﹂

︵160

︶
と
し
︑
移
ら
ざ
る
こ
と
を
﹁
個
々
の
人
間
の
責
任
に
帰
﹂

︵160

︶
し
た
宋
学
は
︵
仁
斎
の
理
解
に
よ
れ
ば
︶︑
こ
の
﹁
自
覚
﹂

六
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を
ま
さ
に
﹁
自
覚
﹂
以
上
で
は
あ
り
得
な
い
も
の
と
し
︑
よ
っ
て

そ
こ
か
ら
先
は
︑
各
人
の
﹁
自
己
認
識
﹂﹁
自
己
変
革
﹂︵159

︶

で
し
か
あ
り
得
な
い
︑
と
し
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
立
場
を
否
定

し
た
仁
斎
は
︑
性
善
の
﹁
自
覚
﹂
が
生
起
す
る
機
微
を
︑
ど
こ
に

見
た
の
か
︒

　

こ
れ
は
︑﹁
四
端
の
心
﹂
の
発
動
そ
の
も
の
を
仁
斎
が
ど
う
捉

え
た
か
︑
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
︒
が
︑
著
者
の
考
察
に
沿
っ
て

ゆ
く
な
ら
︑﹁
あ
く
ま
で
も
︑
孔
孟
の
教
え
を
媒
介
に
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑

道
の
学
び
の
主
体
な
の
だ
﹂︵172
︶
と
い
う
把
握
︑そ
し
て
﹁︵
自

他
に
︶
通
底
す
る
﹃
理
﹄
を
認
め
ぬ
﹂︵168

︶﹁
自
他
の
隔
絶

0

0

0

0

0

の

意
識
﹂︵175

七

︶
に
︑
こ
れ
を
解
く
手
が
か
り
が
あ
る
と
思
う
︒

す
な
わ
ち
性
善
の
﹁
自
覚
﹂
は
︑
自
己
と
隔
絶
さ
れ
て
あ
る
は
ず

の
他
者
︵
あ
る
い
は
究
極
の
師
と
し
て
の
孔
子
︵
孟
子
︶︶
と
の

間
に
何
ら
か
の
通
路
が
開
く
︑
そ
の
こ
と
に
お
い
て
生
起
す
る
の

だ
ろ
う
︑
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

し
た
が
っ
て
︑や
は
り
狙
わ
れ
る
と
こ
ろ
は﹁
忠
信
﹂＋﹁
学
問
﹂

と
し
て
の
﹁
当
為
﹂
で
あ
り
︑
そ
こ
に
実
現
す
る
﹁
拡
充
﹂
で
あ

る
︒
す
で
に
第
２
章
で
示
さ
れ
た
こ
の
問
題
意
識
が
︑
第
４
章
に

も
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

三
、
第
Ⅱ
編
第
４
章　

伊
藤
仁
斎
の
「
恕
」

　

た
だ
し
︑第
４
章
で
は
﹁
忠
信
﹂
で
は
な
く
︑﹁
忠
恕
﹂︵﹁
恕
﹂︶

が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
︒﹁
忠
信
﹂＋﹁
学
問
﹂よ
り
む
し
ろ
︑﹁
忠

恕
﹂
＋
﹁
学
問
﹂
の
連
動
に
お
い
て
︑仁
斎
学
の
﹁
当
為
﹂
と
﹁
拡

充
﹂
の
様
相
が
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

隔
絶
さ
れ
て
あ
る
は
ず
の
自
他
︵
こ
の
認
識
を
仁
斎
は
ハ
ッ

キ
リ
打
ち
出
し
て
い
る
八

︶
の
間
に
︑﹁
い
と
も
軽
々
と
﹂︵188

︶

何
ら
か
の
通
路
が
開
く
︒
こ
の
こ
と
は
︑
仁
斎
に
学
ぼ
う
と
す
る

者
に
違
和
感
を
抱
か
せ
る﹁
難
点
﹂︵181

︶で
あ
る
︒
第
４
章
は
︑

こ
の
﹁
難
点
﹂
の
解
消
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
著
者

自
身
︑
疑
問
の
十
分
な
氷
解
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
︑
と
い
う
印

象
が
あ
る
九

︒

　

と
は
い
え
︑
解
答
そ
の
も
の
は
︑
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
忠
恕
﹂

に
お
い
て

　
　

 

自
ら
の
自
己
中
心
性
を
自
覚
し
対
象
化
す
る
自
己
は
︑
即
自

的
に
自
己
中
心
的
で
あ
る
︵
つ
ま
り
無
自
覚
で
あ
る
一
〇

︶
自

己
を
超
え
た
︑
既
に
そ
れ
と
は
異
質
な
自
己
で
あ
り
︑
こ
の

自
己
こ
そ
が
︑
他
者
の
心
を
忖
り
度
り
︑
委
曲
体
察
し
得
る

主
体
な
の
で
あ
る
︒︵190

︶

と
さ
れ
︑
ま
た
﹁
忠
恕
﹂
と
﹁
学
問
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
︑

六
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自
己
中
心
的
な
る
自
己
を
自
覚
し
対
象
化
す
る
自
己
と
︑︵
中

略
︶
学
問
を
す
る
自
己
と
は
︑
そ
の
﹁
超
え
る
﹂
と
い
う
点

で
同
質
で
あ
る
︒
言
い
換
え
る
な
ら
︑
有
限
で
︑
そ
れ
故
に

自
己
中
心
的
な
自
己
を
超
え
る
営
為
で
あ
る
と
い
う
点
で
︑

忠
恕
と
学
問
と
は
同
質
な
の
で
あ
る
︒︵191

︶

　
　

 

忠
恕
も
学
問
も
︑
と
も
に
自
他
合
一
︵
道
︶
へ
と
向
か
っ
て

自
己
を
超
え
る
営
為
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒︵192

︶

と
ま
と
め
ら
れ
る
︒
い
わ
ば
︑
こ
れ
が
結
論
な
の
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
お
そ
ら
く
著
者
は
︑
そ
こ
に
満
足
し
て
い
な
い
︒
そ
の
問
題

関
心
に
︑
も
う
一
歩
深
く
踏
み
込
み
た
い
︒

　
　

 

し
か
し
一
方
︑
学
問
は
︑
道
︵
さ
ら
に
徳
や
善
一
一

︶
が
無
窮

で
あ
る
が
故
に
︑
ま
た
無
窮
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
無
窮
の
学

問
の
彼
方
に
あ
る
の
は
︑
そ
の
目
に
死
物
無
き
伏
犠
︑
そ
の

目
に
不
善
の
人
無
き
孟
子
︑
そ
し
て
天
地
に
比
せ
ら
れ
る
孔

子
の
境
地
で
あ
ろ
う
︒︵
中
略
︶
と
す
れ
ば
︑
常
に
学
問
の

途
上
に
あ
り
続
け
る
人
間
に
︑
そ
の
学
問
の
完
成
が
訪
れ
る

こ
と
は
つ
い
に
あ
り
得
ぬ
故
に
︑
個
々
の
場
面
に
お
い
て
真

に
他
者
の
心
を
忖
度
し
得
︑
他
者
を
体
察
し
得
る
保
証
は
与

え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
過
つ
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
こ

と
な
の
だ
︒︵192 -193

︶

　

他
者
に
対
す
る
誤
解
︑
自
他
の
隔
絶
は
︑
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も

解
消
さ
れ
は
し
な
い
︒
そ
の
中
で

　
　

 

人
が
望
み
得
る
の
は
︑
同
時
に
人
の
当
為
で
あ
る
の
は
︑
学

問
の
無
窮
の
道
を
歩
み
な
が
ら
︑
一
件
一
件
の
恕
を
試
み
る

こ
と
で
あ
る

0

0

0

︒︵193

︶

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
文
末
は
﹁
試
み
る
こ
と
で
し
か
な

0

0

0

0

い0

﹂
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
︒
直
後
で
︑仁
斎
が
﹁
己

を
推
す
﹂︵
＝
自
分
の
あ
り
よ
う
に
照
ら
し
て
他
者
の
あ
り
よ
う

を
推
測
す
る
︶
こ
と
を
﹁
恕
を
行
ふ
の
要
﹂
と
認
め
た
点
に
触
れ
︑

　
　

 

こ
れ
は
︑
有
限
な
る
人
間
に
可
能
な
の
は
︑
実
際
に
は
︑
自

己
を
も
っ
て
他
者
を
推
し
測
る
こ
と
の
み
で
し
か
な
い

0

0

0

0

0

︑
と

告
白
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
だ
が
︑
そ
れ

で
は
結
局
︑
自
ら
が
批
判
す
る
朱
子
学
的
な
立
場
に
回
帰
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
︒︵193

︶

と
の
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
も
︑
仁
斎
に
寄
り
添
い
つ

つ
も
ど
こ
か
煮
え
切
ら
な
い
︑と
い
う
思
い
が
に
じ
む
の
で
あ
る
︒

六
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そ
し
て
初
出
の
論
文
で
は
︑
ま
さ
に
こ
の
思
い
が
率
直
に
表
明
さ

れ
て
い
た
︒

　
　

 
そ
れ
︵
仁
斎
学
に
お
け
る
自
他
隔
絶
の
意
識
︶
が
も
た
ら
す

違
和
感
を
︑
本
稿
が
十
分
に
解
消
し
得
た
か
ど
う
か
︒
筆
者

と
し
て
も
隔
靴
掻
痒
の
憾
み
を
拭
い
難
い
︒
そ
れ
は
︑
自
他

関
係
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
﹁
忠
信
﹂

に
つ
い
て
の
考
察
を
︑
本
稿
が
省
略
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
︒一
二

　

本
書
で
は
省
か
れ
た
こ
の
結
び
は
︑
し
か
し
﹁
自
己
言
及
的
で

少
々
見
苦
し
い
﹂一
三

︵261

︶
も
の
で
は
決
し
て
な
く
︑
む
し
ろ

仁
斎
学
に
対
す
る
著
者
の
問
い
の
一
貫
性
を
︑
示
し
て
い
る
︒

　

他
者
の
心
身
を
忖
度
し
て
﹁
一
件
一
件
の
恕
を
試
み
る
﹂
実
践

が
︑
し
か
し
他
方
︑﹁
己
を
推
す
﹂
こ
と
を
そ
の
﹁
要
﹂
と
す
る

ほ
か
な
い

0

0

0

0

︒
こ
の
と
き
の
﹁
己
を
推
す
﹂
は
︑
確
か
に
宋
学
の
言

う
﹁
己
を
尽
す
﹂﹁
忠
﹂
に
似
て
も
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
と
は
あ

く
ま
で﹁
異
質
﹂︵187

︶な
︑﹁
自
己
の
外
へ
︑他
者
へ
と
向
か
う
﹂

︵187

︶﹁
忠
﹂
な
の
で
あ
る
︒

　

仁
斎
の
﹁
忠
﹂︵
＝
﹁
己
を
推
す
﹂﹁
己
を
尽
す
﹂﹁
己
の
心
を

尽
し
竭
す
﹂︶
は
︑
ま
さ
に
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
す
で
に

第
２
章
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
﹁
忠
信
﹂
に
も
つ
な
げ
て
︑

捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
と
同
時
に
︑お
そ
ら
く
は
﹁
忠
信
﹂

と
﹁
忠
恕
﹂
が
︑
不
可
分
な
﹁
当
為
﹂︵﹁
修
為
﹂︶
と
し
て
︑
捉

え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

　
﹁
忠
信
﹂﹁
忠
恕
﹂
＋
﹁
学
問
﹂
と
い
う
要
素
が
一
体
的
に
働
き

だ
し
た
と
き
︑﹁
自
他
合
一
︵
道
︶
へ
と
向
か
っ
て
自
己
を
︵
＝

自
他
間
の
隔
絶
を
︶
超
え
る
営
為
﹂︵192

︶
は
︑
も
う
一
段
確

か
な
﹁
拡
充
﹂
の
﹁
実
感
﹂
を
と
も
な
う
﹁
当
為
﹂
と
し
て
︑
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒
後
学
と
し
て
︑
こ
う
し
た
示
唆
を
受

け
た
一
四

︒

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

　

以
上
︑
伊
藤
仁
斎
を
論
じ
た
三
つ
の
章
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
よ
り

大
き
な
問
題
に
立
ち
戻
り
た
い
︒

　
﹁
定
め
﹂を
受
け
と
め
て﹁
当
為
﹂に
生
き
る
仁
斎
の
境
地
は
︑﹁
道

の
存
在
に
対
す
る
信
仰
に
も
似
た
確
信
﹂︵152

︶
と
︑﹁
こ
の
場

に
お
い
て
そ
れ
を
実
感
せ
ん
と
す
る
決
意
﹂︵152

︶︑
と
い
う
二

点
に
集
約
さ
れ
た
︒

　

こ
の
う
ち
︑
無
窮
に
生
生
す
る
道
に
対
す
る
﹁
信
﹂︑
ま
た
そ

れ
を
教
と
し
て
立
て
た
孔
子
に
対
す
る
﹁
信
﹂
に
つ
い
て
は
い
っ

た
ん
保
留
さ
れ
︑
考
察
の
局
面
は
︑
そ
れ
を
﹁
実
感
﹂
せ
ん
と
す

る
当
為
に
し
ぼ
ら
れ
た
︒
し
か
し
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
は
︑
自
己

六
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と
隔
絶
さ
れ
て
あ
る
は
ず
の
他
者
︵
あ
る
い
は
究
極
の
師
と
し
て

の
孔
子
︶
と
の
間
に
何
ら
か
の
通
路
が
開
く
︑
そ
の
瞬
間
に
あ
る

も
の
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
や
は
り
︑
他
者
と
し
て
向
き
合
わ
れ
る
も

の
に
対
す
る
﹁
信
﹂︵
そ
れ
は
﹁
忠
信
﹂
の
﹁
信
﹂
と
も
響
き
合

う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︶︑
で
は
な
か
っ
た
か
︒

　

こ
の
テ
ー
マ
は
︑
仁
斎
に
対
す
る
問
い
と
し
て
は
︑
そ
れ
以
上

に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑太
宰
春
台
を
扱
っ
た
第
５
章
︑

ま
た
そ
の
師
︑
荻
生
徂
徠
を
扱
っ
た
第
７
章
で
は
︑
ま
さ
に
﹁
信
﹂

が
︑
そ
し
て
﹁
信
﹂
の
も
と
で
推
進
さ
れ
る
当
為
と
し
て
の
﹁
道

の
学
び
﹂
が
︑
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

四
、�

第
Ⅱ
部
第
５
章　

太
宰
春
台
の
思
想
の
一
側
面
─
『
聖
学
問

答
』
を
中
心
に

　

第
Ⅱ
部
第
５
章
で
は
︑あ
る
分
裂
を
内
に
抱
え
た
者
と
し
て
の
︑

儒
学
者
太
宰
春
台
像
が
︑
描
か
れ
て
い
る
︒

　

一
つ
に
は
︑﹁
人
間
の
﹃
本
心
﹄
を
醜
悪
な
る
も
の
と
し
て
徹

底
的
に
貶
め
た
﹂︵206

︶﹁
自
ら
の
内
な
る
利
己
性
を
激
し
く
意

識
し
︑
そ
れ
を
禽
獣
性
と
み
な
し
て
拘
泥
し
た
﹂︵207

︶﹁﹃
悪

念
妄
念
﹄
が
︑
そ
れ
と
し
て
自
ら
の
内
側
に
あ
る
こ
と
を
率
直
に

認
め
て
た
じ
ろ
が
な
い
﹂︵208

︶﹁
自
ら
の
内
面
の
罪
深
さ
を
熟

視
し
た
﹂︵208

︶
と
い
う
︑
一
言
で
言
え
ば
︑﹁
人
間
性
に
対
す

る
懐
疑
﹂︵211

︶
を
突
き
詰
め
た
学
者
と
し
て
の
春
台
で
あ
る
︒

　

彼
の
懐
疑
は
︑
人
間
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
︑﹁
活
物
﹂
と
し
て

の
﹁
天
地
﹂︑
さ
ら
に
は
そ
の
動
き
を
主
宰
す
る
﹁
天
﹂
に
対
し

て
も
及
ん
で
い
た
︒
そ
こ
で
は
﹁
世
界
全
体
が
信
頼
に
足
る
安
定

し
た
秩
序
を
喪
失
し
︑
得
体
の
知
れ
ぬ
不
確
実
な
も
の
と
し
て
︑

春
台
を
脅
か
す
﹂︵213

︶︒

　

他
方
︑
こ
う
し
た
内
面
と
抱
き
合
わ
さ
れ
る
形
で
︑
春
台
に
お

け
る
﹁
聖
人
に
対
す
る
信
﹂︵211

︶
が
︑﹁
切
実
﹂︵212

︶
な
も

の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
︒

　
　

 

如
何
と
も
為
し
得
ぬ
内
面
を
か
か
え
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
人

は
救
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
︑
救
い
は
外
か
ら
来

る
の
だ
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
︒︵
中
略
︶
か
く
し
て
︑
外

面
の
﹁
礼
義
﹂
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒

春
台
の
提
出
し
た
徳
行
の
内
容
は
︑
先
王
の
﹁
礼
義
﹂
を
遵

守
す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
︒︵208 -209

︶

ど
こ
ま
で
も
﹁
至
愚
陋
劣
﹂
で
し
か
な
い
自
ら
が
︑
一
心
に
聖
人

の
定
め
た
﹁
礼
義
﹂
に
す
が
ろ
う
と
す
る
姿
は
︑
自
身
に
よ
っ
て

﹁
一
向
宗
の
弥
陀
信
仰
﹂︵211

︶
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
ほ
ど
︑

切
実
な
も
の
だ
っ
た
︑
と
さ
れ
る
︒

六
七



　

し
か
し
な
が
ら
︑﹁
懐
疑
﹂す
る
春
台
と
︑﹁
信
﹂ず
る
春
台
と
は
︑

分
裂
し
て
い
た
︒﹁﹃
礼
義
﹄
の
遵
守
は
︑
春
台
に
お
い
て
は
︑
自

己
に
一
定
の
型
を
強
制
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
自
己
を
馴
致
す
る
こ

と
﹂︵209
︶で
あ
っ
た
が
︑﹁
表
裏
一
致
﹂﹁
純
熟
﹂の﹁
誠
﹂︵210

︶

と
い
う
境
地
は
︑
い
ま
だ
己
れ
の
も
の
で
は
な
い
︒
自
ら
の
あ
り

よ
う
は
︑﹁
詐
偽
﹂︵210

︶﹁
偽
善
﹂︵211

︶の
段
階
を
脱
し
な
い
︑

と
の
自
覚
︵
と
同
時
に
そ
の
こ
と
自
体
を
引
き
受
け
る
﹁
潔
癖
な

覚
悟
﹂︵211

︶︶
が
︑
春
台
に
は
あ
っ
た
︒

　

以
上
の
よ
う
な
春
台
の
あ
り
よ
う
に
は
︑﹁
余
裕
の
な
さ
﹂

︵211

︶︑﹁
安
ら
ぎ
﹂︵212

︶
の
な
さ
が
︑
看
取
さ
れ
る
︒
結
局

の
と
こ
ろ
︑
彼
が
﹁
信
﹂
じ
た
は
ず
の
﹁
聖
人
の
道
も
︑
支
え
を

失
っ
て
宙
に
浮
い
て
い
る
︑
と
い
う
印
象
を
拭
い
難
い
﹂︵213

︶︑

と
い
う
の
が
第
５
章
の
結
論
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
は
︑
師
で
あ
る

徂
徠
に
対
す
る
春
台
の
距
離
感
︵﹁
師
に
鬱
然
た
る
不
満
を
懐
い

て
い
た
弟
子
﹂︵198

︶︶
も
︑
こ
の
結
論
と
同
じ
と
こ
ろ
に
由
来

し
た
の
だ
ろ
う
︒

五
、�

第
Ⅱ
部
第
７
章　

方
法
と
し
て
の
「
信
」
─
疑
問
・
批
判
の

根
底

　

右
の
第
５
章
は
︑
同
じ
第
Ⅱ
部
︑
第
７
章
の
荻
生
徂
徠
論
と
︑

太
く
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
徂
徠
の
﹁
信
﹂
と
春
台
の
﹁
信
﹂
は
︑

第
５
章
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
た
︒

　

徂
徠
に
お
い
て
︑︵
聖
人
へ
の
︶﹁
信
﹂
は
︑
必
ず
し
も
﹁
非
合

理
﹂︵211

︶
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒﹁
む
し
ろ
︑
信
は
よ
り
よ

く
他
を
理
解
す
る
た
め
の
認
識
の
方
法

0

0

で
あ
っ
た
﹂︵211

︶︒
こ

れ
に
対
し
て
春
台
の
﹁
信
に
は
方
法
に
止
ま
ら
ぬ

0

0

0

0

0

切
実
な
も
の
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂︵212

︶︒

　

そ
し
て
著
者
自
身
と
し
て
は
︑
春
台
の
﹁
信
﹂
に
︵
深
い
葛
藤

を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
︶
よ
り
切
実
な
も
の
を
認
め
︑
他
方

﹁
方
法
﹂
と
し
て
の
﹁
信
﹂
に
安
ん
じ
た
徂
徠
に
対
し
て
は
︑
比

較
的
大
き
く
距
離
を
と
っ
て
い
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑﹁
合
理
﹂
的

な
﹁
歴
史
意
識
﹂︵207

︶
と
結
び
つ
く
は
ず
の
徂
徠
の
﹁
信
﹂
が
︑

逆
に
﹁
疑
問
を
抱
く
こ
と
に
対
す
る
抑
圧
と
も
読
み
と
り
得
る
﹂

︵237

︶言
を
も
生
ん
だ
と
あ
っ
て
は
︑そ
こ
に﹁
奇
異
の
念
﹂︵237

︶

さ
え
覚
え
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
も
︑
想
像
さ
れ
る
︒

　

し
か
し
第
７
章
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
徂
徠
の
﹁
信
﹂
が
︑

ま
た
そ
こ
に
対
す
る
﹁
奇
異
の
念
﹂
が
︑
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
︒﹁﹃
疑
﹄
の
根
底
に
は
方
法
的
﹃
信
﹄
と
も
言
う
べ
き
も
の
が

あ
っ
て
︑
そ
う
し
て
は
じ
め
て
豊
穣
な
思
考
と
な
る
の
で
は
な
い

か
﹂︵237

︶
と
さ
れ
︑
む
し
ろ
徂
徠
的
な
﹁
信
﹂
や
︑
そ
こ
で

推
進
さ
れ
る
当
為
と
し
て
の
﹁
学
び
﹂︵251

︶
に
︑
積
極
的
な

可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
学
び
﹂
の
あ
り
よ
う

六
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は
︑
次
の
よ
う
に
印
象
的
な
譬
え
で
評
さ
れ
る
︒

　
　

 
長
時
間
を
費
や
し
て
の
徂
徠
の
学
び
は
︑
あ
た
か
も
職
人
仕

事
の
よ
う
で
あ
る
︒︵251

︶

　
　

 

あ
る
技
に
熟
達
す
る
に
は
そ
れ
相
応
に
長
い
時
間
が
必
要
で

あ
り
︑そ
の
間
た
ゆ
ま
ず
に
研
鑽
を
積
ん
だ
︵
＝
実
践
す
る
︶

者
の
み
が
︑曰
く
言
い
難
い
そ
の
技
の
骨こ

つ

と
い
っ
た
も
の
を
︑

同
時
に
そ
れ
に
相
応
し
た
知
識
を
︑
身
に
つ
け
て
老
巧
な
者

と
た
た
え
ら
れ
る
に
至
る
︵252

︶

そ
う
し
た
者
の
﹁
威
﹂︵253

︶
を
前
に
し
て
︑
い
っ
た
ん
彼
を

師
と
定
め
た
弟
子
の
﹁
疑
﹂
は
︑
根
底
に
あ
る
﹁
信
﹂
を
凌
駕
す

る
こ
と
が
な
い
︒
む
し
ろ
当
の
﹁
信
﹂
を
支
え
と
す
れ
ば
こ
そ
︑

自
ら
も
ま
た
︑﹁
技
の
骨こ

つ

﹂
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
﹁
知
﹂
の
習
得

へ
向
け
た
︑
長
時
間
の
粘
り
強
い
﹁
学
び
﹂
に
︑
身
を
投
じ
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

　

以
上
︑
第
Ⅱ
部
第
５
章
・
第
７
章
を
一
続
き
の
論
と
し
て
見
た

が
︑
問
題
は
︑
自
己
に
と
っ
て
﹁
信
﹂
ず
べ
き
︑
そ
し
て
己
れ
の

身
を
投
げ
出
す
べ
き
他
者
の
存
在
︑
も
っ
と
言
え
ば
そ
う
し
た
他

者
と
の
出
会
い
に
あ
る
︑
と
感
じ
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
先
は
︑
著

者
に
よ
る
論
旨
を
踏
み
越
え
た
︑
論
者
の
着
想
で
あ
る
こ
と
を
断

わ
っ
た
上
で
︑
あ
え
て
述
べ
た
い
︒
第
７
章
の
﹁
信
﹂
は
︑
確
か

に
︑﹁
方
法
と
し
て
の
﹃
信
﹄﹂
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し

第
５
章
と
抱
き
合
わ
せ
て
見
た
と
き
︑
そ
れ
が
同
時
に
︑﹁
方
法

に
止
ま
ら
ぬ
切
実
な
﹂︵212

︶﹁
信
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
地
平
も
︑

見
え
て
来
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
︒

　

第
５
章
で
︑
春
台
の
﹁
信
﹂
は
後
者
と
さ
れ
た
︒
し
か
し
彼
の

学
び
が
︑
後
ろ
暗
い
自
己
に
﹁
強
制
﹂
さ
れ
る
﹁
偽
﹂
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
は
︑
む
し
ろ
そ
の
﹁
信
﹂
こ
そ
前
者
で
あ
る
︑
と
い

う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
第
７
章
で
︑
徂
徠
の
﹁
信
﹂

は
前
者
と
さ
れ
た
︒
し
か
し
結
局﹁＂
今
こ
こ
＂を
照
射
す
る
光
源
﹂

︵245

︶
と
し
て
の
﹁
聖
人
の
制
度
﹂
＝
﹁
聖
人
の
道
﹂
に
身
を

委
ね
る
学
び
は
︑
む
し
ろ
後
者
の
﹁
信
﹂
を
︑
証
す
る
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

と
も
あ
れ
︑﹁
徂
徠
に
︵
時
代
を
遡
れ
ば
仁
斎
に
も
︑
降
れ

ば
お
そ
ら
く
福
沢
一
五

に
も
︶
あ
る
安
ら
ぎ
が
春
台
に
は
無
い
﹂

︵212

︶︒
そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
問
い
は
︑
ど
こ
ま
で
も
残

る
︒

　

こ
れ
は
︑
自
己
に
と
っ
て
の
他
者
が
︑
他
者
と
し
て
あ
る
こ
と

の
意
味
を
︑
問
う
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
出
会
わ
れ
た
他
者
に
直

面
し
て
自
己
に
求
め
ら
れ
る
当
為
が
︑
当
為
と
し
て
あ
る
こ
と
の

六
九



意
味
を
︑
問
う
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
に
わ
か
に
見

通
し
が
た
い
問
い
で
あ
る
︒

　

し
か
し
少
な
く
と
も
こ
の
問
い
は
︑
ど
ち
ら
の
根
底
に
も
そ
れ

ぞ
れ
に
﹁
切
実
﹂
な
﹁
信
﹂
が
あ
る
こ
と
︑
ま
た
ど
ち
ら
の
﹁
学

び
﹂
に
も
︑﹁
信
﹂
じ
抜
く
べ
き
他
者
に
向
け
て
︑
自
己
を
丸
ご

と
投
げ
出
し
て
い
く
姿
勢
が
あ
る
こ
と
︑
両
者
を
踏
ま
え
て
問
わ

れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
こ
の
点
も
ま
た
︑
後
学
と
し
て
受
け
た
示
唆

で
あ
る
︒

六
、�

第
Ⅱ
部
第
６
章　

大
塩
中
斎
に
お
け
る「
帰
太
虚
」を
め
ぐ
っ

て
／
第
Ⅰ
部
第
４
章
『
葉
隠
』
に
お
け
る
「
曲
者
」

　

第
Ⅱ
部
第
６
章
︑
お
よ
び
第
Ⅰ
部
第
４
章
で
は
︑︵
以
上
の
よ

う
な
︶
他
者
に
対
し
て
自
己
を
投
げ
出
す
当
為
を
︑
死
に
向
か
っ

0

0

0

0

0

て
踏
み
ぬ
い
た

0

0

0

0

0

0

︑
武
士
の
あ
り
よ
う
が
描
か
れ
て
い
る
︒
大
塩
中

斎
に
と
っ
て
の
他
者
は
﹁
厄
難
﹂
に
苦
し
む
民
で
あ
り
︑﹃
葉
隠
﹄

の
﹁
曲
者
﹂
た
ち
に
と
っ
て
の
他
者
は
︑
主
君
︵
そ
し
て
主
家
︶

で
あ
っ
た
︒

　

た
だ
し
︑﹁
曲
者
﹂
た
ち
に
と
っ
て
の
主
君
が
︑
常
軌
と
い
う

枷
を
踏
み
や
ぶ
る
彼
ら
の
あ
り
よ
う
を
︑﹁
武
士
道
の
本
意
﹂
に

親
し
い
﹁
曲
者
﹂
と
し
て
承
認
し
︑
最
大
限
に
救
い
あ
げ
て
く
れ

る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
中
斎
に
と
っ
て
の
民
は
︑
少
な
く

と
も
そ
う
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
︒

　

儒
学
者
︵
陽
明
学
者
︶
で
も
あ
っ
た
中
斎
に
と
っ
て
︑
自
己
の

存
在
を
最
終
的
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
︵
は
ず
の
︶
も
の
は
他
者

で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
太
虚
﹂
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
中

斎
に
と
っ
て
の
当
為
は
︑
た
だ
ま
っ
す
ぐ
に
﹁
早
く
死し

ぬ
か
た方
に
片か
た
づ
く付

ば
か
り
﹂一
六

︑
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
︒
彼
が
死
を
覚
悟

し
て
の
実
践
に
向
か
う
前
提
に
は
︑﹁
一
瞬
一
瞬
が
緊
張
の
連
続
﹂

︵222

︶
と
い
う
よ
う
な
︑
自
己
の
内
面
へ
と
向
か
い
続
け
る
﹁
刻

苦
﹂︵222

︶
が
あ
っ
た
︒

　

し
か
し
︑ど
ん
な
に
厳
し
く﹁
自
己
浄
化
﹂︵222

︶に
徹
し
て
も
︑

﹁
帰
太
虚
﹂
の
実
感
は
﹁
至
難
﹂︵227

︶
で
あ
る
︒
そ
の
果
て
で
︑

﹁
聖
人
に
あ
ら
ざ
る
﹂︵232

︶
自
己
が
︑
自
ら
の
有
限
性
を
突
破

す
る
た
め
に
残
さ
れ
た
道
は
︑
目
前
の
民
を
救
わ
ん
と
す
る
﹁
発

強
剛
毅
﹂︵230

︶﹁
狂
﹂︵231

︶
で
し
か
な
か
っ
た
︒

　

そ
こ
に
あ
る
﹁
焦
燥
感
︑
性
急
さ
﹂︵232

︶
は
︑﹁
学
び
﹂
に

向
か
う
持
久
力
の
欠
如
を
︑
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は

む
し
ろ
︑自
己
の
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
を
問
う
問
い
の
激
し
さ
が
︑

そ
の
行
き
場
を
失
い
か
け
た
と
き
の
︑
困
難
と
切
実
さ
を
示
し
て

い
る
︒
佐
藤
一
斎
か
ら
の
﹁
諷
一
七

﹂︵228

︶
は
︑正
論
で
は
あ
れ
︑

中
斎
の
真
情
に
届
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

七
〇



　
　

 

そ
も
そ
も
人
間
の
行
為
が
常
に
不
確
か
さ
に
足
を
洗
わ
れ
て

お
り
︑
ま
た
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
行
為
を
廃
し
得
る
も
の

で
も
な
い
限
り
︑
そ
し
て
︑
そ
の
行
為
に
お
い
て
無
私
で
あ

り
た
い
と
考
え
る
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
中
斎
が
直
面
し
た

と
同
様
の
困
難
な
事
態
が
出
来
し
て
い
る
︵233

︶

と
第
６
章
が
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
︑
中
斎
の
問
い
は
︑
第
Ⅱ
部

第
５
章
に
論
じ
ら
れ
た
太
宰
春
台
の
問
い
に
︑
そ
し
て
ま
た
︑
本

書
全
体
を
貫
く
著
者
の
問
い
に
も
︑
重
な
っ
て
い
る
︒﹃
葉
隠
﹄

の
﹁
曲
者
﹂
た
ち
は
︑
果
報
者
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
最
後
に
は
死

場
を
得
た
中
斎
も
︑
彼
な
り
の
﹁
定
め
﹂
に
殉
じ
た
と
言
え
る
の

か
も
し
れ
な
い
︒
で
は
︑
今
こ
こ
で
︑
問
い
の
中
に
あ
っ
て
生
き

る
私
た
ち
は
ど
う
か
︑
と
の
結
び
で
あ
る
︒
さ
き
に
検
討
し
た
第

Ⅱ
部
第
７
章
は
︑
こ
の
設
問
に
対
す
る
解
答
と
し
て
も
︑
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
︒

七
、�

第
Ⅰ
部
第
３
章
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
「
天
道
」
／
第
Ⅱ

部
第
１
章　

無
常
か
ら
人
倫
へ

　

収
録
さ
れ
た
論
文
中
最
も
新
し
い
︑
第
Ⅰ
部
第
３
章
︵
初
出
二

〇
〇
八
年
︶は
︑右
に
考
察
し
た
第
Ⅱ
部
第
６
章︵
同
一
九
九
三
年
︶

と
第
Ⅰ
部
第
４
章
︵
同
二
〇
〇
三
年
︶
を
受
け
た
︑
武
士
道
に
お

け
る
﹁
定
め
﹂
と
﹁
当
為
﹂
論
で
あ
る
︑と
読
む
こ
と
が
出
来
る
︒

　
﹁
定
め
﹂
は
︑﹁
天
道
の
配
当
す
る
果
報
﹂︵76

︶
で
あ
る
︒﹁
天

道
は
必
ず
し
も
善
因
善
果
︑
悪
因
悪
果
で
は
な
い
︒︵
中
略
︶
人

間
の
側
か
ら
は
︑
何
故
と
も
わ
か
ら
ぬ
恣
意
的
な
あ
り
方
を
す
る

よ
う
に
見
え
る
の
が
天
道
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
天
道
は
︑
そ
の
意

図
が
奥
深
く
︑
人
間
の
価
値
観
を
超
越
し
て
い
る
﹂︵76

︶︒
こ

の
﹁
天
道
﹂
は
︑
大
塩
中
斎
に
お
け
る
﹁
太
虚
﹂
や
︑
仁
斎
・
徂

徠
・
春
台
ら
に
お
け
る
﹁
活
物
﹂
に
も
通
じ
る
イ
メ
ー
ジ
︑
す
な

わ
ち
︑
自
己
︵
ひ
い
て
は
人
間
︶
に
と
っ
て
の
届
き
が
た
さ
︑
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に

　
　

 

人
の
世
の
栄
枯
盛
衰
は
︑
以
前
で
あ
れ
ば
︑
仏
法
の
無
常
観

を
導
く
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
︒
し
か
し
︑
栄
枯
盛
衰
を
も

た
ら
す
の
は
﹁
天
道
﹂
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
た
︵71

︶

　
　

 

果
報
と
は
︑
前
世
・
来
世
を
前
提
と
し
た
仏
教
用
語
で
あ
り
︑

前
世
で
の
振
る
舞
い
の
果
報
の
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
︑﹃
甲

陽
軍
鑑
﹄
に
は
前
世
の
影
も
︑
来
世
の
影
も
な
い
︒﹃
甲
陽

軍
鑑
﹄
は
神
仏
を
包
み
込
ん
だ
﹁
天
道
﹂
を
語
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
︵87

︶

と
い
う
叙
述
を
見
る
と
︑
武
士
道
に
お
け
る
﹁
天
道
﹂
観
も
︑
第

七
一



Ⅱ
部
第
１
章
で
﹁
思
想
の
主
流
が
無
常
観
か
ら
生
生
観
に
移
行
し

た
﹂︵111

︶﹁︵﹃
無
常
﹄
観
は
︶
超
越
的
な
﹃
常
住
﹄
を
と
り
崩

し
な
が
ら
︑自
ら
の
内
に
超
越
性
を
引
き
込
み
︑﹃
生
生
﹄観
を
産
﹂

︵125
︶
ん
だ
︑
と
い
う
︑
中
世
か
ら
近
世
へ
の
思
想
史
観
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︑
と
読
め
る
︒
そ
こ
に
あ
る
届
き
が
た

さ
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
仁
斎
に
即
し
て
﹁
個
々
人
の
足
下
に
は
︑
未

だ
﹃
無
常
﹄
の
深
淵
が
口
を
開
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ

る
︒﹃
生
生
﹄
は
︑
そ
の
裏
に
﹃
無
常
﹄
と
い
う
不
気
味
な
相
貌

を
隠
す
︑
い
わ
ば
ヤ
ヌ
ス
な
の
で
あ
る
﹂︵122

︶
と
も
説
か
れ

て
い
た
︒

　

で
は
︑
天
︵
道
︶
に
対
す
る
︵
＝
見
通
し
が
た
い
定
め
に
対
す

る
︶﹁
畏
れ
﹂﹁
信
﹂︵76

︶の
も
と
︑ま
た
そ
れ
に
対
応
し
た
︑﹁
自

己
の
有
限
性
・
限
界
の
意
識
﹂︵76

︶
の
も
と
︑
人
間
が
︵
武
士

が
︶
積
極
的
に
﹁
努
力
﹂︵88

︶
す
る
当
為
の
領
域
は
︑ど
う
﹁
用

意
さ
れ
て
い
る
﹂︵88

︶
の
か
︒

　

ま
ず
︑
そ
の
前
提
と
な
る
武
士
た
ち
の
願
い

0

0

に
つ
い
て
は
︑
そ

れ
が

・ ︵
戦
闘
に
せ
よ
訴
訟
に
せ
よ
︶
己
が

0

0

勝
ち
を
と
り
︑
名
を
と
り
︑

立
身
出
世
す
る
こ
と

・ ﹁
天
下
統
治
の
権
︑領
国
興
隆
︑子
孫
繁
栄
﹂︵80

︶と
い
う
︑︵﹁
一

個
の
人
﹂︵80

︶を
こ
え
た

0

0

0

0

︶﹁
家
族
や
共
同
体

0

0

0

0

0

0

﹂︵87

︶の
︑﹁
現

世
に
お
け
る
空
間
的
拡
大
・
時
間
的
持
続
﹂︵80

︶

に
あ
っ
た
︑
と
指
摘
さ
れ
る
︒
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
︑
二
点
は

対
比
的
に
並
べ
ら
れ
た
上
で
︑
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
︒
し
て
み
れ

ば
こ
こ
に
も
第
Ⅱ
部
第
１
章
の
︑﹁
不
断
に
足
下
を
洗
﹂124

う

無
常
観
に
﹁
脅
か
さ
れ
た
個
々
の
存
在

0

0

0

0

0

は
︑︵
無
常
観
を
﹁
拍
車
﹂

︵124

︶
と
し
て
︶
自
ら
の
活
物
性
を
相
互
に
確
認
す
る
他
者
の

0

0

0

存
在

0

0

を
必
要
と
し
た
﹂︵125

︶﹁
そ
こ
に
︑
絶
対
的
価
値
を
付
与

さ
れ
て
︑ど
こ
か
超
越
的
色
彩
を
帯
び
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

救
済
の
場
と
し
て
の﹃
人0

倫0

﹄
が
成
立
す
る
﹂︵125

︶
と
い
う
前
述
の
思
想
史
観
に
︑
通

じ
る
視
点
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒

　

つ
い
で
︑
こ
う
し
た
願
い
を
抱
い
た
武
士
た
ち
の
﹁
当
為
﹂
に

つ
い
て
は
︑

・ 

出
家
す
る
こ
と
︑
神
仏
に
祈
る
こ
と

・ ﹁
道
徳
的
﹂︵
＝
お
そ
ら
く
儒
学
的
︶な﹁
分
別
﹂﹁
仁
政
﹂﹁
延
慮
﹂

︵77 -82

︶

・ ﹁
個
性
的
﹂︵
＝
﹁
曲
者
﹂
的
︶
な
存
在
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
そ

れ
を
容
れ
る
度
量
を
も
つ
こ
と
︵82 -85

︶

・ 
恨
み
を
内
に
閉
じ
込
め
ず
︑
忌
憚
な
く
﹁
奮
闘
﹂︵86

︶
す
る

こ
と

七
二



以
上
を
列
挙
す
る
よ
う
な
形
で
︑
論
が
進
め
ら
れ
る
︒
こ
こ
に
は

従
前
の
諸
論
文
で
扱
わ
れ
た
﹁
当
為
﹂
の
内
容
が
少
し
ず
つ
重
ね

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
︑
し
か
し
重
な
り
の
様
相
が
︑
踏
み

込
ん
で
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

　

た
だ
︑
天
を
﹁
信
﹂
じ
︑
こ
ち
ら
か
ら
は
見
通
し
が
た
い
﹁
定

め
﹂
を
畏
れ
る
か
ら
こ
そ
︑
有
限
な
こ
の
自
己
と
し
て
は
︵
直
面

す
る
他
者
︵
主
君
・
家
臣
・
親
族
・
領
民
・
敵
︶
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
︶﹁
奮
闘
﹂
す
る
の
み
で
あ
る
︑
と
い
う
武
士
た
ち
の
積

極
的
な
姿
勢
に
︑
論
の
力
点
は
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
大
き
く

見
れ
ば
や
は
り
︑
近
世
の
︵
と
く
に
武
教
的
︶
儒
学
者
た
ち
の
問

い
や
学
び
に
も
通
底
す
る
姿
勢
と
し
て
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
導
く

一
つ
の
前
提
と
し
て
︑
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

八
、
第
Ⅰ
部
第
２
章
「
正
直
」
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察

　

第
Ⅰ
部
第
２
章
は
︑
中
世
に
お
け
る
﹁
正
直
﹂
を
︵
お
も
に
仏

教
か
ら
の
影
響
と
い
う
視
点
で
︶
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し

本
章
は
︑
こ
の
﹁
正
直
﹂
と
い
う
徳
目
が
︑
い
ず
れ
近
世
儒
学
に

お
い
て
﹁
誠
﹂
が
重
視
さ
れ
て
ゆ
く
﹁
素
地
﹂︵47

︶
で
あ
る
こ

と
を
も
︑射
程
に
入
れ
て
い
る
︒
の
み
な
ら
ず
そ
の
末
尾︵64 -65

︶

で
は
︑当
為
と
し
て
の
﹁
正
直
﹂︵
か
ら
﹁
誠
﹂
に
つ
な
が
る
流
れ
︶

を
︑
よ
り
広
く
日
本
人
の
倫
理
観
と
し
て
︑
問
題
に
す
る
姿
勢
も

示
さ
れ
る
一
八

︒
し
た
が
っ
て
本
章
は
む
し
ろ
︑
本
書
の
全
体
を
貫

く
著
者
の
問
い
を
︑
色
濃
く
反
映
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ

の
煮
詰
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
︑著
者
自
身
の
言
葉
に
寄
り
添
い
つ
つ
︑

ま
と
め
て
み
た
い
︒

　
﹁
人
の
世
は
︑
既
に
し
て
原
初
の
本
来
的
一
体
性
を
喪
失
し
て

分
裂
し
た
世
界
で
あ
る
﹂︵65

︶︒﹁
人
間
の
内
面
﹂
は
﹁
一
筋
縄

で
は
い
か
ぬ
微
妙
な
あ
り
方
を
し
︑
ま
た
︑
外
の
事
態
も
複
雑
な

様
相
を
呈
す
る
﹂︵64

︶︒﹁
し
た
が
っ
て
︑
人
は
先
ず
浄
穢
の
分

裂
状
態
に
あ
り
︑﹃
正
直
﹄で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
﹂︵65

︶︒﹁
人

の
心
が
純
一
で
あ
る
こ
と
は
至
難
な
の
だ
﹂︵64

︶︒
自
ら
が
今

こ
こ
に
あ
る
こ
と
の
真
の
意
味
︑無
窮
の
過
去
と
未
来
を
貫
く﹁
定

め
﹂
は
︑
ど
こ
ま
で
も
見
通
し
が
た
い
︒

　
﹁
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹃
正
直
﹄
を
標
榜
し
て
安
閑
と
し
て
い
る

と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
感
受
性
の
鈍
い
者
の
即
自

的
自
己
肯
定
で
し
か
な
い
︵
中
略
︶︒
自
ら
の
愚
を
隠
蔽
す
る
自

己
欺
瞞
で
す
ら
あ
る
﹂︵64

︶︒

　

そ
れ
で
も
な
お
︑﹁
自
他
の
信
頼
関
係
の
前
提
で
あ
り
︑
ま
た
︑

よ
り
高
次
の
真
実
へ
と
開
か
れ
た
心
的
態
度
﹂︵64

︶で
あ
る﹁
正

直
﹂を﹁
当
為
﹂と
し
︑自
ら
の
生
の﹁
源
泉
﹂︵65

︶を﹁
枯
渇
﹂︵65

︶

さ
せ
ま
い
と
す
る
な
ら
︑﹁
ま
ず
も
っ
て
︑
分
裂
を
生
き
浄
穢
の

葛
藤
を
見
据
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
し
か
る
後
に
︑自
己
懐
疑
︑

七
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厳
し
い
自
己
批
評
︑
不
断
の
自
己
超
越
が
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
﹂

︵65
︶︒

　
﹁
正
直
﹂﹁
誠
実
﹂
た
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
︑﹁
愚
直
﹂︵64

︶
に

と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
︒
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
脱

け
出
よ
う
と
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁
真
理
・
道
理
﹂︵64

︶
を

求
め
る
﹁
学
び
﹂
に
身
を
投
じ
て
い
く
こ
と
こ
そ
︑実
は
﹁
正
直
﹂

さ
や
﹁
誠
実
﹂
さ
を
求
め
る
﹁
当
為
﹂︑
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
同

時
に
そ
う
し
た
営
み
の
中
に
こ
そ
︑
見
通
し
が
た
い
己
れ
の
﹁
定

め
﹂
を
︑
そ
れ
と
し
て
受
け
止
め
る
態
度
も
あ
る
の
だ
と
言
え
よ

う
︒

九
、
総
括

　

右
に
示
さ
れ
た
︑
有
限
な
自
己
を
不
断
に
超
え
出
よ
う
と
す
る

営
み
を
︑
超
越
的
な
絶
対
者
へ
向
か
う
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
む

し
ろ
︑
あ
く
ま
で
現
に
相
対
す
る
他
者
と
の
出
会
い
や
関
わ
り
と

し
て
︑
そ
の
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
を
模
索
し
表
現
し
た
の
が
︑
近

世
日
本
思
想
で
あ
っ
た
︒
そ
の
﹁
基
本
型
﹂
を
︑
本
書
は
こ
の
よ

う
に
捉
え
た
も
の
と
考
え
る
︒

　

中
近
世
の
武
士
道
を
論
じ
た
第
Ⅰ
部
の
後
半
や
︑
近
世
の
儒
学

を
論
じ
た
第
Ⅱ
部
は
︑
そ
う
し
た
﹁
基
本
型
﹂
の
変
奏
を
多
角
的

に
捉
え
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
を
見
据
え
る
著
者
の
問
題

関
心
は
︑
一
つ
で
あ
る
︒
論
者
な
り
に
受
け
止
め
て
言
え
ば
︑
問

い
は
︑
隔
絶
さ
れ
た
非
対
称
な
自
他
が
い
か
に
か
け
が
え
な
く
出

会
い
︑
そ
こ
に
あ
る
見
通
し
が
た
い
﹁
定
め
﹂
を
順
受
し
︑
互
い

の
関
わ
り
を
全
う
せ
ん
と
す
る
﹁
当
為
﹂
に
生
き
切
れ
る
か
︑
と

い
う
も
の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
が
畢
竟
﹁
自
己
超
越
﹂
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
と
し
て
︑

し
か
し
倫
理
思
想
史
研
究
と
し
て
は
︑
や
は
り
歴
世
の
諸
思
想
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
た
︑
具
体
的
な
他
者
性
の
分
析
も
ま
た
︑
不
可

欠
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
点
︑
武
士
道
に
関
し
て
も
う
一
段
の
踏
み
込

み
︵
た
と
え
ば
﹃
葉
隠
﹄
の
﹁
曲
者
﹂
に
と
っ
て
﹁
主
君
﹂
と
は

何
か
と
い
う
考
究
︶
が
あ
り
得
そ
う
に
も
思
わ
れ
た
が
︑
と
く
に

近
世
儒
学
に
関
し
て
自
他
の
非
対
称
性
は
︑﹁
師
弟
﹂
と
い
う
間

柄
に
お
け
る
そ
れ
へ
と
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
形
で
︑捉
え
ら
れ
た
︒

著
者
を
し
て
そ
う
さ
せ
た
も
の
は
他
で
も
な
く
︑
出
会
わ
れ
る
対

象
︵
そ
れ
が
人
格
と
し
て
の
﹁
師
﹂
や
﹁
弟
﹂
で
あ
れ
︑
読
み
解

か
れ
る
べ
き
古
典
的
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
︶
に
対
す
る
﹁
信
﹂﹁
疑
﹂

双
方
を
足
場
に
﹁
真
理
﹂
を
探
究
す
る
者
と
し
て
︑
著
者
自
身
が

も
つ
矜
持
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
る
︒

　

本
書
の
巻
頭
︑
第
Ⅰ
部
第
１
章
﹁﹃
山
口
の
討
論
﹄
に
つ
い
て
﹂

で
︑
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
と
山
口
の
人
々
の
間
に
交
わ
さ
れ

た
﹁
討
論
﹂
を
分
析
し
た
著
者
は
︑自
論
を
評
し
て
︑両
者
の
﹁
誤
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解
と
す
れ
違
い
﹂︵36

︶
に
﹁
拘
泥
し
た
﹂︵36

︶
も
の
か
︑
と

述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
本
書
全
体
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
む
し
ろ
彼
ら

の
間
に
成
立
し
た
﹁
率
直
な
討
論
﹂︵36

︶
は
︑
自
他
間
の
﹁
誤

解
﹂
や
﹁
す
れ
違
い
﹂
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
だ
け
の
﹁
豊
穣
な
﹂

︵237

︶﹁
疑
﹂︑﹁
意
義
の
あ
る
疑
問
﹂︵254

︶
が
︑
山
口
の
人
々

か
ら
発
せ
ら
れ
た
証
と
し
て
︑
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
︒
こ
の
地
に

多
く
の
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
︑
む
し

ろ
良
質
な
懐
疑
を
こ
そ
豊
か
に
育
む
土
壌
が
︑あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

同
じ
山
口
と
い
う
環
境
に
あ
っ
て
貫
か
れ
た
著
者
の
﹁
学
び
﹂
に

対
す
る
矜
持
は
︑﹁
山
口
﹂
や
﹁
日
本
﹂
と
い
う
地
域
性
︑ま
た
﹁
近

世
﹂
と
い
う
時
代
性
の
限
定
を
こ
え
て
︑
後
学
に
強
く
訴
え
る
力

を
持
っ
て
い
る
︒

注一　

二
〇
一
一
年
八
月
二
七
日
︑
山
口
市
内
で
開
か
れ
た
科
研
費
助
成
事
業

研
究
会
︵
研
究
課
題
名
﹁
神
・
仏
観
念
の
生
成
と
展
開
に
関
す
る
倫
理
学

的
研
究
﹂︵
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶・
研
究
課
題
番
号23520024

・
研
究
代
表
者
：

柏
木
寧
子
︶
に
お
い
て
︑
著
者
に
直
接
質
問
す
る
機
会
を
得
た
︒
本
書
の

タ
イ
ト
ル
︵
主
題
・
副
題
と
も
︶
は
︑
も
と
も
と
は
編
集
サ
イ
ド
か
ら
示

唆
さ
れ
も
の
を
︑
著
者
が
了
承
す
る
と
い
う
経
緯
で
︑
定
ま
っ
た
と
の
こ

と
で
あ
る
︒

二　

括
弧
内
の
補
足
は
︑そ
れ
が
原
文
に
よ
る
旨
を
注
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
︑

以
下
全
て
︑
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

三　

本
書
の
頁
数
を
示
す
︒
以
下
全
て
同
じ
︒

四　

引
用
中
︑傍
点
に
よ
る
強
調
は
︑以
下
全
て
︑論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

五　

第
Ⅱ
部
２
章
注
︵
３
︶
に
︑﹁
本
章
で
は
﹃
拡
充
﹄
に
つ
い
て
十
分
考

察
し
得
な
か
っ
た
﹂︵153

︶
と
あ
る
︒

六　
﹃
論
語
﹄陽
貨
篇﹁
唯
だ
上
知
と
下
愚
は
移
ら
ず
﹂に
よ
る
︒
習
慣
・
教
育
・

学
問
に
よ
っ
て
も
向
上
し
得
な
い
︑
最
下
の
愚
者
を
指
す
︒

七　

第
Ⅱ
部
第
３
章
注
︵
２
３
︶
で
︑
仁
斎
に
よ
る
﹁
恕
﹂
理
解
の
前
提
と

し
て
﹁
自
他
の
隔
絶
の
意
識
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
﹂︵175

︶
と
い
う
見

解
が
︑
第
Ⅱ
部
第
４
章
へ
の
呼
び
水
と
し
て
示
さ
れ
る
︒
注
八
参
照
︒

八　
﹃
語
孟
字
義
﹄﹁
忠
恕
一
﹂
の
﹁
人
と
我
と
毎
に
隔
阻
胡
越
﹂︑
お
よ
び

﹃
童
子
問
﹄
上
巻
二
一
章
の
﹁
夫
れ
人
と
我
と
︑体
を
異
に
し
気
を
殊
に
す
︒

其
の
疾
痛
疴
癢
︑
皆
相
関
ら
ず
﹂︑
と
い
う
文
言
を
そ
の
根
拠
と
す
る
︒

九　189

頁
に
は
︑
自
他
間
の
﹁
同
情
・
共
感
﹂
が
﹁
何
故
可
能
と
な
っ
て

い
る
の
か
を
︑
仁
斎
は
十
分
説
明
し
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
﹂﹁
こ
こ
に
仁

斎
思
想
の
矛
盾
や
不
整
合
を
見
い
だ
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
﹂﹁
仁
斎
の

説
明
は
不
充
分
で
あ
り
︑
説
得
性
に
欠
け
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と

の
疑
問
が
︑
た
た
み
込
む
よ
う
に
示
さ
れ
る
︒

一
〇　

括
弧
内
は
原
文
に
よ
る
︒

一
一　

括
弧
内
は
原
文
に
よ
る
︒

一
二　
﹃
山
口
大
学
文
学
会
志
﹄
第
三
八
巻
︑
山
口
大
学
文
学
会
︑
一
九
八
八
︑
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九
五
頁
︒

一
三　

本
書
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
︑
各
論
文
を
﹁
本
書
に
収
録
す
る
に
あ
た
り
︑

自
己
言
及
的
で
少
々
見
苦
し
い
部
分
を
若
干
削
っ
た
﹂︵261

︶
と
の
説
明

が
あ
る
︒

一
四　

拙
論﹁
伊
藤
仁
斎
の﹃
道
徳
﹄観
│﹃
本
体
﹄﹃
修
為
﹄論
の
構
造
か
ら
﹂

︵
博
士
学
位
論
文
︑
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
︑
二
〇
〇
三
︶

は
︑
当
時
豊
澤
論
文
か
ら
受
け
た
示
唆
に
導
か
れ
て
の
︑
論
者
に
よ
る
試

み
で
あ
る
︒

一
五　

第
Ⅱ
部
第
七
章
で
は
︑
荻
生
徂
徠
の
﹁
信
﹂
を
論
ず
る
前
段
と
し
て
︑

福
沢
諭
吉
の
﹁
疑
﹂
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
彼
の
﹁
疑
﹂
は
︑
少
な
く
と

も
﹁
疑
問
︑批
判
の
日
本
に
お
け
る
良
質
な
一
典
型
﹂︵239

︶
と
し
て
は
︑

徂
徠
の
そ
れ
に
並
べ
て
扱
わ
れ
る
︒

一
六　
﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書
一
│
二
﹂︒
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
切
迫
し
た
場
面

に
お
い
て
は
︑﹁
犬
死
﹂
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︑
な
ど
と
い
う
余
計
な

心
配
を
せ
ず
︑﹁
胸
す
わ
つ
て
﹂
迷
わ
ず
死
に
突
き
入
る
の
が
﹁
武
士
道
﹂

で
あ
る
︑
と
の
意
︒

一
七　

同
時
代
の
儒
学
者
佐
藤
一
斎
が
︑
大
塩
中
斎
か
ら
献
じ
ら
れ
た
著
書

﹃
洗
心
洞
剳
記
﹄
に
対
し
て
︑﹁
太
虚
に
帰
し
た
と
い
う
自
己
の
感
覚
そ
の

も
の
が
︑
実
は
往
々
に
し
て
︑
私
心
に
囚
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う

意
の
評
を
返
し
た
事
実
を
指
す
︒

一
八　
﹁
素
朴
な
﹃
正
直
﹄
観
│
つ
ま
り
︑
生
得
的
な
︵
学
問
を
前
提
と
し
な

い
︵
括
弧
内
原
文
︶︶﹃
直
﹄
を
︑
言
わ
ば
﹃
愚
直
﹄
を
︑﹃
正
直
﹄
と
捉

え
る
観
点
﹂︵64

︶
が
︑
何
故
﹁
一
般
に
は
主
流
で
あ
っ
た
か
︵
そ
し
て
︑

多
分
︑
現
在
で
も
主
流
で
あ
る
の
か
︵
括
弧
内
原
文
︶︶
は
︑
大
き
な
問

題
で
あ
る
﹂︵68

︶︑
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

七
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