
【
要
旨
】

　

相
良
亨
﹃
伊
藤
仁
斎
﹄︵
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
八
年
︶
は
︑
相
良
に
よ
る
仁
斎
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
と
と
も
に
︑
彼
が
そ
の
﹁
背
後
﹂
か
つ
﹁
は
る
か

か
な
た
﹂
に
見
据
え
た
﹁
倫
理
学
そ
の
も
の
﹂︵﹁
序
﹂︶
に
つ
い
て
も
︑︵
あ
く
ま
で
仁
斎
の
思
想
研
究
に
即
し
た
形
に
お
い
て
︑
で
は
あ
る
も
の
の
︶
そ
れ

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
業
績
だ
と
言
え
る
︒
本
稿
は
︑
相
良
の
到
達
し
た
古
義
学
の
基
層
に
対
す
る
理
解
を
捉
え
返
す
こ
と
を
通
じ
て
︑
そ
こ
か
ら
広
く
日

本
倫
理
思
想
史
研
究
の
今
後
に
与
え
ら
れ
る
示
唆
を
得
よ
う
と
目
論
む
も
の
で
あ
る
︒

　

本
書
の
核
は
︑
仁
斎
が
晩
年
に
到
達
し
た
い
わ
ゆ
る
古
義
学
の
思
想
を
論
じ
た
︑
第
二
章
・
第
三
章
﹁
仁
斎
の
古
義
学 

そ
の
一
・
そ
の
二
﹂
で
あ
る
︒
が
︑

相
良
の
﹁
倫
理
学
的
関
心
﹂︵﹁
序
﹂︶
と
よ
り
強
く
響
き
合
う
の
は
︑
第
三
章
﹁
仁
斎
の
古
義
学 

そ
の
二
﹂
の
方
で
あ
る
︒
両
章
を
通
じ
て
伊
藤
仁
斎
の
古

義
学
は
︑﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
を
﹁
み
ず
か
ら
﹂
生
き
る
と
い
う
人
間
の
営
み
︵
ひ
い
て
は
存
在
︶
の
尊
貴
性
を
︑
堯
舜
の
事
業
と
そ
れ
を
祖
述
し
た
孔
子
の
学

術
に
お
い
て
こ
そ
見
出
し
︑
そ
れ
に
な
ら
う
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
︑
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
そ
も
そ
も
相
良
の
狙
っ
た
も
の
は
︑
最
終
的
に

は
儒
学
と
い
う
枠
を
超
え
た
と
こ
ろ
︵
思
想
内
容
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
思
惟
の
あ
り
方
そ
の
も
の
︑
ひ
い
て
は
思
想
史
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
倫
理
学
と
呼

ば
れ
る
べ
き
地
平
︶
に
あ
っ
た
︒
ゆ
え
に
︑
儒
学
者
と
し
て
の
仁
斎
の
倫
理
思
想
と
︑
彼
が
否
定
し
た
仏
教
思
想
と
の
線
引
き
が
︑
相
良
い
わ
ゆ
る
﹁
お
の

ず
か
ら
形
而
上
学
﹂
の
内
部
に
お
い
て
ど
う
説
明
さ
れ
得
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
な
お
不
分
明
な
ま
ま
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
︒
広
く
日
本
倫
理
思
想
史
に

お
い
て
︑
儒
と
仏
は
原
理
的
に
ど
う
区
別
さ
れ
る
の
か
︒
仁
斎
と
同
様
︑
人
生
の
真
実
や
真
理
を
追
求
し
た
思
想
家
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
︑
仁
斎
の
仁
斎
ら

し
さ
を
︑
ど
う
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
の
か
︒
こ
れ
ら
の
課
題
は
︑
論
者
自
身
を
含
む
後
学
の
研
究
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
︒

相
良
亨
﹃
伊
藤
仁
斎
﹄
に
お
け
る
古
義
学
の
基
層
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相
良
亨
﹃
伊
藤
仁
斎
﹄︵
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
八
年
︶
は
︑

相
良
に
よ
る
仁
斎
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
１

と
と
も
に
︑
彼
が
そ

の
﹁
背
後
﹂
か
つ
﹁
は
る
か
か
な
た
﹂
に
見
据
え
た
﹁
倫
理
学
そ

の
も
の
﹂︵﹁
序
﹂
Ⅰ
頁
︶２
に
つ
い
て
も
︑︵
あ
く
ま
で
仁
斎
の
思

想
研
究
に
即
し
た
形
に
お
い
て
︑
で
は
あ
る
も
の
の
︶
そ
れ
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
た
業
績
だ
と
言
え
る
︒
本
稿
は
︑
相
良
の
到
達
し

た
古
義
学
の
基
層
に
対
す
る
理
解
を
捉
え
返
す
こ
と
を
通
じ
て
︑

そ
こ
か
ら
広
く
︑
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
の
今
後
に
対
し
て
与
え

ら
れ
る
示
唆
を
得
よ
う
と
目
論
む
も
の
で
あ
る
３

︒

一
、
古
義
学
に
対
す
る
問
い

　

本
書
の
核
は
︑﹁
仁
斎
が
晩
年
に
到
達
し
た
い
わ
ゆ
る
古
義
学

の
思
想
﹂︵
六
七
︶
を
論
じ
た
︑
第
二
章
・
第
三
章
﹁
仁
斎
の
古

義
学 

そ
の
一
・
そ
の
二
﹂
で
あ
る
︒
が
︑
前
述
し
た
相
良
の
﹁
倫

理
学
的
関
心
﹂︵﹁
序
﹂
Ⅰ
頁
︶
と
よ
り
強
く
響
き
合
う
の
は
︑
第

三
章
﹁
仁
斎
の
古
義
学 

そ
の
二
﹂
の
方
で
あ
る
︒
こ
の
構
成
に

関
し
て
︑
第
二
章
の
冒
頭
で
は
︑

　
　

 

従
来
の
仁
斎
の
思
想
の
理
解
に
は
﹁
形
而
上
学
の
否
定
﹂
に

そ
の
特
色
を
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
が
︑
私
は
︑
彼
の

人
倫
日
用
の
場
に
お
け
る
実
践
の
強
調
と
と
も
に
︑
そ
の
立

場
を
裏
付
け
た
彼
な
り
の
形
而
上
学
的
思
惟
を
も
問
題
に
し

た
い
︒
そ
れ
は
﹁
自
然
﹂
あ
る
い
は
﹁
自
︵
お
の
ず
か
︶
ら
﹂

と
い
う
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た
考
え
方
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
私

は
日
本
人
の
考
え
方
・
感
じ
方
の
底
辺
に
流
れ
つ
づ
け
て
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
“
お
の
ず
か
ら
形
而
上
学
”

と
も
言
う
べ
き
考
え
方
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
で
︑
仁
斎

の
﹁
自
然
﹂﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
を
め
ぐ
る
考
え
方
に
は
特
に

深
い
関
心
を
も
つ
も
の
で
あ
る
︒仁
斎
に
即
し
て
言
っ
て
も
︑

こ
の
側
面
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
︑
そ
の

古
義
学
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

相
良
亨
﹃
伊
藤
仁
斎
﹄
に
お
け
る
古
義
学
の
基
層
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︵
六
七
︶

と
述
べ
ら
れ
る
︒
当
の
第
二
章
︵﹁
一 

古
義
学
の
概
要
﹂﹁
二 

天

地
の
活
物
性
﹂﹁
三 

人
倫
日
用
の
道
﹂︶
も
︑﹁
古
義
学
﹂
の
﹁
全

体
﹂
に
対
し
て
﹁
一
応
の
目
く
ば
り
を
な
し
得
た
か
と
思
う
﹂︵
一

八
一
︶
と
総
括
さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
︑
し
か
し
こ
れ
だ

け
で
は
︑﹁
な
お
そ
の
全
体
が
渾
然
と
し
て
生
き
て
迫
っ
て
く
る

も
の
が
な
い
﹂﹁
彼
が
ど
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
お
し
出

し
て
き
た
か
と
い
う
そ
の
思
惟
の
根
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

な
い
﹂︵
一
八
一
︶︑
と
さ
れ
る
︒
そ
こ
ま
で
の
理
解
に
手
を
伸
ば

そ
う
と
す
る
部
分
が
︑﹁
仁
斎
の
古
義
学
の
根
底
に
あ
っ
た
﹁
お

の
ず
か
ら
﹂
と
い
う
形
而
上
学
的
思
惟
﹂︵
一
八
一
︶
を
論
じ
た
︑

第
三
章
な
の
で
あ
る
︒

　

と
は
い
え
︑
い
き
な
り
第
三
章
を
考
察
の
対
象
と
し
て
も
︑
仁

斎
︵
お
よ
び
そ
れ
を
解
釈
す
る
相
良
︶
の
﹁
思
惟
の
根
﹂
に
ア
ク

セ
ス
す
る
の
は
難
し
い
︒
ま
ず
は
理
解
の
踏
み
台
と
な
る
第
二
章

を
お
も
な
検
討
対
象
と
し
な
が
ら
︑
相
良
の
問
題
関
心
に
迫
っ
て

い
き
た
い
︒

　

第
二
章
の
冒
頭
に
は
︑
次
の
よ
う
に
も
あ
る
︒

　
　

 

仁
斎
は
言
う
ま
で
も
な
く
い
わ
ゆ
る
儒
者
で
あ
る
︒
儒
者
と

は
︑
一
般
的
に
い
っ
て
︑
聖
人
の
教
の
理
解
を
通
し
て
思
索

す
る
思
想
家
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
儒
者
の
思
想
を
問

題
に
す
る
場
合
︑
通
常
︑
そ
の
儒
者
が
聖
人
の
教
を
い
か
に

捉
え
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
︒
し
か
し
︑彼
ら
が
︑

な
ぜ
︑
聖
人
の
教
を
介
し
な
け
れ
ば
真
理
に
せ
ま
り
得
な
い

と
考
え
た
か
︑
あ
る
い
は
︑
い
か
な
る
根
拠
か
ら
聖
人
の
教

の
理
解
を
通
し
て
真
理
に
せ
ま
り
う
る
と
考
え
た
か
︑
と
い

う
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
︒﹁
自

然
﹂
を
め
ぐ
る
仁
斎
の
思
惟
は
︑
彼
の
こ
れ
ら
の
側
面
の
解

明
に
も
光
を
あ
て
る
も
の
で
あ
る
︒︵
六
七
︶

こ
れ
は
儒
者
一
般
に
つ
い
て
の
議
論
だ
が
︑
し
か
し
相
良
の
見
る

と
こ
ろ
︑
と
く
に
伊
藤
仁
斎
は
︑︿
わ
れ
わ
れ
人
間
は
聖
人
の
教

を
介
し
て
こ
そ

0

0

0

0

0

0

真
理
に
迫
り
得
る
﹀
と
い
う
︑
儒
者
に
よ
る
基
本

的
主
張
の
根
拠

0

0

0

を
問
う
対
象
と
し
て
︑
重
要
な
思
想
家
だ
っ
た
︒

言
い
換
え
れ
ば
︑
真
理
を
追
求
す
る
思
想
家
と
し
て
︑
儒
者
は
な0

ぜ0

︵
他
の
何
で
も
︵
誰
で
も
︶
な
い
︶
聖
人
を

0

0

0

信
じ
る
の
か
︑
と

い
う
相
良
の
問
い
に
深
く
応
じ
る
も
の
を
︑
仁
斎
の
思
想
は
も
っ

て
い
た
︒

二
、「
衆
人
」「
愚
人
」
を
導
く
「
聖
人
の
教
」

　

第
二
章
第
一
節
﹁
古
義
学
の
概
要
﹂
で
は
︑﹁
性
﹂﹁
道
﹂﹁
教
﹂

三



と
い
う
三
つ
の
概
念
の
連
関
と
し
て
︑
古
義
学
の
﹁
骨
組
み
﹂
が

解
説
さ
れ
る
︒
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
﹁
概
要
と
し
て
も
物
足
り
な

い
﹂︵
九
二
︶
と
さ
れ
︑
さ
ら
に
二
つ
の
視
点
か
ら
︑
準
備
的
な

肉
づ
け
が
施
さ
れ
る
︒
一
つ
は
﹁
教
に
浴
す
る
前
の
生
ま
れ
た
ま

ま
の
人
間
の
あ
り
方
と
︑
教
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
が

ど
の
よ
う
に
変
化
成
長
す
る
か
と
い
う
視
点
﹂︑も
う
一
つ
は
﹁
仏

老
批
判
と
い
う
視
点
﹂︵
九
二
︶︑
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
や
は

り
相
良
が
仁
斎
に
対
し
て
︑
聖
人
の
教
︵
あ
る
い
は
立
教
と
い
う

営
み
︶は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
ぜ
尊
い
の
か
︑ま
た
︑そ
れ
は﹁
仏

老
﹂
と
ど
う
袂
を
分
か
つ
教
な
の
か
︑
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
︑
う
か
が
わ
れ
る
︒
以
下
︑
ま
ず
は
相

良
の
描
い
た
︵
解
釈
し
た
︶
古
義
学
の
﹁
概
要
﹂
に
即
し
て
︑
仁

斎
の
応
答
を
な
ぞ
っ
て
み
た
い
︒

　
﹁
教
に
浴
す
る
前
の
生
ま
れ
た
ま
ま
の
人
間
の
あ
り
方
﹂
と
は
︑

仁
斎
の
言
葉
に
よ
れ
ば﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂﹁
市
井
の
小
人
﹂で
あ
る
︒

人
間
と
い
う
存
在
は
︑﹁
生
ま
れ
つ
き
﹁
見
聞
学
知
﹂
し
︑
四
端

の
心
を
も
ち
︑
情
を
も
ち
︑
欲
を
も
つ
﹂︵
一
〇
四
︶︒
そ
の
﹁
性
﹂

︵
=﹁
生
質
﹂︶は
︑多
様
で
あ
り
な
が
ら
も
お
し
な
べ
て﹁
善
﹂︵
=

﹁
美
﹂︶で
あ
り
︑﹁
自
他
一
体
化
へ
の
傾
向
性

0

0

0

﹂︵
九
四 

傍
点
栗
原
︶

を
︑
す
で
に
具
え
て
い
る
︒

　

し
か
し
ま
た
︑彼
ら
は
﹁
な
お
現
実
的
に
は
他
者
と
の
﹁
阻
隔
﹂

の
内
に
い
る
﹂︵
九
四
︶︒
日
々
の
生
活
を
共
に
す
る
﹁
父
母
﹂
と

の
間
に
さ
え
︑﹁
阻
隔
﹂
は
あ
る
︒
し
か
も
︑﹁
阻
隔
﹂
が
超
え
ら

れ
て
い
く
べ
き
も
の

0

0

0

0

と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
ま
た
︑﹁
阻
隔
﹂

を
超
え
よ
う
と
す
る
﹁
惻
隠
の
心
﹂
は
︑
父
母
以
外
の
他
者
に
ま

で
お
し
広
げ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

を
︑
彼
ら
は
︵
少
な
く

と
も
真
に
は
︶﹁
知
ら
な
い
﹂︵
九
〇
︶︒

　

そ
う
で
あ
る
限
り
︑
人
間
に
と
っ
て
﹁
生
質
の
美
﹂
だ
っ
た
は

ず
の
﹁
自
他
一
体
化
へ
の
傾
向
性
﹂
も
︑
つ
ね
に
﹁
淪
み
や
ぶ
れ

消
え
﹂︵
九
五
︶
て
し
ま
い
得
る
︒﹁
鬼
と
は
な
ら
な
い
ま
で
も
﹂

︵
九
五
︶︑
そ
の
ま
ま
で
は
︑﹁
桀
紂
﹂﹁
禽
獣
﹂
の
類
い
に
ま
で
も

堕
す
る
可
能
性

0

0

0

の
内
に
︑
人
々
は
あ
る
︒

　

こ
の
時
︑﹁
阻
隔
﹂
の
先
に
認
め
ら
れ
て
い
る
他
者
は
︑﹃
童
子

問
﹄
林
本
の
表
現
︵
刊
本
に
は
な
い
︶４
を
借
り
れ
ば
︑﹁
有
る
と
雖

ど
も
猶
無
き
が
ご
と
﹂
く
﹁
有
る
﹂
に
す
ぎ
な
い
︵
九
八
︶︒﹁
衆

人
﹂﹁
愚
人
﹂
に
と
っ
て
︑︵
父
母
を
含
め
た
︶
他
者
は
そ
の
よ
う

に
︑一
見
き
わ
め
て
不
確
か
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
相
良
に
よ
れ
ば
︑

　
　

 

そ
れ
ら
は
﹁
有
り
と
雖
ど
も
猶
無
き
が
ご
と
く
﹂
有
る
も
の

で
は
あ
っ
た
が
︑
依
然
有
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
現
実
が
仁
斎
の
絶
対
的
な
前
提
で

あ
っ
た
︒
前
提
と
い
う
よ
り
も
︑
こ
れ
が
仁
斎
の
絶
対
的
な

出
発
点
立
脚
点
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
︒
そ
し
て
︑

四



ま
さ
に
︑
こ
れ
を
絶
対
的
な
出
発
点
立
脚
点
と
す
べ
き
で
あ

る
と
し
た
と
こ
ろ
に
︑
彼
の
仏
老
批
判
が
生
ま
れ
古
義
学
の

基
礎
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
︒︵
一
〇
四

一
〇
五
︶

と
さ
れ
る
︒﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
と
し
て
の
生
の
﹁
現
実
﹂
は
︑
仁

斎
に
と
っ
て
︑
そ
れ
自
体
決
し
て
否
定
さ
れ
得
な
い
﹁
絶
対
的
な

出
発
点
立
脚
点
﹂
な
の
で
あ
っ
た
︵
そ
し
て
仁
斎
自
身
も
そ
こ
に

お
い
て
は
﹁﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
の
一
人
で
あ
っ
た
﹂︵
一
〇
五
︶︶︒

　

次
の
引
用
は
︑
第
一
節
末
尾
︵
一
〇
五
頁
︶
の
一
部
に
あ
え
て

段
落
分
け
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
以
上
の
よ
う
な
︵
仁
斎
も

そ
の
一
人
で
あ
っ
た
よ
う
な
︶﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂が
︑聖
人
の﹁
教
﹂

に
浴
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
を
︑﹁
仏
老
﹂
と
の
対
決
姿
勢
に
直

結
さ
せ
な
が
ら
解
説
し
た
部
分
︑
と
し
て
確
認
し
た
い
︒

　
　

 

た
だ
仁
斎
は
︑
単
な
る
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
で
あ
る
に
と
ど

ま
ら
ず
︑
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
問
う
た
︒
し
か
し
︑
こ

の
問
い
を
問
う
こ
と
は
︑
同
時
に
︑
そ
の
お
か
れ
て
い
る
現

実
︵
=
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
の
う
け
と
っ
て
い
る
現
実
︶
の

内
に
ひ
そ
む
真
実
︑
し
た
が
っ
て
そ
の
現
実
の
意
味
を
問
う

こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
　

 

こ
の
時
︑
仏
老
の
教
は
︑
確
か
に
仁
斎
の
求
め
て
い
る
も
の

に
一
つ
の
答
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
お
前
が
有
る
と

思
っ
て
い
る
も
の
は
皆
幻
で
あ
る
︑
面
壁
静
坐
し
て
三
界
を

超
脱
せ
よ
と
い
う
の
も
︑
確
か
に
﹁
衆
人
﹂
仁
斎
の
お
か
れ

て
い
る
世
界
に
対
す
る
一
つ
の
理
解
で
あ
り
︑
生
き
方
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
　

 

し
か
し
現
実
を
絶
対
的
立
脚
点
出
発
点
と
し
た
仁
斎
は
︑
こ

の
現
実
を
超
脱
せ
よ
と
い
う
仏
老
の
教
を
︑
す
で
に
述
べ
て

き
た
よ
う
に﹁
意
想
造
作
﹂に
な
る
虚
理
と
し
て
否
定
し
さ
っ

た
︒
そ
し
て
論
孟
に
お
け
る
孔
孟
の
教
だ
け
を
真
実
の
教
と

し
て
う
け
と
る
こ
と
に
な
っ
た
︒︵
中
略
︶あ
ら
か
じ
め
は
っ

き
り
と
お
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
︑
彼
に
と
っ
て
の
孔
孟

の
教
が
︑彼
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
そ
こ
に
お
か
れ
︑彼
に
と
っ

て
否
定
し
が
た
い
現
実
の
意
味
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
り
︑

し
た
が
っ
て
そ
の
現
実
に
生
き
る
生
き
方
を
教
え
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︵
以
上
︑
全
て
一
〇
五
︶

仁
斎
が
求
め
た
の
は
︑
生
の
﹁
現
実
﹂
を
︑
そ
の
︵
正
・
負
ど
ち

ら
の
︶可
能
性
も
こ
み
で﹁
絶
対
的
﹂﹁
前
提
／
出
発
点
／
立
脚
点
﹂

と
し
︑
し
た
が
っ
て
あ
く
ま
で
も
﹁
現
実
﹂
の
中
に
身
を
置
き
な

が
ら
︑
そ
の
﹁
意
味
﹂︵
そ
こ
に
隠
れ
て
い
る
﹁
真
実
﹂︶
を
知
る

こ
と
︑
で
あ
っ
た
︒
そ
う
で
あ
る
以
上
︑
彼
の
求
め
に
ま
っ
す
ぐ

応
え
る
尊
貴
な
﹁
教
﹂
と
し
て
最
終
的
に
選
ば
れ
る
べ
き
は
︑
仏

老
の
教
で
は
あ
り
得
ず
︑
孔
孟
の
そ
れ
で
し
か
な
か
っ
た
︒
あ
る

五



い
は
︑
孔
孟
の
教
︵
の
真
髄
︶
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
︑

仁
斎
は
自
ら
の
希
求
と
思
想
的
立
場
を
確
か
に
し
た
︑
と
も
言
え

る
だ
ろ
う
︒

　

聖
人
の
教
を
正
し
く
学
ぶ
と
き
︑﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
は
︑
生
得

の
﹁
四
端
の
心
﹂
を
﹁
拡
充
﹂
し
︑
自
他
の
﹁
阻
隔
﹂
を
乗
り
越

え
︑﹁
現
実
﹂
の
た
だ
中
に
生
き
な
が
ら
﹁
徳
﹂
を
成
し
て
い
く

道
の
り
を
︑
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
︒
ま
た
︑
そ
の
中
で
︑﹁
有

り
と
雖
ど
も
猶
無
き
が
ご
と
く
﹂だ
っ
た
父
母
や
他
者
の
存
在
も
︑

当
の
﹁
有
﹂
を
︑よ
り
確
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
︒

　

仁
斎
の
主
張
に
即
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
︑
そ
の
道
の
り
は
︑
誰

に
と
っ
て
も
﹁
知
り
易
く
行
い
易
﹂
い
も
の
︑
す
な
わ
ち
︑
た
と

え
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂﹁
小
人
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
彼
ら
が
﹁
す
で
に

知
っ
て
お
り
行
っ
て
い
る
こ
と
﹂︵
一
〇
三

一
〇
四
︶
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒

　

し
か
し
他
方
︑
そ
の
道
の
り
は
︑
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
窮
ま
り

無
い
も
の
︑
で
も
あ
る
︒
決
し
て
険
し
く
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
︑
と
は
い
え
少
な
く
と
も
︑
果
て
し
な
い

も
の
で
あ
る
︒
相
良
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　
　

 

他
者
を
真
実
な
仕
方
に
お
い
て
他
者
と
捉
え
︑
父
母
を
真
実

な
仕
方
に
お
い
て
父
母
と
捉
え
得
た
時
︑
は
じ
め
て
︑
父
母

と
己
と
は
分
か
た
れ
る
こ
と
な
く
︑
父
母
に
事
え
る
こ
と
も

可
能
に
な
る
︒
人
倫
が
活
物
で
あ
る
こ
と
を
真
実
に
知
っ
た

時
︑
他
者
が
︑
父
母
が
︑
真
実
に
﹁
有
る
﹂
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
く
る
︒︵
中
略
︶
父
母
の
真
の
父
母
性
︑
他
者
の

真
の
他
者
性
は
︑﹁
教
﹂を
介
し
て
の
み
知
り
う
る
︒そ
の﹁
教
﹂

は
天
地
と
一
枚
に
な
っ
た
孔
子
の
教
で
あ
り
︑
天
地
の
言
葉

で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
究
極
的
に
は
︑
天
地
に
通
じ
え
て
は

じ
め
て
父
母
に
事
え
う
る
の
で
あ
る
︒
父
母
に
真
実
に
事
え

う
る
も
の
は
︑
天
地
宇
宙
を
知
る
も
の
で
あ
る
︒︵
九
八
︶

仁
斎
が
︑
広
く
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
に
対
し
て
そ
こ
ま
で
の
︵﹁
究

極
的
﹂
な
︶
境
地
を
求
め
た
︑
と
ま
で
は
考
え
に
く
い
︒
が
︑
こ

こ
で
相
良
が
﹁
真
実
﹂
や
﹁
真
の
﹂
と
い
う
言
葉
に
込
め
た
意
味

は
重
い
︒
相
良
が
仁
斎
に
対
し
て
問
う
て
い
る
の
は
︑
そ
の
境
地

に
到
達
し
て
究
極
の
﹁
教
﹂
を
立
て
得
た
︑
聖
人
孔
子
の
あ
り
方

を
︑
彼
は
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
︑
で
あ
る
︒

　

そ
れ
は
︑
人
倫
が
﹁
活
物
﹂
で
あ
る
こ
と
を
﹁
真
実
に

0

0

0

﹂
知
る

境
地
︵﹁
父
母
の
真
の

0

0

父
母
性
︑
他
者
の
真
の

0

0

他
者
性
﹂
を
知
る

境
地
︶︑
で
あ
る
︒
な
ら
ば
そ
れ
は
︑
人
倫
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ

を
含
ん
で
あ
る
﹁
天
地
﹂﹁
天
地
宇
宙
﹂
全
体
の
﹁
有
﹂
が
︑﹁
活0

0

物
﹂
と
し
て
の
﹁
有
﹂

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
知
る

0

0

0

境
地
︑
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
古
義
学
に
対
し
て
︑﹁
人
倫
日
用
の
場
に
お
け
る
実
践
の

強
調
﹂
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
立
場
を
裏
付
け
た
仁
斎
な
り
の
﹁
形
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而
上
学
的
思
惟
﹂を
見
よ
う
と
す
る
相
良
は
︑﹁
天
地
の
活
物
性
﹂︑

お
よ
び
そ
の
﹁
天
地
と
一
枚
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
聖
人
の
あ
り
方

と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
︑
仁
斎
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒

三
、「
悟
り
」
と
し
て
の
天
地
活
物
観

　

第
二
章
の
第
二
節
﹁
天
地
の
活
物
性
﹂
お
よ
び
第
三
節
﹁
人
倫

日
用
の
道
﹂
は
︑
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
︑
古
義
学

の
内
実
を
︑
よ
り
詳
細
に
︑
か
つ
﹁
天
道
﹂
と
﹁
人
道
﹂
の
接
点

や
重
な
り
に
留
意
し
な
が
ら
︑
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
﹁
二 

天
地
の
活
物
性
﹂
の
冒
頭
で
は
︑
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
の

意
義
が
︑
改
め
て
示
さ
れ
る
︒

　
　

 

天
地
を
活
物
と
捉
え
る
こ
と
は
︑
仏
老
が
天
地
を
夢
幻
虚
無

と
捉
え
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
活
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
天
地
万
物
が
有
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
︑
ま
た
そ
の
真
実
の
有
り
方
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
︑

有
の
も
つ
形
而
上
学
的
な
真
実
に
ふ
れ
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち

悟
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒︵
一
〇
七
︶

　
　

 

天
地
が
活
物
で
あ
る
こ
と
を
真
に
知
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
︒
聖
人
の
教
を
学
び
︑
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
実
践

し
て
い
く
こ
と
の
内
に
お
の
ず
か
ら
開
か
れ
て
く
る
境
地
︑

真
実
に
天
地
は
活
物
で
あ
る
と
知
る
境
地
を
仁
斎
は
︑
聖
人

の
教
え
の
悟
り
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒︵
一
〇
七

一
〇
八
︶

　
　

 

天
地
の
根
源
を
虚
無
と
す
る
時
︑
有
は
夢
幻
と
な
る
︒
天
地

を
活
物
と
す
る
時
︑
有
は
有
と
な
る
︒
活
物
で
あ
る
と
い
う

悟
り
の
な
い
と
こ
ろ
有
は
有
と
し
て
定
立
し
な
い
︒
あ
る
い

は
有
と
の
か
か
わ
り
が
真
実
な
も
の
と
し
て
定
立
し
な
い
の

で
あ
る
︒︵
一
〇
八
︶

と
あ
る
よ
う
に
︑
相
良
は
︑
仁
斎
の
説
い
た
聖
人
の
天
地
活
物
観

を
︑
究
極
的
・
形
而
上
学
的
な
一
種
の
﹁
悟
り
﹂
と
し
て
︑
受
け

止
め
よ
う
と
す
る
︒

　

論
の
構
成
上
︑
第
二
節
で
は
い
っ
た
ん
こ
れ
を
﹁
人
道
﹂
の
問

題
と
切
り
は
な
し
︑
天
／
人
の
接
点
や
重
な
り
に
関
わ
る
論
点
に

つ
い
て
は
示
唆
︵
予
告
︶
す
る
に
と
ど
め
る
︑と
い
う
形
で
︑﹁
天

道
﹂
を
め
ぐ
る
論
考
が
進
め
ら
れ
る
︒

　

が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
悟
り
﹂
の
境
地
と
は
︑﹁
聖
人
の
教
を
学
び
︑

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
実
践
し
て
い
く
こ
と
の
内
に
お
の
ず
か
ら
開

か
れ
て
く
る
境
地
﹂
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
︑

人
倫
日
用
に
お
け
る
実
践
の
延
長
線
上
に
こ
そ
︑
想
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
示
唆
︵
予
告
︶
さ
れ
た
論
点
に
も
十
分
な

七



注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
︑
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
︒

　

さ
て
︑
天
地
が
活
物
で
あ
る
と
は
︑﹁
物
を
生
じ
て
物
に
生
ぜ

ら
れ
ず
︑
悠
久
窮
ま
り
無
し
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
七
︶５
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒﹁
天
地
=
宇
宙
=
天
﹂︵
一
〇
九
︶
の
存
在
は
つ
ま
る
と
こ

ろ﹁
一
元
気
の
み
﹂︵﹃
字
義
﹄天
道
一
︶で
あ
り
︑﹁
こ
の﹁
一
元
気
﹂

の
自
己
展
開
﹂︵
一
〇
九
︶
と
し
て
あ
る
﹁﹁
一
陰
一
陽
往
来
已
ま

ざ
る
﹂︵
同
上
︶運
動
﹂︵
一
〇
九
︶に
よ
っ
て
︑﹁
万
物
は
生
々
化
々

し
て
天
地
は
天
地
た
り
つ
づ
け
る
︒
こ
の
運
動
は
﹁
い
ま
だ
か
つ

て
止
息
せ
︵
ざ
る
︶﹂︵
同
上
︶
永
遠
の
運
動
で
あ
り
︑
し
た
が
っ

て
﹁
今
日
の
天
地
は
即
ち
万
古
の
天
地
︑
万
古
の
天
地
は
即
ち
今

日
の
天
地
﹂︵
同
上
︶﹂︵
一
〇
九
︶︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

こ
う
し
た
天
地
の
﹁
有
﹂
り
方
を
︑
仁
斎
は
比
喩
的
に
︑﹁
走

馬
燈
の
若
く
然
り
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
九
︶
と
も
表
現
し
た
︒
相
良
は

こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
仁
斎
の
中
に
あ
っ
た
天
地
生
々
の
イ
メ
ー
ジ

は
︑﹁
繰
り
返
さ
れ
る
循
環
的
な
運
動
﹂﹁
調
和
的
な
統
一
﹂︵
一

一
五
︶
が
永
遠
に
持
続
す
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑﹁
新
た
な

る
世
界
へ
の
常
な
る
創
造
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂︵
一
一

五
︶︑
と
補
足
し
て
い
る
︒

　

仁
斎
の
考
え
る
と
こ
ろ
︑こ
の
天
地
︵
の
運
動
︶
自
体
を

0

0

0

︑﹁
何

物
か
に
︵
よ
っ
て･･･

栗
原
補
足
︶
生
ぜ
ら
れ
た
も
の
﹂︵
一
〇
九
︶

と
捉
え
る
こ
と
や
︑
朱
子
学
が
︑﹁
一
陰
一
陽
往
来
已
ま
ざ
る
﹂

運
動
の
さ
ら
な
る
上
面
に
﹁
然
る
﹁
所
以
の
者
﹂﹂﹁﹁
寂
然
不
動
﹂

な
る
も
の
﹂︵
一
〇
九
︶
を
想
定
し
た
こ
と
は
︑﹁
真
に
天
地
自
体

が
究
極
的
な
も
の
で
あ
り
︑
活
物
で
あ
る
こ
と
﹂︵
一
〇
九
︶
を
︑

否
定
す
る
態
度
で
あ
る
︒﹁
こ
れ
は
仏
老
に
化
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
︑
仏
老
と
軌
を
同
じ
く
し
︑
聖
人
の
教
を
真
に
捉
え
た
も
の

で
な
く
︑
天
地
が
活
物
で
あ
る
こ
と
を
真
に
理
解
す
る
も
の
で
は

な
い
﹂︵
一
〇
九
︶︑
と
さ
れ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑天
地
を
活
物
と
し
︑﹁
生
々
し
て
已
ま
ざ
る
﹂︵﹃
字

義
﹄
天
道
四
︶
運
動
と
す
る
立
場
は
︑
言
い
換
え
れ
ば
そ
こ
に
︑

永
遠
の
﹁
生
﹂
か
つ
絶
対
の
﹁
有
﹂
を
︑
認
め
る
立
場
で
あ
る
︒

し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
そ
こ
に
﹁
死
﹂
お
よ
び
﹁
無
﹂
は

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
が
生
じ
て
く

る
︒

四
、
活
物
観
へ
の
疑
義
（
一
）
─
「
死
」
を
め
ぐ
っ
て

　

ま
ず
﹁
死
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑﹁
特
に
こ
の
生
死
の
問
題

で
は
﹂︑﹁
天
地
の
問
題
と
人
間
の
問
題
﹂
が
﹁
微
妙
に
か
か
わ
っ

て
い
る
の
で
切
り
は
な
し
が
た
い
﹂︵
一
一
一
︶︑
と
さ
れ
る
︒
人

間
の
生
死
に
関
し
て
︑﹁
い
た
ず
ら
に︵
生
を･･･

栗
原
補
足
︶﹁
貪
恋
﹂

し
︵
死
を･･･

栗
原
補
足
︶﹁
哀
憐
﹂
す
べ
き
で
な
い
﹂︵
一
一
一
︶
と

い
う
の
が
︑
仁
斎
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
理
由

づ
け
に
つ
い
て
は
︑
最
晩
年
ま
で
に
観
点
の
﹁
移
行
﹂︵
一
一
一
︶

八



が
あ
っ
た
︑
と
相
良
は
推
察
し
て
い
る
︒

　
﹃
仁
斎
日
札
﹄
ご
ろ
︵
最
晩
年
の
一
歩
手
前
︶
ま
で
は
︑
死
に

動
じ
る
べ
き
で
な
い
理
由
が
︑﹁
草
木
と
同
じ
く
生
じ
︑
そ
し
て

腐
る
の
は
み
な
﹁
実
理
の
自
然
﹂︵﹃
日
札
﹄
六
四
︶
な
の
だ
か
ら
﹂

︵
六
一
︶︑
あ
る
い
は
﹁
生
ず
る
者
は
必
ず
死
す
︒
固
に
其
れ
理
な

り
︑
死
な
ん
ぞ
哀
む
に
足
ら
ん
﹂︵﹃
童
﹄
林
本
︒
同
本
中
で
仁
斎

本
人
が
削
除
︶︑
な
ど
と
説
か
れ
る
︒
こ
れ
ら
を
相
良
は
﹁
人
間

の
生
死
を
一
身
の
上
の
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
て
い
る
﹂︵
一
一

一
︶
も
の
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
個
々
の
人
が
生
ま
れ
︑
死
に
︑

肉
体
が
腐
る
こ
と
を
︑
人
間
だ
け
で
な
く
全
て
の
動
植
物
も
︑
個

体
と
し
て
同
じ
道
を
た
ど
る
の
は
﹁
実
理
の
自
然
﹂
な
の
だ
か
ら
︑

と
い
う
類
同
性
に
お
い
て
捉
え
︑
そ
こ
か
ら
︑
生
に
執
着
し
死
を

悲
し
む
感
情
を
︑
あ
く
ま
で
も
個
々
に
乗
り
越
え
︵
さ
せ
︶
よ
う

と
す
る
態
度
︑
で
あ
ろ
う
︒

　

し
か
し
最
晩
年
に
な
る
と
︑
同
じ
主
張
が
︑

　

 

父
祖
身
没
す
る
と
い
え
ど
も
︑
し
か
れ
ど
も
そ
の
精
神
は
す
な

わ
ち
こ
れ
を
子
孫
に
伝
え
︑子
孫
又
こ
れ
を
そ
の
子
孫
に
伝
え
︑

生
々
断
え
ず
︑
無
窮
に
至
る
と
き
は
︑
す
な
わ
ち
こ
れ
を
死
せ

ず
と
謂
い
て
可
な
り
︒
万
物
み
な
然
り
︒︵﹃
字
義
﹄
天
道
四
︶

と
い
っ
た
理
由
づ
け
と
と
も
に
語
ら
れ
る
︒
相
良
は
こ
れ
を
︑﹁
生

死
を
一
身
上
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
︑
個
々
人
の
生
死
を
天
地

の
問
題
と
し
︑
い
わ
ば
天
下
の
上
か
ら
こ
れ
を
観
て
い
る
﹂︵
一

一
二
︶
も
の
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑個
々
は
確
か
に
死
ん
で
い
く
が
︑

そ
れ
ま
で
家
族
と
と
も
に
︑
ま
た
人
倫
や
天
地
と
と
も
に
あ
っ
た

﹁
生
﹂
の
﹁
精
神
﹂
は
︑﹁
次
の
者
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
﹂︵
一
一
三
︶

さ
れ
て
い
く
︒﹁
か
く
て
天
地
は
︑個
々
人
の
死
を
こ
え
て
生
に
一
﹂

︵
一
一
三
︶
な
の
だ
︑
と
い
う
説
明
で
あ
る
︒

　

個
々
は
死
ぬ
よ
う
で
も
︑
天
地
人
倫
に
お
い
て
そ
れ
は
﹁
死
せ

ず
と
謂
い
て
可
な
り
﹂︑
と
い
う
わ
け
だ
が
︑
し
か
し
仁
斎
に
あ
っ

て
は
︑
天
地
全
体
の
生
々
も
ま
た
︑﹁
有
る
と
き
は
す
な
わ
ち
い

よ
い
よ
有
り
︑
無
き
と
き
は
す
な
わ
ち
い
よ
い
よ
無
し
︒︵
中
略
︶

も
し
無
き
の
極
み
に
至
る
と
き
は
︑
す
な
わ
ち
滅
し
て
又
滅
し
︑

泯
然
澌
尽
︵
す
っ
か
り
な
く
な
る
︶︑跡
の
尋
ぬ
べ
き
無
し
﹂︵﹃
字

義
﹄
理
五
︶
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は
﹁
栄
枯

盛
衰
・
死
滅
を
も
は
ら
ん
だ
生
々
﹂︵
一
一
三
︶
で
あ
っ
た
︒

　

そ
こ
ま
で
を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
生
に
一
﹂
と
い
う
主
張
︑﹁
生
﹂

の
永
遠
性
が
︑
理
論
上
︑
厳
密
に
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
︒
し
た
が
っ
て
︑
天
地
を
ど
こ
ま
で
も
﹁﹁
生
﹂
と
﹁
死
﹂
と

の
対
立
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
︑
生
き
方
も
︑
何
ら
か
﹁
死
﹂
と

の
対
面
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵
一
一
三
︶

は
ず
︑
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
仁
斎
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
︒﹁
死
﹂

は
あ
く
ま
で
も
﹁
生
﹂
の
終
わ
り

0

0

0

0

0

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
︒﹁
生
に

九



一
で
あ
る
と
す
る
時
︑
生
き
方
も
基
本
的
に
は
た
だ
天
地
の
生
々

と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
﹂︵
一

一
三
︶︒

　
　

 

人
は
天
地
の
生
々
に
参
加
す
る
こ
と
に
お
い
て
永
遠
に
つ
な

が
る
の
で
あ
っ
て
︑
悟
門
は
そ
こ
に
ひ
ら
か
れ
る
︒
死
と
の

対
面
の
う
ち
に
悟
り
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
は
な
い
︒
こ
の
よ

う
に
天
地
の
生
々
観
は
︑
人
間
の
生
き
方
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
︑
そ
の
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
れ
は

言
い
換
え
れ
ば
︑
生
々
観
が
た
ん
に
天
地
の
問
題
で
な
く
人

間
の
生
き
方
と
一
体
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
︒︵
一
一
四
︶

と
あ
る
よ
う
に
︑天
地
の
﹁
生
々
﹂
が
永
遠
に
持
続
す
る
こ
と
も
︑

突
き
詰
め
れ
ば
︑天
地
の
運
動
に
参
与
す
る
人
間
の﹁
生
﹂き﹁
方
﹂

︵
あ
る
い
は
︑
そ
れ
を
真
に
体
現
し
た
聖
人
の
﹁
悟
り
﹂︶
に
お
い

て
こ
そ
確
証
さ
れ
得
る
︑
と
い
う
の
が
︑︵
相
良
が
解
釈
す
る
︶

仁
斎
の
た
ど
り
着
い
た
見
解
で
あ
っ
た
︒

五
、
天
道
お
よ
び
聖
人
の
「
誠
」

　

天
地
の
活
物
と
し
て
の
﹁
有
り
方
﹂
と
︑
そ
れ
に
即
し
た
人
間

︵
と
く
に
聖
人
︶の﹁
生
き
方
﹂を
つ
な
ぐ
概
念
は
︑﹁
誠
﹂で
あ
る
︒

こ
の
﹁
誠
﹂
と
は
何
か
を
考
え
る
と
き
︑
そ
れ
は
や
が
て
︑
絶
対

の
﹁
有
﹂
を
め
ぐ
る
考
察
︑﹁
有
﹂
に
対
す
る
﹁
無
﹂
の
位
置
づ

け
に
つ
い
て
の
考
察
を
︑
導
く
こ
と
に
な
る
︒

　
　

 

聖
人
の
道
は
誠
の
み
︒
な
お
仏
氏
︑
空
と
曰
い
︑
老
氏
︑
虚

と
曰
う
が
ご
と
し
︒
言
う
こ
こ
ろ
は
︑
聖
人
の
道
︑
実
理
に

非
ず
と
い
う
こ
と
な
し
︒︵﹃
字
義
﹄
誠
四
︶

と
仁
斎
は
説
く
︒
相
良
は
﹁
空
・
虚
が
天
地
の
存
在
に
つ
い
て
の

仏
老
の
根
源
的
な
見
方
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
誠

は
ま
さ
に
聖
人
の
天
地
存
在
の
把
握
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
え
よ

う
﹂︵
一
一
八
︶
と
し
︑﹁
実
理
﹂
と
い
う
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
︑

﹁
誠
﹂
の
意
味
を
問
う
︒

　

す
で
に
確
認
し
た
天
地
生
々
の
イ
メ
ー
ジ
︑﹁
繰
り
返
さ
れ
る

循
環
的
な
運
動
﹂﹁
調
和
的
な
統
一
﹂︵
一
一
五
︶
を
︑
永
続
的
な

も
の
た
ら
し
め
る
原
理
こ
そ
﹁
誠
﹂
で
あ
る
︑と
ま
ず
は
言
え
る
︒

そ
の
意
味
に
つ
い
て
仁
斎
は
︑
陳
北
渓
に
よ
る
﹁
真
実
無
妄
﹂
と

い
う
定
義
を
踏
ま
え
つ
つ
︑む
し
ろ
﹁
真
実
無
偽
﹂
と
す
べ
き
だ
︑

と
主
張
し
た
︵﹃
字
義
﹄
誠
一
︶︒
た
と
え
ば
季
節
の
め
ぐ
り
は
︑

必
ず
し
も
︑
一
点
の
﹁
妄
﹂
も
な
い
よ
う
な
運
行
で
は
な
い
︒
季

節
の
推
移
に
は
年
に
よ
っ
て
遅
速
あ
り
︑
ま
た
例
外
的
な
冷
夏
や

一
〇



暖
冬
も
あ
る
︒
し
か
し
そ
う
い
っ
た﹁
変
調
﹂︵
一
一
九
︶こ
み
で
︑

天
道
は
﹁
誠
﹂
で
あ
る
︒

　
　

 
誠
は
実
な
り
︒
一
毫
の
虚
仮
無
く
︑
一
毫
の
偽
飾
無
き
︑
ま

さ
に
是
れ
誠
︒︵﹃
字
義
﹄
誠
一
︶

と
い
う
の
が
︑
仁
斎
の
定
義
で
あ
る
︒
変
調
や
例
外
︑
強
く
い
え

ば
過
ち
を
隠
蔽
し
な
い
﹁
真
実
無
偽
﹂
な
る
あ
り
方
こ
そ
︑
彼
の

考
え
る
﹁
誠
﹂
の
意
味
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
そ
れ
は
︑
隠
蔽
が
な

い
か
ら
こ
そ
﹁
能
く
改
む
﹂︵﹃
童
﹄
下
二
五
︶︑
と
い
う
あ
り
方

を
も
含
ん
で
い
る
︒﹁
過
り
を
偽
り
飾
る
こ
と
な
く
︑
常
に
た
だ

ち
に
一
陰
一
陽
の
往
来
に
回
帰
し
て
や
ま
な
い
が
ゆ
え
に
﹁
天
道

至
誠
﹂︵﹃
字
義
﹄
天
道
三
︶
な
の
で
あ
る
﹂︵
一
二
〇
︶︑
と
相
良

は
解
説
し
て
い
る
︒

　

活
物
と
し
て
あ
る
天
地
の
運
動
を
︑
時
に
発
生
し
う
る
変
調
・

過
ち
と
︑
全
体
と
し
て
あ
る
調
和
・
統
一
へ
の
回
帰
︑
と
し
て
も

捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
︑
た
と
え
い
か
な
る
事
態
の
生
起
を
許
容

す
る
も
の
だ
と
し
て
も
︑
そ
こ
に
は
な
お
︑
あ
る
べ
き

0

0

﹁
有
﹂
り

方0

︵
過
ち
を
“
過
ち
”
と
認
定
さ
せ
る
よ
う
な
︑﹁
回
帰
﹂
す
べ

き
筋
道

0

0

︶
が
︑
想
定
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
決
し

て
朱
子
学
的
な
意
味
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
を
仁
斎
も
ま
た

﹁
理
﹂︵﹁
実
理
﹂︶
と
し
て
意
識
し
た
︑
と
相
良
は
読
ん
で
い
る
︒

　

単
に
﹁
有
﹂
り
︑
単
に
﹁
生
﹂
き
る
︑
の
で
は
な
く
︑﹁
有
﹂

も
し
く
は
﹁
生
﹂
の
な
か
に
︵
そ
の
外
部
や
上
面
に
で
は
な
く
︑

あ
く
ま
で
も
た
だ
中
に
︶︑
本
来
い
か
に
﹁
有
﹂
る
べ
き
か
︑
本

来
い
か
に
﹁
生
﹂
き
る
べ
き
か
︑
と
い
う
方
向
性
を
措
定
す
る
主

体
は
︑
ま
ず
は
人
間
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
か
で
も
聖

人
は
︑
天
地
の
﹁
有
﹂
り
方
の
な
か
に
そ
の
﹁︵
実
︶
理
﹂
を
見

出
し
︑
ま
た
自
ら
の
﹁
生
﹂
き
方
に
お
い
て
﹁︵
実
︶
理
﹂
を
体

現
し
得
た
主
体
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
聖
人
の
道
は
誠
の
み
﹂

﹁
聖
人
の
道
︑
実
理
に
非
ず
と
い
う
こ
と
な
し
﹂
は
︑
そ
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
る
︒

　

な
お
︑
以
上
の
よ
う
に
︵
と
く
に
人
間
自
身
の
主
体
的
な
生
き

方
と
し
て
︶﹁
誠
﹂
を
捉
え
る
と
き
︑
い
く
つ
か
の
問
題
が
積
み

残
さ
れ
る
︒

①　

 

実
践
道
徳︵
修
為
︶と
し
て
の﹁
こ
れ
を
誠
に
す
る

0

0

0

﹂︵
=﹁
理

に
当
る
と
し
か
ら
ざ
る
と
を
択
ん
で
︑
そ
の
理
に
当
る
者
を

取
っ
て
固
く
こ
れ
を
執
る
﹂︵﹃
字
義
﹄誠
二
︶と
︑﹁
忠
信
﹂︵
=

﹁
た
だ
是
れ
お
の
れ
の
心
を
尽
く
し
︑
朴
実
に
行
な
い
去
る
﹂

︵﹃
字
義
﹄
誠
二
︶︶
の
違
い
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒︵
一

二
一
︶

②　

 ﹁︵
実
︶
理
﹂
へ
の
回
帰
︑﹁
能
く
改
む
﹂︑
と
い
っ
た
こ
と

に
関
連
し
て
︑﹁
反
求
﹂︵
↑
﹁
忠
恕
﹂
と
一
体
と
さ
れ
る
︶

一
一



と
い
う
実
践
道
徳
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
︒︵
一
二

〇
︶

③　

 
天
地
の
活
物
性
︵﹁
天
道
﹂︶
は
︑
そ
の
中
で
生
き
る
人
間
と

の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は
︑﹁
善
に
福
し
淫
に
禍
す
﹂︵﹃
書

経
﹄︶
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
同
時
に
︑︵
よ
り
善
く
生
き
よ

う
と
す
る
︶
人
為
を
超
え
た
﹁
天
命
﹂
と
し
て
も
受
け
止
め

ら
れ
る
場
合
が
あ
る
︑
と
い
う
問
題
を
︑
ど
う
理
解
す
る
か
︒

︵
一
一
〇
︶

こ
れ
ら
の
問
題
は
︑﹁
二 

天
地
の
活
物
性
﹂に
お
い
て
は
示
唆︵
予

告
︶
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
︒
そ
の
検
討
は
︑
や
が
て
﹁
三 

人
倫

日
用
の
道
﹂
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

六
、
活
物
観
へ
の
疑
義
（
二
）
─
「
無
」
を
め
ぐ
っ
て

　

天
地
の
︵
ま
た
聖
人
の
︶﹁
誠
﹂
に
関
し
て
は
︑
先
ほ
ど
ま
で

の﹁︵
仁
斎
が
︶正
面
か
ら
行
っ
た
説
明
﹂︵
一
二
一
︶に
寄
り
添
っ

た
解
釈
だ
け
で
な
く
︑﹁
も
う
一
つ
別
の
側
面
か
ら
光
を
当
て
﹂︵
一

二
一
︶
て
お
く
必
要
が
あ
る
︑
と
相
良
は
述
べ
る
︒
そ
れ
は
︑
活

物
性
の
核
心
で
あ
る
﹁
誠
﹂
の
な
か
に
︑
何
か
し
ら
﹁
有
﹂
る
べ0

き
筋
道

0

0

0

と
し
て
の
意
味
を
認
め
る
手
前
で
︑そ
も
そ
も﹁
誠
﹂と
は
︑

活
物
的
な﹁
有
﹂そ
の
も
の
を
絶
対
的
な﹁
有
﹂

0

0

0

0

0

た
ら
し
め
る﹁
徳
性
﹂

﹁
根
源
﹂︵
一
二
二
︶
で
あ
っ
た
︵
は
ず
だ
︶︑と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
　

 

彼
れ
︵
仏
老
︶
天
地
を
微
塵
に
す
と
も
︑
天
地
何
ぞ
曽
て
微

塵
な
ら
ん
︒
人
世
を
夢
幻
に
す
と
も
︑
人
世
何
ぞ
曽
て
夢

幻
な
ら
ん
︒︵
中
略
︶
聖
人
は
有
は
其
の
有
に
還
え
し
︑
無

は
其
の
無
に
還
え
し
︑
亦
一
毫
の
智
慧
を
其
の
間
に
容
れ

ず
︒
本
愕
く
べ
き
こ
と
も
無
く
︑亦
讃
す
べ
き
こ
と
も
無
し
︒

︵﹃
童
﹄
下
二
八
︶

と
い
う
仁
斎
の
言
葉
を
踏
ま
え
︑
相
良
は
次
の
よ
う
に
説
く
︒

　
　

 

天
地
は
そ
の
有
を
有
た
ら
し
め
る
徳
性
を
内
在
す
る
と
聖
人

は
理
解
す
る
︒
そ
れ
は
︑
有
を
有
と
し
︑
無
を
無
と
し
︑
有

も
ま
た
空
虚
で
あ
る
な
ど
と
せ
ず
︑
有
を
絶
対
的
な
有
と
う

け
と
め
︑
有
は
絶
対
的
に
有
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

︵
中
略
︶一
毫
の
い
つ
わ
り
な
く
そ
の
ま
ま︵
=﹁
真
実
無
偽
﹂

栗
原
補
足
︶
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
天
地
や
聖

人
の
動
き
の
様
相
の
あ
り
様
と
し
て
は
ま
ず
︑
右
に
述
べ
た

﹁
有
は
其
の
有
に
還
え
し
︑
無
は
其
の
無
に
還
え
し
﹂︑
現
実

を
現
実
そ
の
ま
ま
に
捉
え
る
︑
す
な
わ
ち
有
を
絶
対
的
に
有

と
し
て
受
け
と
め
る
と
い
う
存
在
把
握
を
意
味
し
よ
う
︒
そ

れ
が
い
つ
わ
り
の
な
さ
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
仁

一
二



斎
が
﹁
天
地
は
一
大
活
物
﹂
と
い
う
時
︑
そ
の
活
物
と
し
て

の
天
地
の
“
存
在
”
に
つ
い
て
︑
底
辺
に
こ
の
よ
う
な
思
惟

が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒︵
一
二
三

一
二
四
︶

こ
の“
存
在
”把
握
︑あ
る
い
は﹁
底
辺
﹂の︵﹁
形
而
上
学
的
﹂な
︶﹁
思

惟
﹂
に
直
結
す
る
態
度
と
し
て
︑
相
良
は
︑
仁
斎
が
天
地
開
闢
に

つ
い
て
最
終
的
に
は
﹁
議
せ
ざ
る
を
妙
と
す
﹂︵﹃
字
義
﹄
天
道
五
︶

と
し
た
こ
と
を
取
り
あ
げ
る
︒

　
　

 

古
今
の
始
終
︑
四
旁
の
窮
際
︑
身
・
物
の
然
る
所
以
を
問
う

こ
と
は
︑
み
な
﹁
無
物
の
地
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
二
︶
の
理
を
窮

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︵
中
略
︶︒
彼
は
︑
こ
の
天
地

の
時
空
的
延
長
の
極
限
に
一
種
の
関
心
は
も
っ
て
い
た
︒
ま

た
︑︵
中
略
︶身
や
物
の﹁
然
る
所
以
の
故
﹂︵﹃
童
﹄中
六
五
︶

に
全
く
関
心
が
な
か
っ
た
と
も
言
え
な
く
な
る
︒
し
か
し
彼

は
こ
の
天
地
の
“
存
在
”
を
︑
こ
れ
ら
﹁
無
物
の
地
﹂
と
の

か
か
わ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
︑
天
地
存
在
自
体
に
お
い
て

そ
の
存
在
を
捉
え
た
の
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
開
闢
の
有
無
を

問
う
こ
と
は
﹁
無
物
の
地
﹂
に
物
を
求
め
る
こ
と
で
﹁
議
せ

ざ
る
を
妙
と
す
﹂
と
い
う
の
が
︑
も
っ
と
も
彼
の
内
面
に
生

き
て
い
た
思
惟
で
あ
ろ
う
︒︵
一
二
七

一
二
八
︶

ど
こ
ま
で
も
﹁
有
﹂
に
対
す
る
も
の
︑
ま
た
﹁
有
﹂
の
根
拠
づ
け

に
資
す
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
︑
と
し
て
の
﹁
無
﹂﹁
無
物
の
地
﹂

に
対
し
︑
仁
斎
は
︑
心
を
残
し
な
が
ら
も
あ
え
て
背
を
向
け
︑﹁
実

な
る
﹁
目
前
﹂
に
視
線
を
し
ぼ
る
﹂︵
一
二
八
︶︒
こ
の
態
度
︑
す

な
わ
ち
︑﹁﹁
議
せ
ざ
る
を
妙
と
す
﹂
と
い
っ
た
あ
る

0

0

曖
昧
性
を
の

こ
し
た
思
惟
を
も
ち
な
が
ら
虚
・
無
に
対
し
て
実
・
有
が
ま
さ
に

実
有
で
あ
る
と
す
る
﹂︵
一
二
八
︶
態
度
の
中
に
︑相
良
は
﹁
曖
昧
﹂

さ
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
き
び
し
さ
﹂﹁
断
固
た
る
も
の
﹂︵
一
二

四
︶
を
看
取
し
て
い
る
︒

　
　

 

天
命
を
論
じ
た
時
︑
仁
斎
は
ま
た
﹁
そ
の
人
力
の
致
す
と
こ

ろ
に
あ
ら
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
至
る
を
も
っ
て
︑
故
に
総
べ

て
こ
れ
を
天
に
帰
し
て
︑
又
こ
れ
を
命
と
謂
う
︒
け
だ
し
天

道
至
誠
︑
一
毫
の
偽
妄
を
容
れ
ざ
る
を
も
っ
て
な
り
﹂︵﹃
字

義
﹄
天
命
三
︶
と
言
っ
て
い
る
︒﹁
天
命
﹂
や
︑
こ
の
﹁
お

の
ず
か
ら
﹂
に
つ
い
て
は
後
に
考
え
る
が
︑こ
こ
で
仁
斎
は
︑

吉
凶
禍
福
等
が
人
の
行
為
と
は
か
か
わ
り
な
く
︑“
絶
対
的

に
迫
っ
て
く
る
こ
と
”
を
ま
ず
問
題
に
し
て
い
る
︒
そ
し
て

そ
れ
を
﹁
天
道
至
誠
﹂
と
受
け
て
い
る
︒
私
は
こ
の
﹁
天
道

至
誠
﹂
の
至
誠
と
い
う
言
葉
に
き
び
し
さ
を
感
ず
る
︒
有
を

ま
さ
に
有
と
し
て
捉
え
る
姿
勢
に
も
こ
の
き
び
し
さ
に
通
じ

る
断
固
た
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒︵
一
二
四
︶

一
三



前
述
の
保
留
さ
れ
た
論
点
③
︑“
絶
対
的
に
迫
っ
て
く
る
”﹁
天
命
﹂

の
問
題
に
引
き
よ
せ
つ
つ
︑
相
良
が
こ
こ
で
言
及
す
る
﹁
き
び
し

さ
﹂﹁
断
固
た
る
も
の
﹂
は
︑
本
書
第
三
章
で
説
か
れ
る
﹁﹁
自
然

に
し
て
然
る
︵
自
然
而
然
︶﹂
と
い
う
形
而
上
学
的
な
思
惟
﹂︵
一

二
八
︶
の
質
と
し
て
︑
重
要
で
あ
る
︒

七
、「
天
道
」
か
ら
「
人
道
」（
仁
／
義
）
へ

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
天
地
を
活
物
と
し
︑﹁
生
々
し
て
已

ま
ざ
る
﹂︵﹃
字
義
﹄
道
四
︶
運
動
と
す
る
立
場
は
︑
言
い
換
え
れ

ば
そ
こ
に
︑
永
遠
の
﹁
生
﹂
か
つ
絶
対
の
﹁
有
﹂
を
︑
認
め
る
立

場
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
死
﹂
お
よ
び
﹁
無
﹂
の
位
置
づ

け
が
問
わ
れ
た
が
︑仁
斎
の
結
論
は
︑前
者
に
関
し
て
は﹁
生
に
一
﹂

︵﹃
字
義
﹄
天
道
四
︶︑
後
者
に
関
し
て
は
﹁
議
せ
ざ
る
を
妙
と
す
﹂

︵﹃
字
義
﹄
天
道
五
︶
と
︑
煮
詰
め
た
と
こ
ろ
で
は
シ
ン
プ
ル
な
も

の
で
あ
っ
た
︒

　

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
を
人
間
の
生
き
方
・
有
り
方
の
問
題
と

し
て
受
け
止
め
る
時
︑
究
極
の
答
え
は
︑“
絶
対
的
に
迫
っ
て
く

る
”
人
生
の
﹁
現
実
﹂︵
す
で
に
己
れ
が
投
げ
込
ま
れ
て
あ
る
も

の
だ
け
で
な
く
︑
い
つ
か
訪
れ
る
死
︵
と
く
に
不
慮
の
死
︑
非
業

の
死
︶
を
含
ん
だ
﹁
吉
凶
禍
福
﹂︶
と
い
か
に
し
て
正
面
か
ら
向

き
合
い
得
る
か
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
い
か
に
し
て
粛
然
と
こ
の
身
に

引
き
受
け
得
る
か
︑
と
い
う
問
い
に
応
じ
る
︑﹁
悟
り
﹂
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒そ
の
悟
り
と
は
い
わ
ば
︑︻
活
物
と
し
て
の
天
地
・

人
倫
に
﹁
実
理
﹂
を
見
出
し
つ
つ
︵
し
た
が
っ
て
︑
目
前
の
他
者

や
自
己
の
﹁
有
﹂
を
真
に
し
て
確
か
な
も
の
と
し
つ
つ
︶︑
み
ず

か
ら
の
﹁
生
﹂
を
同
じ
﹁
実
理
﹂
に
沿
っ
た
真
な
る
﹁
生
々
﹂
と

し
て
働
か
せ
る
︵
=
﹁
実
徳
﹂
を
そ
の
身
に
存
養
す
る
︶
こ
と
に

よ
り
︑
天
地
宇
宙
の
﹁
生
々
﹂
に
参
与
す
る
境
地
︼︑
で
あ
る
︒

　

以
上
の
よ
う
な
﹁
悟
り
﹂︵
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ

た
﹁
教
﹂︶
は
︑
あ
く
ま
で
も
︑︵
天
地
の
あ
り
方
と
重
な
り
合
う

と
こ
ろ
の
︶聖
人
の
も
の

0

0

0

0

0

と
し
て
想
定
さ
れ
る
︒
仁
斎
に
と
っ
て
︑

孔
子︵
広
く
と
れ
ば
堯
舜
や
孔
孟
︶の
尊
さ
は
︑唯
一
無
二
で
あ
る
︒

　

と
は
い
え
少
な
く
と
も
︑
孔
子
が
立
て
︑
孟
子
が
継
い
だ
﹁
教
﹂

0

0

の
内
容

0

0

0

は
︑
そ
れ
に
浴
し
て
﹁
生
﹂
き
る
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
の

道
の
り
に
即
し
た
形
で
︑
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
卑
近
な
道
と
地
続

き
で
あ
り
つ
つ
︑
し
か
し
そ
の
果
て

0

0

0

0

に
あ
る
︵
は
ず
の
︶
聖
人
の

境
地
を
︑
仁
斎
は
ど
の
よ
う
に
想
定
し
た
の
か
︒﹁
三 

人
倫
日
用

の
道
﹂
で
は
︑
そ
こ
を
標
的
と
し
て
論
が
進
め
ら
れ
る
︒

　
﹁
陰
陽
こ
も
ご
も
運
る
﹂︵﹃
字
義
﹄
道
一
︶
天
道
と
︑﹁
仁
義
相

行
な
わ
る
る
﹂︵
同
︶
人
道
は
︑﹁
混
じ
て
一
に
す
べ
か
ら
﹂︵
同
︶

ざ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
他
方
︑﹁
天
人
一
道
と
謂
う
と
き
は
︑

す
な
わ
ち
可
な
り
﹂︵
同
︶と
も
説
か
れ
る
︒﹁
仁
義
﹂は︵﹁
陰
陽
﹂

一
四



と
は
違
っ
て
︶
善
な
る
価
値
を
明
確
に
含
ん
で
お
り
︑
人
と
し
て

の
生
き
方
は
︑
こ
の
﹁
仁
義
﹂
に
よ
っ
て
こ
そ
︑
規
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
が
︑
実
は
天
地
の
運
動
も
ま
た
︑
人
の
﹁
善
に

福
し
淫
に
禍
す
﹂︵﹃
書
経
﹄︶
も
の
で
あ
っ
た
︒
相
良
の
言
を
借

り
れ
ば
︑﹁
全
体
的
に
あ
る
価
値
│
善
│
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ

た
﹂︵
一
三
二
︶︒
天
地
も
人
倫
も
︑
と
も
に
活
物
で
あ
る
こ
と
に

は
変
わ
り
が
な
く
︑
そ
の
﹁
生
々
﹂
が
あ
る
べ
き
﹁
実
理
﹂
を
内

包
す
る
こ
と
に
お
い
て
︑
同
じ
な
の
で
あ
る
︒

　

同
じ
で
は
あ
る
が
︑
仁
斎
に
お
い
て
は
︑﹁
人
倫
有
る
と
き
は

則
天
地
立
つ
︒
人
倫
無
き
と
き
は
則
天
地
立
ず
﹂︵﹃
童
﹄下
五
〇
︶

で
あ
っ
た
︒
天
地
が
活
物
と
し
て
の
﹁
有
﹂
を
確
か
に
す
る
か
ど

う
か
も
︑ひ
と
え
に
︑人
々
が
そ
の
生
き
方
に
お
い
て
﹁
仁
義
﹂
を
︑

言
い
換
え
れ
ば
﹁
実
理
﹂／﹁
実
徳
﹂
を
︑
見
出
し
／
体
得
す
る
こ

と
が
出
来
る
か
ど
う
か
に
︑
か
か
っ
て
い
る
︒

　
﹁
仁
﹂
が
﹁
愛
の
み
﹂︵﹃
童
﹄
上
三
九
︶
と
さ
れ
︑
何
よ
り
重

視
さ
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
﹁
実
理
﹂
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
は
︑﹁
愛
﹂
に
し
か
る
べ
き
﹁
弁
別
取
舎
﹂︵﹃
字
義
﹄

学
二
︶﹁
差
等
﹂︵﹃
孟
子
古
義
﹄︶
を
付
与
す
る
﹁
義
﹂
も
ま
た
重

要
で
あ
る
︑
と
相
良
は
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
理
﹂
は
︑
字
義
と
し

て
は
﹁
本
死
字
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
八
︶
で
あ
り
︑﹁
生
々
化
々
の
妙

を
形
容
す
る
﹂︵﹃
字
義
﹄理
一
︶に
足
ら
な
い
︒
朱
子
学
的
な﹁
理
﹂

を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
は
そ
れ
が
強
調
さ
れ
る
が
︑
し
か
し

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
仁
斎
も
ま
た
︑﹁
生
々
化
々
の
妙
﹂

の
な
か
に
彼
な
り
の
﹁
実
理
﹂
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
︒﹁
聖
人

は
道
を
見
る
こ
と
実
︑故
に
そ
の
理
を
説
く
こ
と
や
活
﹂︵﹃
字
義
﹄

理
二
︶
と
さ
れ
る
︒﹁
寛
裕
仁
厚
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
五
︶
た
る
聖
人

の
心
に
は
︑﹁
そ
の
時
所
に
相
適
う
真
実
の
生
き
た
宜
し
さ
﹂
が

あ
り
︑﹁
そ
れ
に
よ
っ
て
人
倫
が
生
々
化
々
す
る
こ
と
に
な
る
﹂︵
一

四
一
︶︒﹁
仁
の
な
い
義
は
考
え
ら
れ
ず
︑
真
実
の
仁
は
う
ち
に
義

を
ふ
く
む
の
で
あ
る
﹂︵
一
四
一

一
四
二
︶︒

　

人
道
の
﹁
生
々
化
々
﹂
を
﹁
仁
義
相
行
な
わ
る
る
﹂
も
の
と
す

る
時
︑
そ
こ
に
と
も
な
う
﹁
実
理
﹂
は
︑
決
し
て
︑﹁
愛
﹂
の
活

力
を
弱
め
た
り
殺
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
し

た
が
っ
て
﹁
義
﹂
の
要
素
︵﹁
弁
別
取
舎
﹂
や
﹁
差
等
﹂︶
も
︑
む

し
ろ
﹁
愛
﹂
に
い
っ
そ
う
の
潤
い
と
勢
い
を
支
え
︑
そ
れ
が
先
へ

と
満
ち
広
が
る
地
平
を
開
示
す
る
も
の
︑と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
︒

八
、「
本
体
」
と
「
修
為
」
─
「
学
問
」
と
は
何
か

　

仁
斎
は
︑﹃
孟
子
﹄
の
﹁
仁
義
に
由
っ
て
行
う
︑
仁
義
を
行
う

に
非
ず
﹂︵
離
婁
上
︶
に
︑﹁
修
為
を
通
し
て
本
体
に
由
る
と
い
う

構
造
﹂︵
七
四
︶
を
見
た
︒
相
良
の
仁
斎
研
究
は
︑
こ
の
﹁
本
体
・

修
為
﹂
論
を
︑﹁
一
つ
の
倫
理
学
的
な
思
索
と
し
て
﹂︵
一
四
二
︶

重
視
す
る
︒

一
五



　
　

 

仁
義
礼
智
︵
=
﹁
本
体
﹂
栗
原
補
足
︶
は
︑
修
為
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑由
る
べ
き
道
・
徳
と
し
て
︑﹁
本

来
自
︵
お
の
ず
︶
か
ら
有
る
の
物
﹂︵﹃
童
﹄
上
一
四
︶
で
あ
る
︒

し
か
し
忠
信
敬
恕
︵
=
﹁
修
為
﹂
栗
原
補
足
︶
は
︑
直
接
的

に
そ
れ
に
即
し
て
生
き
る
べ
き
い
わ
ば
実
践
道
徳
で
あ
る
︒

忠
信
敬
恕
に
生
き
る
時
︑
お
の
ず
か
ら
仁
義
礼
智
の
道
・
徳

に
由
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒︵
一
四
四
︶

な
ぜ
彼
は
﹁
仁
義
を
直
接
的
に
努
め
行
う
べ
き
も
の
と
し
な
か
っ

た
か
︒
な
ぜ
仁
斎
は
仁
に
︑
す
な
わ
ち
愛
に
生
き
る
べ
し
︑
愛
す

べ
し
と
い
わ
な
か
っ
た
か
﹂︵
一
四
四
︶︒
そ
れ
は
︑﹁
仁
徳
の
真0

実
の

0

0

内
容
は
︑
徳
を
成
し
得
た
も
の
の
知
る
と
こ
ろ
で
︑﹁
衆
人
﹂

﹁
愚
人
﹂
の
真
に

0

0

知
り
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
﹂︵
一
四
八 

傍
点
栗

原
︶か
ら
で
あ
る
︒﹁
仁
斎
を
愛
の
思
想
家
と
み
る
も
の
も
あ
る
が
︑

わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
︑
仁
=
愛
の
為
し
が
た
さ
を
強
く
自
覚
し
た

思
想
家
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂︵
一
四
六
︶
と
︑
相

良
は
説
く
︒﹁
生
々
﹂
す
る
現
実
と
は
︑
仁
斎
に
と
っ
て
︑
人
た

る
も
の
が
直
接
に
︵
ま
た
強
い
て
︶
御
す
こ
と
な
ど
︑
出
来
な
い

も
の
だ
っ
た
︒

　

し
た
が
っ
て
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
に
対
し
て
は
︑﹁
か
か
る
境
地

の
あ
る
こ
と
を
教
え
︑
そ
こ
へ
向
け
て
そ
の
︵
=
彼
ら
の･･･

栗
原

補
足
︶﹁
四
端
の
心
﹂︵
↑
各
自
の
生
に
具
わ
る
﹁
仁
義
﹂
の
ひ
な
型･･･

栗
原
補
足
︶
を
﹁
拡
充
﹂
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る
の
み

0

0

︵
傍
点
栗
原
︶

で
あ
る
︒
い
か
に
し
て
﹁
拡
充
﹂
す
る
か
と
い
う
こ
の
﹁
拡
充
﹂

0

0

0

の
仕
方

0

0

0

︵
傍
点
栗
原
︶
と
し
て
の
﹁
修
為
﹂
の
教
が
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂

に
対
す
る
も
っ
と
も
直
接
的
な
切
な
る
教
と
な
る
﹂︵
一
四
八
︶︒

　
﹁
修
為
﹂
の
実
践
項
目
は
﹁
忠
信
敬
恕
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
の
核

は
﹁
忠
信
﹂
で
あ
る
︒
相
良
は
こ
れ
を
﹁
心
の
底
か
ら
他
者
の
た

め
に
己
を
尽
く
す
こ
と
﹂︵
一
三
五

六
︶﹁
他
者
と
の
関
係
に
ま
っ

た
く
は
ま
り
こ
ん
だ
︑
そ
の
意
味
に
お
い
て
真
実
で
あ
り
現
実
的

で
あ
り
︑
一
点
の
偽
飾
の
な
い
心
﹂︵
一
三
六
︶
と
解
釈
し
︑
要

す
る
に﹁
忠
信
と
は
︑事
を
な
す
に
あ
た
っ
て
︑他
者
に
対
し
︑﹁
誠

実
﹂
で
あ
る
こ
と
﹂︵
一
三
六
︶
だ
︑
と
す
る
︒

　

ま
た
﹁
忠
信
﹂
と
近
接
す
る
も
の
と
し
て
︑
仁
斎
は
し
ば
し
ば

﹁
恕
﹂
を
強
調
し
た
︒
そ
れ
は
︑
た
と
え
﹁
仁
者
の
よ
う
に
真
に

人
の
﹁
心
思
苦
楽
﹂︵﹃
字
義
﹄
忠
恕
一
︶
を
忖
り
得
な
く
て
も
︑

強
め
て
己
を
推
し
て
人
の
心
を
体
察
し
︑
つ
と
め
て
人
に
寛
宥
﹂

︵
一
六
〇
︶
た
ろ
う
と
す
る
こ
と
︑
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
に
﹁
敬
﹂
の
内
容
も
加
味
し
つ
つ
︑
最
終
的
に
︑
つ
と

め
ら
れ
る
べ
き
﹁
忠
信
敬
恕
﹂
の
内
容
は
︑
次
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
る
︒

　
　

 

他
者
に
﹁
誠
実
﹂
で
あ
る
こ
と
を
根
本
と
し
︑こ
の
﹁
誠
実
﹂

一
六



さ
を
︑
常
に
他
者
を
尊
崇
し
︑
ま
た
事
を
慎
む
こ
と
の
内
に

生
か
し
︑
さ
ら
に
︑
こ
の
﹁
誠
実
﹂
の
具
体
的
実
践
と
し
て
︑

己
を
推
し
て
極
力
他
者
の
心
思
苦
楽
を
量
り
寛
宥
に
努
め
る

こ
と
︑
そ
れ
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
絶
え
間
の
な
い
日
々

の
実
践
の
う
ち
に
の
み
徳
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

︵
一
六
一
︶

　

た
だ
し
︑
こ
こ
に
至
っ
て
相
良
は
︑
第
二
節
で
保
留
さ
れ
た
論

点
①
︑
す
な
わ
ち
﹁
忠
信
﹂
と
﹁
誠
﹂
の
差
異
に
︑
再
び
言
及
す

る
︵
一
五
六

七
︶︒﹁
忠
信
﹂︵﹁
誠
実
﹂︶
と
は
︑
ひ
と
え
に
目
前

の
他
者
に
対
し
て
﹁
お
の
れ
の
心
を
尽
く
し
︑
朴
実
に
行
な
い
去

る
﹂︵﹃
字
義
﹄
誠
二
︶︶
こ
と
で
あ
り
︑﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
に
も

た
だ
ち
に
実
践
可
能
な︵
す
で
に
日
々
実
践
し
て
も
い
る
は
ず
の
︶

努
め
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
﹁
誠
︵
に
す
る
︶﹂
と
は
︑﹁
理
に

当
る
と
し
か
ら
ざ
る
と
を
択
ん
で
︑
そ
の
理
に
当
る
者
を
取
っ
て

固
く
こ
れ
を
執
る
﹂︵﹃
字
義
﹄誠
二
︶こ
と
で
あ
り
︑﹁
衆
人
﹂﹁
愚

人
﹂
に
と
っ
て
は
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
実
践
と
し
て
あ
る
︒

　

で
は
結
局
の
と
こ
ろ
︑﹁
仁
義
相
行
な
わ
る
る
﹂
人
道
の
︵
ま

た
天
道
に
も
通
じ
る
︶﹁
誠
﹂=﹁
実
理
﹂そ
の
も
の
は
︑教
に
沿
っ

て
生
き
る
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
が
い
か
に
﹁
四
端
の
心
﹂
を
﹁
拡
充
﹂

し
た
先
に
お
い
て
も
︑
手
が
届
か
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ

う
か
︒

　

本
書
は
︑仁
斎
の
説
を
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑

﹁﹁
学
問
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
拡
充
﹂
の
仕
方
に
は
知
と
行
と
の
二
面

が
あ
る
﹂︵
一
五
三
︶
か
ら
で
あ
る
︒
相
良
の
論
は
︑
か
い
つ
ま

ん
で
引
用
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
︒

　
　

 

忠
信
敬
恕
の
教
の
背
後
に
︑私
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た“
天

地
は
活
物
で
あ
る
”以
下
の
教
の
全
体
が
ひ
か
え
て
い
る︵
中

略
︶︒
教
の
全
体
を
知
り
︑
そ
の
教
の
一
つ
で
も
あ
る
忠
信

敬
恕
に
生
き
る
︑
そ
れ
が
仁
斎
が
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
に
求

め
た
﹁
学
問
﹂
で
あ
り
﹁
拡
充
﹂
の
仕
方
で
あ
っ
た
︵
中
略
︶︒

忠
信
敬
恕
の
実
践
に
生
き
︑
そ
こ
に
徳
が
形
成
さ
れ
て
く
る

時
︑
そ
の
時
に
は
じ
め
て
︑
あ
ら
か
じ
め
学
び
知
っ
て
い
た

知
識
は
︑
た
ん
な
る
知
識
で
は
な
く
真
実
の
知
見
と
し
て
己

の
も
の
と
な
る︵
中
略
︶︒聖
人
の
教
え
る
と
こ
ろ
を
ふ
ま
え
︑

そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
の
忠
信
敬
恕
の
実
践
に
生
き
る
時
︑
聖

人
孔
子
の
自
覚
し
た
真
実
の
世
界
に
次
第
に
お
の
ず
か
ら
参

入
し
︑
そ
の
教
を
真
実
に
身
を
以
て
知
る
に
至
る
の
で
あ
る

︵
中
略
︶︒
仁
斎
は
︑
忠
信
敬
恕
の
修
為
の
実
践
に
も
︑
一
方

に
天
地
人
倫
の
全
体
の
理
解
が
ふ
ま
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
仁
斎
が
学
問
の
知
的
把

握
と
し
て
求
め
た
も
の
は
こ
の
理
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

︵
一
五
一

一
五
四
︶

一
七



つ
ま
り
相
良
は
︑
大
き
く
︿
聖
人
の
教
﹀
=
︿
衆
人
愚
人
の
学
﹀

=︿
修
為
﹀=︿
拡
充
の
仕
方
﹀の
内
容
全
体
の
中
に
︑﹁
修
為
﹂︵
忠

信
敬
恕
︶の
実
践
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
な
く
︑﹁
本
体
﹂︵
仁
義
礼
智
︶

の
知
的
把
握

0

0

0

0

と
い
う
要
請
︵
努
め
︶
を
見
る
︒
そ
の
上
で
︑
と
く

に
後
者
︵
=
﹁
行
﹂
に
対
し
て
﹁
知
﹂
の
要
素
︶
を
︑︵
単
な
る

﹁
誠
実
﹂
さ
を
こ
え
て
︶﹁
誠
﹂
=
﹁
実
理
﹂
を
会
得
す
る
た
め
の

要
件
と
し
て
指
摘
し
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　

と
は
い
え
︑
二
つ
の
要
請
︵
努
め
︶
は
︑
両
者
が
あ
い
ま
っ
て

は
じ
め
て
︑﹁
教
﹂﹁
学
﹂﹁
修
為
﹂﹁
拡
充
の
仕
方
﹂
の
内
容
全
体

を
な
す
︒﹁
こ
こ
に
は
新
た
に
︑﹁
本
体
﹂
の
知
的
把
握
と
朴
実
に

行
い
さ
る
と
い
う
誠
実
が
内
的
に
い
か
に
か
か
わ
り
あ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
傍

点
栗
原
︶
と
い
う
倫
理
学
的
な
問
題
が
︑
よ
り
十
分
に
解
明
さ
る

べ
き
も
の
と
し
て
浮
上
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
さ
ら

に
は
︑
後
の
第
三
章
で
と
り
あ
げ
る
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
と
﹁
み
ず

か
ら
﹂
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
﹂

︵
一
五
四

一
五
五
︶
と
︑
相
良
は
さ
ら
な
る
問
い
を
提
起
し
て
い

る
︒

九
、
聖
人
の
境
地

　

相
良
が
仁
斎
に
問
う
た
﹁
学
問
﹂
の
道
の
り
は
︑
そ
の
到
達
点

を
聖
人
の
︵
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
た
︑
も
し
く
は
そ
れ
に
連
な

る
︶
境
地
︵﹁
悟
り
﹂︶
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
ど

う
し
て
も
果
て
し
な
い
︵
強
く
言
え
ば
︑
厳
し
く
険
し
い
︶
印
象

を
免
れ
な
い
︒
し
か
し
仁
斎
に
は
︑

　
　

 

其
の
強
︵
つ
と
め
︶
て
能
す
る
所
の
恕
を
為
す
と
き
は
︑
則

ち
自
︵
お
の
ず
か
︶
ら
強
︵
つ
と
め
︶
て
為
す
べ
か
ら
ざ
る

の
仁
を
得
︒
一
件
の
恕
を
為
す
と
き
は
︑
則
ち
一
件
の
仁
を

得
︒二
件
の
恕
を
為
す
と
き
は
︑則
ち
二
件
の
仁
を
得
︒︵﹃
童
﹄

上
五
八
︶

と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
︑つ
と
め
て
為
し
う
る
の
が﹁
忠

信
敬
恕
﹂︵﹁
誠
実
﹂
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
︶
の
み

0

0

で
あ
っ
て
も
︑

ま
た
︑
そ
れ
が
わ
ず
か

0

0

0

﹁
一
件
﹂
の
努
力
で
あ
っ
て
も
︑
結
果
と

し
て
お
の
ず
か
ら
︑﹁
一
件
の
仁
﹂
は
確
か
に

0

0

0

実
現
し
て
い
る
︑

と
仁
斎
は
説
く
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
は
次
の
﹁
一
件
﹂
へ
︵
す

な
わ
ち
﹁
拡
充
﹂
へ
︶
と
︑
つ
な
が
り
も
す
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

加
え
て
言
う
と
︑
他
者
の
心
を
忖
度
し
て
寛
宥
た
ろ
う
と
す
る

﹁
恕
﹂︵﹁
忠
恕
﹂︶
は
︑自
他
間
の
﹁
阻
隔
﹂
を
︵
他
者
の
で
は
な
く
︶

自
ら
の
﹁
過
ち
﹂﹁
責
め
﹂
に
帰
そ
う
と
す
る
︑﹁
反
求
﹂
と
一
体

で
あ
る
︒﹁
生
々
﹂
す
る
人
倫
の
あ
り
よ
う
は
︑
現
実
的
に
ど
こ

ま
で
も
﹁
阻
隔
﹂
や
﹁
過
ち
﹂
を
免
れ
な
い
︒
が
︑
そ
の
つ
ど
自

一
八



分
か
ら
﹁
過
ち
﹂
を
﹁
改
﹂
め
よ
う
と
す
る
︵﹁
反
求
﹂
に
つ
と

め
る
︶
限
り
︑
仁
斎
は
そ
こ
に
対
し
て
も
︑
小
さ
な
﹁
仁
﹂
の
確

か
な
実
現
︑
お
よ
び
﹁
拡
充
﹂
へ
の
回
帰
を
保
証
し
た
︑
と
言
え

る
だ
ろ
う
︒
聖
人
な
ら
ざ
る
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
の
ご
く
わ
ず
か

な
努
力
に
も
︑必
ず
そ
の
先
を
導
く
尊
い
価
値
が
あ
る
︒﹁
仁︵
義
︶﹂

も
﹁︵
忠
信
敬
︶
恕
﹂
も
︑そ
の
意
味
で
は
本
来
誰
に
と
っ
て
も
﹁
知

り
易
く
行
い
易
﹂
き
も
の
だ
︑
と
い
う
の
が
︑
古
義
学
の
基
本
的

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
を
︑
忘
れ
た
く
な
い
︒

　

た
だ
︑
相
良
の
問
い
は
あ
く
ま
で
も
︑
そ
う
し
た
﹁
一
件
﹂﹁
一

件
﹂
を
積
み
重
ね
る
こ
と
﹁
久
し
う
し
て
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
〇
︶
こ

そ
︵
仁
斎
い
わ
く
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂︶
開
け
る
と
い
う
︑
ご
く
限

ら
れ
た
者
の
﹁
悟
門
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
〇
︶︑
ま
た
そ
の
先
に
広
が

る
﹁
上
達
の
光
景
﹂︵﹃
童
﹄
中
六
一
︶
に
向
け
ら
れ
る
︒
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
︑
た
と
え
わ
ず
か

0

0

0

で
も
そ
れ
は
確
か
な

0

0

0

﹁
生
々
﹂
へ

の
寄
与
な
の
だ
︑
と
い
う
導
き
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
え
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
仁

斎
自
身
の
﹁
天
下
的
視
点
﹂
の
内
実
に
︑向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
﹁
上
達
の
光
景
﹂
は
︑
初
学
の
段
階
か
ら
﹁
悟
門
﹂
が
開
け
る

ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
込
み
で
︑
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒
ま
ず

は
︑
仁
斎
の
言
葉
を
直
接
引
く
︒

　
　

 

蓋
し
学
者
の
道
に
進
む
︑
其
の
初
め
学
問
と
日
用
と
扞
格
齟

齬
し
て
︑
相
入
る
こ
と
能
は
ず
︒
真
積
み
力
め
る
こ
と
久
し

う
し
て
︑
自
︵
お
の
ず
か
︶
ら
得
る
所
有
る
に
及
ぶ
と
き

は
︑
則
ち
向
︵
さ
き
︶
に
之
を
視
て
以
て
遠
し
と
す
る
者
︑

今
始
め
て
近
き
こ
と
を
得
︑
向
︵
さ
き
︶
に
之
を
視
て
以
て

難
し
と
す
る
者
︑
今
始
め
て
易
き
こ
と
を
得
︑
漸
次
近
前
し

て
︑
学
問
に
非
ざ
れ
ば
楽
し
ま
ず
︑
学
問
に
非
ざ
れ
ば
言
わ

ず
︑其
の
愈
熟
す
る
に
及
ん
で
︑︵
中
略
︶大
凡
耳
目
に
接
り
︑

日
用
に
施
す
者
︑
総
て
是
れ
道
に
非
ず
と
い
う
こ
と
莫
し
︒

俗
の
外
に
道
無
く
︑道
の
外
俗
無
し
︒
一
点
の
俗
気
と
雖
も
︑

亦
著
け
得
ず
︒
此
れ
は
是
れ
上
達
の
光
景
︒︵﹃
童
﹄中
六
一
︶

お
そ
ら
く
﹁
悟
門
﹂
の
開
く
時
と
い
う
も
の
は
︑何
か
特
権
的
な
︑

光
輝
く
よ
う
な
一
瞬
と
し
て
︑想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

む
し
ろ
︑
必
ず
し
も
そ
れ

0

0

と
︵
今
こ
の
時

0

0

0

0

︑
と
︶
ハ
ッ
キ
リ
意
識

さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
し
か
し
気
づ
け
ば
い
つ
の
間
に
か
︑
花
の
つ

ぼ
み
が
開
き
き
っ
て
い
た
り
︑
氷
が
融
け
き
っ
て
い
た
り
す
る
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
︑
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
の
み
な
ら
ず
﹁
悟
門
﹂

が
開
い
た
時
︑天
地
の
﹁
有
﹂
り
方
も
︑ま
た
人
倫
に
お
い
て
﹁
有
﹂

る
自
ら
の
﹁
生
﹂
き
方
も
︑
そ
れ
自
体
が
大
き
く
変
貌
す
る
よ
う

な
こ
と
は
︑
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
変
わ
ら
な
い
﹁
現
実
﹂
の
も
つ
﹁
意
味
﹂︵
あ
る
い

は
価
値
︶
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
そ
れ
は
﹁
衆
人
﹂﹁
愚
人
﹂
だ
っ

た
初
学
の
頃
と
異
な
り
︑
あ
る
べ
き

0

0

﹁
実
理
﹂
と
し
て
︵
確
か
な

0

0

0

一
九



﹁
真
実
﹂
と
し
て
︶︑﹁
現
実
﹂
の
た
だ
中
に
体
得
さ
れ
て
︵﹁
実
知
﹂

さ
れ
て
︶
い
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
悟
﹂
り
を
得
た
者
は
︑
そ
れ
ま

で
と
変
わ
ら
な
い
努
力
︑
変
わ
ら
な
い
営
み
を
︑
根
底
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

心
安
ら
か
に
︑
根
底
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

立
ち
止
ま
ら
ず
︑
継
続
す
る
こ
と

が
出
来
る
︵
の
で
あ
ろ
う
︶︒

　
﹁
上
達
の
光
景
﹂
を
踏
ま
え
た
相
良
の
見
解
は
︑
次
の
引
用
に

集
約
さ
れ
る
︒

　
　

 

聖
人
も
ま
た
人
間
で
あ
り
﹁
活
物
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
過

り
な
き
こ
と
を
得
ず
︑
聖
人
と
い
え
ど
も
︑
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
そ
れ
な
り
の
学
問
が
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

否
︑
と
ど
ま
る
時
は
﹁
死
物
﹂
に
化
す
る
︒
学
問
は
窮
ま
り

無
く
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
聖
人
も
ま

た
強
め
て
忠
信
敬
恕
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
し
て

聖
人
な
ら
ざ
る
人
間
が
限
り
な
く
強
め
て
忠
信
敬
恕
す
べ
き

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
︑そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑

人
は
天
地
の
生
々
化
々
に
纔
か
で
は
あ
る
が
参
入
し
う
る
の

で
あ
る
︒
参
入
し
つ
づ
け
う
る
の
で
あ
る
︒
日
常
の
卑
近
な

忠
信
敬
恕
が
︑
そ
れ
自
体
に
お
い
て
永
遠
へ
の
参
入
と
な
る

の
で
あ
る
︒
超
越
と
い
う
概
念
を
導
入
す
れ
ば
︑
今
の
こ
こ

の
人
倫
日
用
の
現
実
に
忠
信
敬
恕
に
生
き
る
こ
と
自
体
が
︑

現
実
を
超
越
し
︑
形
而
上
的
な
超
越
的
世
界
に
﹁
纔
に
﹂
生

き
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒﹁
今
日
の
天
地
は
即
ち

万
古
の
天
地
﹂︵﹃
字
義
﹄
天
道
五
︶
で
あ
る
︒
今
日
の
天
地

へ
の
参
入
は
永
遠
絶
対
へ
の
参
入
で
あ
っ
た
︒﹁
纔
に
﹂
で

あ
っ
て
も
︑そ
れ
は
永
遠
絶
対
へ
の
参
入
で
あ
る
︒︵
一
六
八
︶

こ
こ
で
︑﹁
聖
人
﹂
と
そ
れ
以
外
の
学
者
︵
初
学
の
﹁
衆
人
﹂﹁
愚

人
﹂
を
含
む
︶
は
︑
大
き
く
﹁
人
間
﹂
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
︒

改
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
以
上
の
よ
う
な
﹁
悟

り
﹂
に
到
達
し
た
聖
人
に
あ
っ
て
も
︑彼
︵
ら
︶
を
と
り
ま
く
﹁
現

実
﹂
の
根
本
的
な
﹁
有
﹂
り
方
︵
活
物
と
し
て
の
﹁
生
々
化
々
﹂︶

は
決
し
て
変
わ
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
望
ま
し

い
方
向
性
に
お
い
て
そ
こ
に﹁
参
入
﹂し
て
い
く
た
め
の
努
力︵
あ

る
べ
き
﹁
生
﹂
き
方
を
求
め
る
努
力
︶
は
︑
や
は
り
聖
人
に
あ
っ

て
さ
え
︑
当
人
の
﹁
生
﹂
の
終
点
︵
=
﹁
死
﹂
の
瞬
間
︶
ま
で
︑

終
わ
る
こ
と
が
な
い
︒﹁
一
件
﹂﹁
一
件
﹂
そ
の
都
度
の
努
力
に
対

し
て
保
証
さ
れ
る
の
は
︑あ
く
ま
で
﹁
纔
︵
わ
ず
か
︶﹂
な
る
参
与
︑

な
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
も
︑
あ
わ
せ
て
再
確
認
し
た
い
︒

　

と
は
い
え
︑
上
記
引
用
に
お
い
て
示
さ
れ
た
見
解
自
体
は
︑
や

は
り
聖
人
の

0

0

0

︵
あ
る
い
は
そ
れ
を
想
定
し
た
仁
斎
自
身
の
︶
境
地

0

0

0

0

0

0

0

お
よ
び
視
点

0

0

0

0

0

に
立
っ
て
︑
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
﹁
新

し
い
側
面
か
ら
の
理
解
を
つ
け
加
え
﹂︵
一
六
九
︶
る
べ
く
︑
相

良
は
引
き
続
き
︑﹁
天
命
を
知
る
﹂︵
も
し
く
は
﹁
天
命
に
安
ん
じ

二
〇



る
﹂︶
境
地
に
つ
い
て
︑
論
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
第
二

節
に
お
い
て
保
留
さ
れ
た
論
点
③
︵
お
よ
び
論
点
②
︶
で
も
あ
っ

た
︒

　

天
道
は
善
な
る
も
の
で
あ
り
︑人
が
善
を
な
せ
ば
吉
事
や
福
が
︑

悪
を
な
せ
ば
凶
事
や
禍
が
︑﹁
天
﹂
か
ら
の
﹁
命
﹂
と
し
て
必
ず

降
さ
れ
る
︑
と
さ
れ
る
︒
が
︑
目
下
の
現
実
に
お
い
て
は
︑
悪
人

が
幅
を
利
か
せ
た
り
︑
善
人
が
不
如
意
な
生
や
非
業
の
死
を
強
い

ら
れ
た
り
︑
と
い
う
事
態
も
起
き
る
︒
人
為
に
お
け
る
善
悪
を
超

え
て
︑ど
う
し
よ
う
も
な
く
降
さ
れ
る﹁
吉
凶
禍
福
﹂も
ま
た
︑﹁
天

命
﹂
な
の
で
あ
る
︒

　

矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
ど
ち
ら
の
側
面
に
お
い
て
も
︑
天
道

は
﹁
至
誠
﹂
で
あ
り
︑﹁
一
毫
の
偽
妄
を
容
れ
ざ
る
﹂︵﹃
字
義
﹄

天
命
三
︶﹁
実
理
﹂を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
︑と
仁
斎
は
捉
え
た
︒

と
い
う
よ
り
︑
そ
の
よ
う
に
天
道
を
捉
え
︑
天
命
を
そ
れ
と
し
て

受
け
止
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
︑
聖
人
︵
あ
る
い
は
そ
れ
に
連

な
る
者
︶
の
み
で
あ
る
︑
と
仁
斎
は
説
い
た
︒

　

そ
の
境
地
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
︑相
良
は
﹃
童
子
問
﹄︵
下

一
三
︶
に
説
か
れ
た
︑﹁
君
子
﹂
に
お
け
る
﹁
義
命
合
一
﹂
を
取

り
あ
げ
る
︒
人
道
に
お
け
る﹁
義
﹂︵
善
︶と
︑天
か
ら
の﹁
命
﹂は
︑

基
本
的
に
は
そ
れ
が
働
く
場
︵
あ
る
い
は
由
来
す
る
と
こ
ろ
︶
を

異
に
し
て
お
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
人
に
と
っ
て
の
現
れ
と
し
て
は
︑

時
に
齟
齬
す
る
︒
し
か
し
︑
君
子
た
る
も
の
は
︑﹁
天
道
に
は
消

長
の
変
が
あ
る
と
い
う
理
解

0

0

﹂︵
一
七
四
︶
お
よ
び
﹁
人
間
の
限

界
性
の
意
識

0

0

﹂︵
一
七
一
︶
を
踏
ま
え
つ
つ
も
︑
な
お
﹁
天
道
は

善
で
あ
る
と
い
う
確
信

0

0

﹂︵
一
七
四
︶
を
失
う
こ
と
な
く
︑
両
者

を
﹁
具
体
的
な
日
々
の
実
践
﹂
に
お
い
て
﹁
主
体
的
に
統
一
﹂

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
一

七
四
︶
す
る
こ
と
が
出
来
る
︵
以
上
︑
傍
点
は
栗
原
︶︒

　

さ
ら
に
こ
の
時
の
﹁
実
践
﹂
は
︑と
く
に
﹁
己
を
責
む
る
﹂﹁
反

求
﹂
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
︑
と
相
良
は
指
摘
し
て
い
る

︵
一
七
四

一
七
七
︶︒

　
　

 

人
力
の
致
す
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
天
命
に
安
ん
じ
つ
つ
︑
善

道
で
あ
る
天
の
前
に
己
を
反
求
し
つ
つ
日
用
常
行
の
道
に
生

き
る
︒
こ
の
よ
う
な
二
重
の
内
容
に
お
い
て
天
を
怨
み
ず
天

に
安
ん
じ
て
道
に
生
き
る
︑こ
の
こ
と
自
体
が
︑ま
さ
に
﹁
纔

に
﹂︑
天
に
応
じ
天
に
即
す
る
生
き
か
た
で
あ
り
︑﹁
上
達
の

光
景
﹂
の
さ
ら
な
る
側
面
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
︒︵
一

七
七
︶

﹁
天
命
を
知
る
﹂と
い
う
こ
と
︑す
な
わ
ち
︑天
道
の﹁
誠
﹂な
る﹁
実

理
﹂︵
己
れ
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
現
実
に
込
め
ら
れ
た
真
の
意
味
︶

を
﹁
知
﹂
る
︵
理
解
す
る
︶︑
と
い
う
安
定
し
た
境
地
は
︑
そ
の

根
底
に
お
い
て
︑己
れ
の
営
為
・
努
力
の
﹁
限
界
﹂
に
対
す
る
﹁
意

識
﹂
と
︑
そ
れ
で
も
︵
己
れ
を
包
ん
で
あ
る
︶
天
地
人
倫
の
全
体

二
一



は
﹁
善
﹂
で
あ
る
と
い
う
﹁
確
信
﹂
に
︑結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
そ
れ
が
ど
ん
な
に
高
い
精
神
的
境
地
︵﹁
上
達
﹂
の
果
て
︶

で
あ
る
と
し
て
も
︑
当
の
現
実
に
対
す
る
身
の
処
し
方
は
︑
日
用

常
行
の
道
を
決
し
て
離
れ
な
い
︑﹁
反
求
﹂︵
↓
忠
恕
↓
忠
信
↓﹁
誠

実
﹂︶
の
終
わ
り
な
き
実
践
の
み
︑
な
の
で
あ
っ
た
︒

　
﹁
実
理
﹂
を
﹁
知
﹂
る
と
は
︑活
物
と
し
て
動
き
続
け
る
﹁
現
実
﹂

︵
他
者
・
人
倫
・
天
地
︶
を
︑
総
体
と
し
て
捉
え
き
る
こ
と
で
も
︑

そ
の
内
に
あ
る
何
も
か
も
を
見
抜
く
こ
と
で
も
な
い
︒
む
し
ろ
︑

小
さ
く
限
ら
れ
た
こ
の
身
一
つ
に
あ
っ
て
は
知
り
尽
く
せ
ず
︑
思

い
の
ま
ま
に
動
か
せ
も
し
な
い
︑
そ
れ
こ
そ
が
﹁
生
々
﹂
の
真
実

な
の
だ
︑
と
根
底
に
お
い
て
弁
え
る
こ
と
︑
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
ま
な
ら
な
い
厳
然
た
る
﹁
現
実
﹂
を
︑あ
り
の
ま
ま
に
﹁
生
々
﹂

と
し
て
受
け
止
め
る
構
え
が
︑﹁
実
知
﹂
の
前
提
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒

　

傍
か
ら
見
た
時
︑
そ
れ
は
一
種
の
あ
き
ら
め
︑
あ
る
い
は
︑
知

と
い
う
営
み
に
お
け
る
不
徹
底
︵﹁
曖
昧
﹂
さ
︶
と
︑
映
っ
て
し

ま
う
姿
勢
か
も
し
れ
な
い
︒し
か
し
仁
斎
に
お
い
て
こ
の
断
念
は
︑

一
種
の
覚
悟
で
あ
り
︑
深
い
と
こ
ろ
で
の
決
意
で
あ
る
︒
相
良
が

﹁
議
せ
ざ
る
を
妙
と
す
﹂
に
見
た
﹁
き
び
し
さ
﹂﹁
断
固
た
る
も
の
﹂

は
︑
こ
こ
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

さ
ら
に
言
え
ば
仁
斎
に
と
っ
て
︑
こ
の
身
一
つ
の
限
界
を
深
く

弁
え
る
こ
と
は
︑
そ
れ
を
超
え
た

0

0

0

0

0

0

天
地
人
倫
と
い
う
地
平
に
お
け

る
﹁
生
々
﹂
の
真
実
を
︑
逆
に
無
限
の

0

0

0

︵﹁
無
窮
の
﹂︶
可
能
性

0

0

0

と

し
て
︑﹁
現
実
﹂
の
中
に
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ

る
︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は
︑
他
者
に
対
し
て
全
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
=
﹁
行
﹂
に

お
い
て
も
﹁
知
﹂
に
お
い
て
も
︶﹁
己
を
尽
す

0

0

0

0

﹂
と
い
う
努
力
︵
お

よ
び
そ
の
終
わ
り
な
き
継
続
︶
に
こ
そ
︑
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
と

い
う
﹁
現
実
﹂
に
付
与
さ
れ
た
無
限
の
可
能
性
を
見
る
︑
と
い
う

こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

十
、
古
義
学
の
基
層
へ　

─
堯
舜
の
事
業
と
孔
子
の
学
術

　

第
三
章
﹁
仁
斎
の
古
義
学 

そ
の
二
﹂︵
一 

堯
舜
の
事
業
と
孔

孟
の
学
術
／
二 

自
然
而
然
・
お
の
ず
か
ら
／
三 

自
然
と
裁
成
輔

相
︶
は
︑
以
上
の
よ
う
な
第
二
章
の
理
解
全
体
を
踏
ま
え
つ
つ
︑

そ
の
根
底
に
あ
っ
た
仁
斎
の
﹁
形
而
上
学
的
思
惟
﹂
に
迫
ろ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

そ
の
た
め
の
手
が
か
り
を
︑
相
良
は
﹁
孔
子
が
堯
舜
を
﹁
祖
述

し
た
﹂﹂︵
一
八
一
︶
こ
と
の
意
味
に
み
る
︒
つ
ま
り
︑
仁
斎
が
深

く
信
じ
た︵﹁
現
実
﹂に
蔵
さ
れ
た
肯
定
的
か
つ
無
限
の
可
能
性
を
︑

彼
に
対
し
て
保
証
し
た
︶
聖
人
︵
た
ち
︶
の
営
み
と
は
︑
よ
り
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
功
績
だ
っ
た
の
か
︑
と
相
良
は
問
う
の
で
あ

る
︒

　

簡
単
に
い
え
ば
︑
堯
舜
は
﹁
王
者
﹂
と
し
て
︑
天
下
の
民
生
を

二
二



安
ん
じ
る
と
い
う
︑
政
治
的
な
﹁
事
業
﹂
を
な
し
遂
げ
た
聖
人
で

あ
る
︒
対
し
て
︑
孔
子
は
﹁
匹
夫
﹂
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
堯
舜
の

事
業
に
普
遍
的
な
人
倫
日
用
の
道
を
見
て
と
り
︑
そ
れ
を
教
と
し

て
言
語
化
す
る
と
い
う
︑
知
的
な
﹁
学
術
﹂
を
な
し
遂
げ
た
聖
人

で
あ
る
︒
仁
斎
が
よ
り
高
く
顕
彰
す
る
の
は
孔
子
で
あ
る
が
︑
堯

舜
の
事
業
を
抜
き
に
し
て
︑
孔
子
の
学
術
は
あ
り
得
な
か
っ
た
︒

そ
し
て
︑
仁
斎
自
身
も
ま
た
︑﹁
学
問
は
王
道
を
以
て
本
と
為
﹂

︵﹃
童
﹄
中
一
一
︶
と
説
い
た
︒﹁
万
人
の
よ
る
べ
き
﹁
人
倫
日
用

の
道
﹂
そ
の
も
の
が
︑
も
と
も
と
王
道
的
性
格
を
も
つ
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
﹂︵
一
八
五
︶︒

　

孔
子
が
︑
堯
舜
よ
り
前
の
﹁
三
皇
三
帝
﹂
を
採
ら
ず
︑
堯
舜
の

事
業
の
み
を
﹁
王
道
﹂
に
か
な
う
も
の
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
︒
仁

斎
に
よ
れ
ば
そ
の
基
準
は
︑
彼
が
﹁
仏
老
の
教
﹂
か
ら
﹁
聖
人
の

教
﹂
を
弁
別
取
捨
し
た
基
準
と
︑
太
く
通
じ
る
も
の
だ
っ
た
と
い

う
︒
そ
れ
は
︑﹁
天
下
を
離
れ
て
﹂︵﹃
童
﹄
下
二
八
︶﹁
一
身
上
よ

り
道
を
見
る
﹂︵﹃
童
﹄
る
仏
老
を
非
と
し
︑﹁
己
を
以
て
己
を
修

め
ず
︑
天
下
と
共
に
︵
道
に
︶
由
る
﹂︵﹃
童
﹄
中
七
二
︶
聖
人
を

こ
そ
︑
是
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

仁
斎
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
仏
老
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
﹁
悟

り
﹂
も
︑煮
詰
め
た
と
こ
ろ
で
は
﹁
智
を
用
い
自
︵
み
ず
か
︶
ら
私
﹂

︵﹃
童
﹄中
七
二
︶す
る
と
こ
ろ
の
︑﹁
独
智
﹂︵﹃
童
﹄上
二
〇
︶﹁
懸

空
臆
想
﹂︵﹃
童
﹄上
一
七
︶﹁
意
想
造
作
﹂﹁
虚
見
﹂︵﹃
童
﹄下
二
八
︶

で
あ
り
︑
聖
人
の
﹁
実
知
﹂
に
も
と
る
も
の
︑
と
な
る
︒
す
な
わ

ち
彼
ら
が
教
え
る
と
こ
ろ
は
︑
現
実
と
し
て
の
﹁
天
下
﹂
=
あ
り

の
ま
ま
の
﹁
人
倫
の
拡
が
り
﹂︵
一
八
九
︶
に
対
す
る
眼
差
し
を

欠
く
と
同
時
に
︑﹁
そ
の
拡
が
り
へ
の
積
極
的
な
関
わ
り
﹂︵
一
八

九
︶
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
を
欠
く
も
の
と
見
な
さ
れ
た
︒

　

こ
れ
に
対
し
て
﹁
堯
舜
ら
の
王
道
は
︑
天
下
の
民
と
同
じ
く
生

き
︑
天
下
の
民
と
共
に
生
き
る
も
の
で
︑
夫
婦
の
愚
不
肖
も
皆
よ

く
知
り
よ
く
行
う
べ
き
道
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
修
め
︑
民
を
治

め
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂︵
一
九
〇
︶︒
ま
た
そ
れ
は
︑

　
　

 

一
毫
人
欲
の
私
無
き
は
︑
亦
形
骸
を
具
え
人
情
有
る
者
の
能

く
為
る
所
に
非
ず
︒
聖
人
は
此
を
以
て
自
ら
治
め
ず
︑
亦
此

を
以
て
人
を
強
い
ず
︒
仁
義
に
由
っ
て
行
う
︑
仁
義
を
行
う

に
非
ず
︒︵﹃
童
﹄
中
九
︶

と
い
う
︑
人
の
情
欲
に
対
す
る
見
方
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
︒
た

と
え
王
者
で
あ
っ
て
も
︑
人
で
あ
る
限
り
﹁
色
﹂
や
﹁
貨
﹂
を
好

む
心
が
あ
る
こ
と
を
︑
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︵﹃
童
﹄
中

一
六
︶︒
そ
う
で
あ
る
限
り
︑
同
じ
人
で
あ
る
民
に
対
し
て
︑
そ

こ
か
ら
の
完
全
な
脱
却
を
一
方
的
に
強
い
る
政
治
は
︑
間
違
っ
て

い
る
︒

　

人
と
し
て
情
欲
を
も
つ
こ
と
︑し
か
し
そ
こ
に
は
同
時
に
制
御
・

二
三



克
服
へ
の
傾
向
性
も
あ
る
こ
と
︑
ど
ち
ら
を
も
否
定
で
き
な
い
現

実
と
し
て
踏
ま
え
︑
何
よ
り
︑
天
下
の
民
と
の
﹁
情
的
な
自
他
一

体
化
﹂︵
一
九
四
︶
を
求
め
な
が
ら
︑
望
ま
し
い
秩
序
の
維
持
・

形
成
に
努
め
る
︒
こ
れ
が
堯
舜
の
な
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑

そ
の
事
業
・
功
績
を
﹁
祖
述
﹂
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
よ
り
普
遍
的

な
人
倫
日
用
の
道
を
教
え
た
﹁
孔
子
も
︑
ま
さ
に
ま
た
知
り
易
く

行
い
易
い
道
理
を
説
き
︑
人
情
あ
る
者
の
な
し
が
た
い
人
欲
の
私

を
無
か
ら
し
め
る
ご
と
き
こ
と
を
説
か
な
か
っ
た
﹂︵
一
九
一
︶と
︑

相
良
は
付
け
加
え
て
い
る
︒

　

さ
て
︑
王
道
に
お
い
て
聖
人
が
共
に
す
べ
き
も
の
は
︑﹁
天
下
﹂

の
﹁
人
心
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
﹁
風
俗
﹂
で
あ
っ
た
︒
辞
書
的
に

は
﹁
な
ら
わ
し
︑
習
慣
﹂
の
意
味
で
あ
り
︑
時
代
や
地
域
ご
と
の

特
殊
性
を
免
れ
な
い
も
の
だ
が
︑古
義
学
の
用
例
と
し
て
は
︑﹁
時

俗
﹂﹁
今
の
俗
﹂
と
の
使
い
分
け
に
お
い
て
︑
普
遍
的
な
色
合
い

が
比
較
的
濃
い
︑と
相
良
は
指
摘
し
て
い
る
︵
二
〇
四

二
〇
五
︶︒

　

さ
ら
に
︑
た
と
え
ば
﹁
五
倫
﹂
の
よ
う
な
︵
儒
学
に
お
い
て
普

遍
的
な
︶
人
間
関
係
の
“
型
”
も
﹁
風
俗
﹂
に
あ
た
る
の
だ
と
す

れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
人
倫
に
お
け
る
理
想
的
な
秩
序
︵
あ
る
い
は
理

想
的
な
行
為
の
仕
方
︶を
意
味
す
る
︑﹁
礼
﹂に
も
近
づ
い
て
く
る
︒

言
う
ま
で
も
な
く
﹁
礼
﹂
は
︑
道
徳
の
﹁
本
体
﹂
た
る
﹁
仁
義
礼

智
﹂
の
一
つ
で
あ
り
︑
全
て
の
人
間
が
﹁
由
っ
て
﹂
生
き
る
べ
き

も
の
の
一
つ
で
あ
る
︒

　

と
は
い
え
﹁
風
俗
﹂
も
﹁
礼
﹂
も
︑
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ

と
し
て
は
︑
あ
く
ま
で
各
時
代
︵
や
地
域
︶
の
特
殊
性
に
即
し
た

も
の
︑
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
堯
舜
の
理
想
的
な
治
世
に
お
け

る
﹁
礼
﹂
も
︑
例
外
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
こ
と
自
体
は
当
然
で

あ
り
︑
そ
も
そ
も
王
道
が
民
と
の
︵
情
的
な
︶﹁
一
体
化
﹂
に
向

か
う
限
り
︑﹁
礼
﹂
は
原
則
的
に
︑
各
時
代
に
お
け
る
﹁
風
俗
﹂

に
寄
り
添
い
つ
つ
︑
形
を
と
る
べ
き
も
の
だ
︑
と
仁
斎
も
考
え
て

い
た
︒

　

し
か
し
︑
特
殊
性
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
は
︑
普
遍
的
な
も
の

に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
限
界
を
は
ら
む
︑と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒

実
は
︑
堯
舜
の
事
業
の
中
に
︑
普
遍
的
な
人
倫
日
用
の
道
を
見
出

し
︑
こ
れ
を
﹁
祖
述
﹂
し
た
孔
子
も
︑︵
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︶

具
体
的
な
﹁
礼
﹂
に
関
し
て
は
︑
そ
こ
に
一
つ
の
限
界
を
見
て
い

た
︑
と
仁
斎
は
説
く
︒

　

そ
れ
は
︑
民
が
﹁
鬼
神
﹂
や
﹁
卜
筮
﹂
を
信
じ
た
時
︑
王
で
あ

る
堯
舜
も
ま
た
︑
民
と
共
に
そ
れ
ら
を
信
じ
た
た
め
︑﹁
そ
の
卒

り
や
︑
又
弊
無
き
こ
と
あ
た
は
ず
﹂︵﹃
字
義
﹄
鬼
神
二
︶︑
と
い

う
認
識
で
あ
る
︒﹁
弊
﹂
は
︑
仁
斎
の
文
言
に
即
せ
ば
﹁
義
﹂
に

照
ら
し
て
の
弊
害
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
秩
序
の
あ
り
方
と
し

て
は
︑
普
遍
的
な
﹁
礼
﹂
に
照
ら
し
て
の
弊
害
︑
と
言
っ
て
も
よ

い
の
だ
ろ
う
︒

　
﹁
鬼
神
﹂
や
﹁
卜
筮
﹂︑
ま
た
そ
れ
ら
を
信
じ
よ
う
と
す
る
民
の

二
四



﹁
風
俗
﹂︑
こ
う
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
︑﹁
礼
﹂
は
︵
広
く
﹁
仁

義
礼
智
﹂
の
人
道
は
︶
ど
う
あ
る
︵
べ
き
な
︶
の
か
︒
こ
の
問
題

は
︑
活
物
と
し
て
の
天
地
人
倫
に
︑
永
遠
の
﹁
生
﹂
か
つ
絶
対
の

﹁
有
﹂を
認
め
︑﹁
死
﹂や﹁
無
﹂に
対
し
て
は
あ
え
て
背
を
向
け
た

0

0

0

0

0

0

0

0

︑

古
義
学
の
根
本
思
想
︑
仁
斎
の
思
惟
の
根
底
に
︑
関
わ
っ
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
言
う
と
︑
そ
の
問
題
へ
の
応
じ
方
に
お
い
て
︑
堯
舜
の

事
業
︵﹁
行
﹂︶
に
お
け
る
そ
れ
と
︑
孔
子
の
学
術
︵﹁
知
﹂︶
に
お

け
る
そ
れ
に
︑
部
分
的
に
で
も
何
ら
か
の
質
差
が
あ
っ
た
の
だ
と

す
れ
ば
︑
こ
の
問
題
は
︑
仁
斎
自
身
が
信
じ
た
︑
聖
人
の
聖
人
た

る
所
以
︑
ひ
い
て
は
︑
人
間
の
営
為
︵
と
く
に
﹁
知
﹂
と
い
う
営

為
︶
の
尊
さ
の
質
に
も
︑
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

仁
斎
の
解
答
を
う
か
が
う
た
め
の
手
が
か
り
は
︑
第
二
章
第
二

節
︵﹁
天
地
の
活
物
性
﹂︶
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
︑﹁
議
せ
ざ
る
を

妙
と
す
﹂︵﹃
字
義
﹄
天
道
五
︶
と
い
う
態
度
に
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑

　
　

 

夫
れ
古
今
の
終
始
︑
得
て
究
む
べ
か
ら
ず
︑
四
旁
の
窮
際
︑

得
て
知
る
べ
か
ら
ず
︒
近
く
は
諸
を
身
に
取
り
︑
遠
く
は
諸

を
物
に
取
る
に
︑
凡
そ
其
の
形
状
性
状
︑
然
る
所
以
の
故
︑

皆
得
て
窮
詰
す
べ
か
ら
ず
︒︵﹃
童
﹄
中
六
五
︶

を
直
接
の
典
拠
と
し
た
︑﹁︵
得
て
︶
知
る
べ
か
ら
﹂
ず
と
い
う
態

度
︑
と
言
っ
て
も
よ
い
︒

　

当
該
箇
所
に
お
い
て
そ
の
︵﹁
議
す
﹂﹁
知
る
﹂︶
対
象
と
さ
れ

た
の
は
︑天
地
の
時
間
的
・
空
間
的
な
外
延
︵
お
よ
び
そ
の
外
部
︶︑

ま
た
︑
人
身
を
含
め
た
万
物
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
か
く
﹁
有
﹂
る
こ

と
の
﹁
所
以
の
故
﹂︑
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
来
て
問
題
と
な
っ
て

い
る
︑﹁
鬼
神
﹂﹁
卜
筮
﹂
も
含
め
て
︑
相
良
は
そ
れ
ら
を
︑︵﹁
天

地
人
倫
﹂
に
対
し
て
︑
だ
と
思
わ
れ
る
が
︶﹁
無
物
の
地
﹂﹁﹁
知

る
べ
か
ら
ざ
る
﹂
他
界
﹂︵
二
〇
八
︶
と
総
称
し
て
い
る
︒

　

と
も
す
る
と
仁
斎
は
︑
そ
う
し
た
世
界
や
︑
ま
た
そ
う
し
た
世

界
と
人
が
関
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
︑
丸
ご
と
否
定
し
︑
排
除
し

た
よ
う
に
も
思
え
る
︒
し
か
し
相
良
の
見
る
と
こ
ろ
︑
そ
う
で
は

な
い
︒︵﹁
仁
斎
は
﹁
知
る
べ
か
ら
ざ
る
﹂
世
界
が
あ
る
こ
と
を
全

面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒﹂︵
二
〇
七
︶﹁
こ
の
世
の
人

間
が
︑
こ
の
﹁
知
る
べ
か
ら
ざ
る
﹂︑
い
わ
ば
他
界
と
の
か
か
わ

り
に
惑
う
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
と
し
て
仁
斎
に
よ
っ
て

理
解
さ
れ
て
い
る
﹂︒︵
二
〇
七

二
〇
八
︶﹁
あ
え
て
言
え
ば
﹁
無

物
の
地
﹂も
仁
斎
の
視
界
の
内
に
あ
っ
た
︒﹂﹁
一
種
の
関
心
は
も
っ

て
い
た
︒﹂︵
一
二
七
︶︶

　

死
後
の
世
界
や
﹁
無
物
の
地
﹂︑
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
他
界
﹂

を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
今
こ
こ
に
あ
る
﹁
現
実
﹂
の
意
味

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
道
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
こ
の
私
の
︵
ま
た

か
け
が
え
な
い
人
々
の
︶﹁
生
﹂
や
﹁
有
﹂
を
︑
安
ん
じ
確
か
め

よ
う
と
す
る
道
︒
そ
れ
も
仁
斎
の
視
界
に
は
入
っ
て
い
た
し
︑
そ

二
五



れ
を
切
に
求
め
る
の
も
人
た
る
も
の
の
情
で
あ
る
と
︑
彼
は
認
め

て
い
た
は
ず
だ
︑
と
相
良
は
述
べ
る
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
な
が
ら
︑そ
う
し
た
思
い
の
赴
く
ま
ま
︑他
界
へ
向
か
っ

て
直
接
に
﹁
知
﹂
や
﹁
行
﹂
を
ふ
り
向
け
よ
う
と
す
る
道
は
︑
最

終
的
・
究
極
的
に
は
︑
人
間
を
︵
民
と
堯
舜
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
︑

ど
こ
か
無
自
覚
的
に
︶﹁
ま
ど
い
︵
惑
い
︶﹂︵
二
〇
八
︶
へ
と
導

き
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
︑と
︵
相
良
い
わ
く
︶
仁
斎
は
考
え
た
︒

　

対
し
て
聖
人
は
︑
他
界
を
切
に
求
め
さ
せ
も
す
る
よ
う
な
至
情

を
踏
ま
え
つ
つ

0

0

0

0

0

0

︑
し
か
し
同
じ
情
を
︑
そ
ち
ら
へ
直
接
向
か
わ
せ

る
の
で
は
な
く
︑﹁
こ
の

0

0

人
倫
に
お
け
る
行
為
の
仕
方﹁
礼
﹂﹂︵
二

〇
八
傍
点
原
文
︶
の
う
ち
に
︑
抱
き
留
め
て
い
く
よ
う
な
道
筋
を

示
し
た
︒﹁
葬
﹂﹁
祭
﹂
の
﹁
礼
﹂
は
そ
れ
に
あ
た
る
︑
と
さ
れ
る

︵
二
〇
六

二
〇
八
︶︒こ
の

0

0

天
地
人
倫
と
い
う
無
限
の
地
平
に﹁
有
﹂

り
︑
そ
こ
で
﹁
生
﹂
き
る
主
体
に
可
能
な
の
は
︑﹁
知
る
べ
か
ら

ざ
る
﹂
も
の
は
あ
く
ま
で
そ
の
ま
ま
に
︑﹁
知
﹂
り
得
る
か
ぎ
り

﹁
行
﹂
い
得
る
か
ぎ
り
の
﹁
か
か
わ
り
方
﹂︵
二
〇
六
︶
を
︑
こ
の

0

0

世
界
内
に
模
索
す
る
こ
と
だ
け
だ
︑
と
な
る
だ
ろ
う
か
︒

　

相
良
は
こ
の
節
の
末
尾
で
︑

　
　

 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
︑
孔
子
は
堯
舜
の
鬼
神
な
ど
に
対

す
る
姿
勢
を
ま
っ
た
く
た
だ
排
除
し
た
の
で
は
な
く
︑
そ
れ

を
こ
の
人
倫
の
葬
祭
の
礼
に
吸
収
し
て
う
け
つ
い
だ
と
い
え

よ
う
︒︵
中
略
︶
こ
れ
ら
の
発
想
は
︑
あ
え
て
い
え
ば
彼
が

否
定
す
る
仏
老
に
き
わ
ど
く
接
近
す
る
面
を
も
も
つ
も
の
で

あ
る
が
︑
仁
斎
は
ま
さ
に
︑
そ
の
き
わ
ど
さ
の
内
に
お
い
て
︑

こ
の
天
地
人
倫
の
絶
対
性
を
逆
に
強
く
お
し
出
し
た
も
の
と

私
は
理
解
す
る
︒
そ
こ
に
ま
た
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
と
い
う
思

惟
が
こ
れ
ら
を
そ
の
底
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て
働
い
て
い

た
と
私
は
理
解
す
る
︒
仁
斎
の
仁
斎
た
る
と
こ
ろ
が
こ
こ
に

あ
る
と
い
え
よ
う
︒︵
二
〇
八

二
〇
九
︶

と
述
べ
て
い
る
︒
仏
老
に
接
近
す
る
﹁
き
わ
ど
さ
﹂
ま
で
は
︑
何

と
か
そ
の
意
を
汲
み
と
れ
る
よ
う
に
思
う
が
︑そ
れ
だ
け
に
︑﹁
そ

の
き
わ
ど
さ
の
内
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

︑
こ
の
天
地
人
倫
の
絶
対
性
を
逆
に

0

0

強
く

0

0

お
し
出
し
た
﹂
と
い
う
仁
斎
の
思
惟
︵
=
こ
れ
ま
で
の
箇
所

で
﹁
き
び
し
さ
﹂﹁
断
固
た
る
も
の
﹂
と
さ
れ
た
姿
勢
が
︑
結
局

何
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︶
は
︑
か
え
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ

た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
と
も
あ
れ
︑
第
二
節
・
第
三
節
を
頼

り
に
︑
可
能
な
か
ぎ
り
相
良
の
議
論
を
た
ど
っ
て
み
た
い
︒

十
一
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」

　

仁
斎
に
︑
仏
老
的
な
﹁
意
想
造
作
﹂
を
否
定
す
る
﹁
断
固
た
る

姿
勢
﹂︵
二
一
〇
︶
を
と
ら
せ
た
も
の
は
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
﹁﹁
自

二
六



然
﹂
あ
る
い
は
﹁
お
の
ず
か
ら
︵
自
ら
︶﹂
と
い
う
形
而
上
学
的

な
思
惟
﹂︵
二
一
〇
︶
で
は
な
か
っ
た
か
︑
と
相
良
は
説
く
︒
ま

た
︑そ
こ
に
含
ま
れ
る
﹁﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
と
﹁
み
ず
か
ら
﹂﹂︵
二

一
〇
︶
と
の
﹁
結
び
つ
き
﹂︵
二
一
〇
︶
は
︑仁
斎
に
お
い
て
﹁
人

間
の
尊
貴
性
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
求
め
ら
れ
﹂︵
二
一
〇
︶
た

か
を
考
え
る
た
め
に
も
﹁
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
﹂︵
二
一

〇
︶︑
と
さ
れ
る
︒

　

古
義
学
に
即
し
た
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
の
語
意
は
︑
相
良
に
よ
れ

ば
︻
何
ら
他
の
条
件
を
考
え
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
で
︼︵
二
一

四
︶
で
あ
る
︒
仁
斎
は
そ
の
働
き
を
﹁
天
﹂
に
収
斂
さ
せ
も
す
る

が
︑
お
そ
ら
く
﹁
そ
れ
は
第
二
段
階
の
思
考
﹂︵
二
一
五
︶
で
あ

り
︑
そ
れ
よ
り
前
に
︑
現
象
自
体
が
﹁
絶
対
的
﹂﹁
必
然
﹂︵
二
一

五
︶
で
あ
る
︑
と
い
う
受
け
止
め
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
︒
よ
っ

て
︑﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
の
語
意
は
ま
た
︑︻
絶
対
的
必
然
性
を
も
っ

て
そ
れ
自
体
に
お
い
て
︼︵
二
一
五
︶︑と
言
い
換
え
ら
れ
て
よ
い
︒

本
稿
で
は
こ
の
意
味
を
Ａ
と
す
る
︒

　
﹁
自
然
﹂
は
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
と
同
じ
内
容
で
あ
る
が
︑﹁
人
心

の
自
然
に
出
で
て
﹂﹁
性
の
自
然
に
出
で
て
﹂︵﹃
孟
子
古
義
﹄︶︑

ま
た
﹁
天
地
自
然
の
道
理
﹂︵﹃
童
﹄
下
五
三
︶
と
い
っ
た
用
例
を

踏
ま
え
る
と
︑︻
内
発
的
な
生
成︵
展
開
・
進
展
︶と
し
て︵
に
よ
っ

て
︶︼
と
い
っ
た
意
味
が
加
わ
る
︑
と
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
○

○
の
自
然
に
△
△
出
ず
﹂﹁
○
○
自
然
の
△
△
﹂と
言
わ
れ
る
と
き
︑

そ
れ
は
︑﹁
○
○
の
内
発
的
な
生
成
︵
展
開
・
進
展
︶
と
し
て
︵
の
︶

△
△
が
現
出
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
時
︑
○
○

は
よ
り
包
括
的
・
一
般
的
な
存
在
︵
現
象
︶︑
△
△
は
よ
り
部
分

的
・
具
体
的
な
存
在
︵
現
象
︶︑
と
見
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒

本
稿
で
は
こ
の
意
味
を
Ｂ
と
す
る
︒

　

で
は
︑﹁
自
然
﹂の
運
動
を
想
定
し
た
と
き
︑も
っ
と
も
包
括
的
・

一
般
的
な
存
在
で
あ
る
﹁
天
地
﹂
自
体
は
︑
い
か
に
し
て
存
在
す

る
の
か
︒
仁
斎
に
即
し
て
言
う
限
り
︑
そ
れ
が
さ
ら
に
上
位
の
何0

に
よ
っ
て

0

0

0

0

存
在
す
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
は
︑
あ
り
得

な
い
︒﹁
天
地
﹂
自
体
の
﹁
自
然
﹂﹁
お
の
ず
か
ら
性
﹂
に
関
し
て

は
︑︻
何
ら
他
の
条
件
を
考
え
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
で
︼︻
絶
対

的
必
然
性
を
も
っ
て
そ
れ
自
体
に
お
い
て
︼と
い
う
Ａ
の
意
味
が
︑

も
っ
と
も
直
接
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

　

す
る
と
︑
こ
れ
を
Ｂ
の
意
味
に
差
し
戻
せ
ば
︑﹁
天
地
﹂
に
関

し
て
は
︑﹁
天
地
の
自
然
に
天
地
出
ず
﹂﹁
天
地
自
然
の
天
地
﹂
と

表
現
す
る
し
か
な
く
な
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
○
○
の
自
然
に
○
○
出

ず
﹂﹁
△
△
の
自
然
に
△
△
出
ず
﹂
と
い
う
あ
り
方
を
︑
ま
ず
は

﹁
天
地
﹂
と
い
う
存
在
全
体
が
容
認
す
る
︒﹁
天
地
﹂
の
存
在
に
お

い
て
︑
Ａ
の
意
味
と
Ｂ
の
意
味
は
﹁
お
の
ず
か
ら
性
と
い
う
点
で

重
な
る
﹂︵
二
二
〇
︶︒
あ
る
い
は
︑
重
な
る
と
い
う
よ
り
︑
Ａ
は

Ｂ
に
︵
ま
た
Ｂ
は
Ａ
に
︶﹁
吸
収
さ
れ
て
い
る
﹂︵
二
二
〇
︶
の
で

あ
る
︒﹁
天
地
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
有
が
有
と
し
て
︑
お
の
ず
か
ら

二
七



己
を
現
わ
し
つ
づ
け
て
い
る
﹂︵
二
二
二
︶︑
と
言
っ
て
も
よ
い
︒

　

こ
の
﹁
重
な
り
﹂﹁
吸
収
﹂
が
認
め
ら
れ
た
と
き
︑﹁
天
地
﹂
内

部
の
︑よ
り
部
分
的
・
具
体
的
な
諸
存
在︵
諸
現
象
︶の
あ
り
方︵
存

在
性
︶
に
も
︑﹁
△
△
の
自
然
に
△
△
出
ず
﹂
と
い
う
﹁
お
の
ず

か
ら
性
﹂
が
分
与
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
△
△
は
︑
よ
り
上

位
の
○
○
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
究
極
的
に
は

何
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
は
な
く
︑
つ
ま
り
︻
何
ら
他
の
条
件
を

考
え
る
こ
と
な
く
△
△
そ
の
ま
ま
で
︼︑︻
絶
対
的
必
然
性
を
も
っ

て
△
△
自
体
に
お
い
て
︼︑
存
在
す
る
の
で
も
あ
る
︒

　

と
な
る
と
︑
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
存
在
性
︵
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
現

象
性
︶
を
究
極
的
に
支
え
る
の
は
何
か
︑
つ
ま
り
︑﹁
何
に
よ
っ

0

0

0

0

て0

そ
れ
は
あ
る
︵
生
ず
る
︶
の
か
﹂︑
と
い
う
問
い
に
あ
え
て
答

え
る
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
Ａ
か
つ
Ｂ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
お
の

ず
か
ら
性
﹂そ
の
も
の
︑で
あ
る
︒﹁
言
う
こ
と
を
許
さ
れ
れ
ば
︑﹁
お

の
ず
か
ら
﹂
そ
の
こ
と
が
究
極
な
の
で
あ
る
﹂︵
二
二
三
︶︒
あ
ら

ゆ
る
存
在
︵
現
象
︶
に
は
︑﹁
お
の
ず
か
ら
性
﹂
と
し
て
の
﹁
形

而
上
的
な
も
の
﹂
が
﹁
纏
綿
し
て
い
る
﹂︵
二
二
五
︶︒
そ
れ
こ
そ

が
︑
相
良
の
い
わ
ゆ
る
仁
斎
な
り
の
﹁
形
而
上
学
的
思
惟
﹂
の
内

実
で
あ
っ
た
︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑
Ａ
と
Ｂ
の
﹁
重
な
り
﹂
を
認
め
た
と
き
︑
よ

り
部
分
的
・
具
体
的
な
存
在
で
あ
る
△
△
は
︑
究
極
的
な
﹁
お
の

0

0

ず
か
ら

0

0

0

性
﹂に
あ
ず
か
り
つ
つ
︑み
ず
か
ら
の

0

0

0

0

0

︻
内
発
的
な
生
成︵
展

開
・
進
展
︶
と
し
て
︵
に
よ
っ
て
︶︼︑
さ
ら
な
る
現
象
を
無
限
に

生
成
し
て
い
く
︵
○
○
↓
△
△
↓
□
□
↓･･･

︶︒
ま
た
そ
の
働
き

に
お
い
て
△
△
は
︑﹁
天
地
﹂全
体
の﹁
お
の
ず
か
ら
﹂な
る﹁
生
々
﹂

に
﹁
参
与
﹂
す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
参
与
﹂

と
い
う
方
向
性
を
見
る
と
き
︑
運
動
全
体
の
ベ
ク
ト
ル
は
逆
に
も

な
る
︵
□
□
↓
△
△
↓
○
○
↓･･･

︶︑と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
あ
ら
ゆ
る
△
△
の
中
で
も
︑
仁
斎
が
特
権
的
な
地

位
を
与
え
た
の
は
︑
何
よ
り
も
﹁
人
倫
﹂
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
そ

の
内
部
に
﹁
有
﹂っ
て
﹁
生
﹂
き
る
と
こ
ろ
の
︑
個
々
人
で
あ
る
︒

　
　

 

天
地
に
関
し
て
︑
天
地
が
お
の
ず
か
ら
な
り
て
あ
る
存
在
で

あ
る
と
い
う
こ
と
と
︑
天
地
が
万
物
を
お
の
ず
か
ら
生
々
し

て
や
ま
な
い
と
い
う
お
の
ず
か
ら
性
が
重
な
る
と
述
べ
た

が
︑
そ
れ
は
ま
た
こ
の
人
個
人
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
に

な
ろ
う
︒
人
の
存
在
の
お
の
ず
か
ら
性
と
人
が
み
ず
か
ら
為

す
行
為
と
の
連
関
︑
い
わ
ば
個
人
を
視
点
と
し
て
み
た
﹁
お

の
ず
か
ら
﹂
と
﹁
み
ず
か
ら
﹂
の
か
さ
な
り
も
言
え
る
こ
と

に
な
り
︑
そ
こ
に
﹁
人
﹂
の
尊
貴
性
が
問
題
に
な
っ
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
︒︵
二
二
六

二
二
七
︶

と
相
良
は
述
べ
て
い
る
︒改
め
て
仁
斎
の
思
想
に
立
ち
戻
り
つ
つ
︑

こ
の
点
に
考
え
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
の
が
︑
第
三
節
﹁
自
然
と
裁

二
八



成
輔
相
﹂
で
あ
る
︒

十
二
、
人
間
の
尊
貴
性

　

仁
斎
の
思
想
︵
ま
た
そ
の
根
底
に
あ
る
思
惟
︶
は
︑
聖
人
の
営

為
︵
堯
舜
の
事
業
と
孔
子
︵
お
よ
び
孟
子
︶
の
学
術
︶
に
真
実
を

見
︑
聖
人
を
深
く
信
じ
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
こ
そ
︑
結
実
し
た

も
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
と
﹁
み
ず
か
ら
﹂
の

﹁
重
な
り
﹂﹁
結
び
つ
き
﹂
に
つ
い
て
も
︑
当
然
︑
仁
斎
に
よ
る
聖

人
理
解
に
根
ざ
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

お
そ
ら
く
︑
わ
か
り
や
す
い
図
式
と
し
て
は
︑﹁
お
の
ず
か
ら
﹂

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と﹁
堯
舜
の
事
業
﹂に
即
し
て
︑﹁
み
ず
か
ら
﹂

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
﹁
孔
子
の
学
術
﹂
に
即
し
て
︑
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
よ
り
大
き
く
︑
堯
舜

よ
り
前
の
三
皇
三
帝
か
ら
︑
堯
舜
の
治
世
を
経
て
︑
さ
ら
に
周
末
︑

も
っ
と
言
え
ば
︑孔
子
が
生
き
た
春
秋
末
期
ま
で
に
至
る
“
歴
史
”

の
展
開
に
即
し
て
︑考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
全
体
も
︑

永
遠
な
る
﹁
天
地
﹂
の
﹁
生
々
化
々
﹂
か
ら
見
れ
ば
︑
限
ら
れ
た

一
コ
マ
︑
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
︒
し
か
し
仁
斎
に
よ
れ
ば
︑
孔

子
は
そ
の
歴
史
︵
直
接
に
は
﹁
唐
虞
以
来
︑
周
末
に
至
る
ま
で
﹂

と
さ
れ
る
︶
を
︑﹁
宛
然
た
る
天
地
万
物
人
情
世
変
の
図
子
﹂﹁
一

世
界
﹂︵﹃
童
﹄下
四
︑﹃
字
義
﹄総
論
四
経
︶と
捉
え
た
︒
そ
の
間
︑

﹁
許
多
の
人
情
世
変
﹂
が
現
象
す
る
な
か
で
︑﹁
邪
説
暴
行
﹂
や
︑

﹁
極
乱
﹂
さ
え
も
生
起
し
た
︒
し
か
し
他
方
︑﹁
極
治
﹂
と
し
て
の

堯
舜
の
事
業
も
ま
た
︑
そ
の
中
に
こ
そ
現
れ
た
︒

　

で
は
︑
な
ぜ
堯
舜
の
治
世
は
出
現
し
得
た
の
か
︒
そ
れ
は
彼
ら

の
統
治
が
︑﹁
私
智
﹂﹁
意
想
造
作
﹂
を
一
切
ま
じ
え
ず
︑
た
だ
民

と
と
も
に
﹁
仁
義
に
由
っ
て
行
う
︑
仁
義
を
行
う
に
非
ず
﹂
と
い

う
も
の
︑要
は
︑﹁
お
の
ず
か
ら
﹂な
る
働
き
に
真
に
即
し
た
も
の
︑

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
﹁
邪
説
暴
行
﹂
や
﹁
極
乱
﹂
も
︑厳
然
た
る
︵
=
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂

な
る
︶
現
実
で
あ
る
︒﹁
活
物
は
生
き
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
︑
さ

ら
に
逆
に
壊
滅
の
可
能
性
す
ら
ふ
く
ん
で
い
る
﹂︵
二
四
三
︶︒
し

か
し
︑
堯
舜
が
出
現
し
た
時
︑
そ
れ
ら
は
ま
た
﹁
お
の
ず
か
ら
排

0

0

0

0

0

0

除0

﹂︵
二
四
三
傍
点
原
文
︶
さ
れ
た
︒
た
だ
︑
堯
舜
の
治
世
に
あ
っ

て
も
︑そ
れ
が
ひ
た
す
ら
民︵
の﹁
風
俗
﹂︶に
寄
り
添
う
も
の
だ
っ

た
が
ゆ
え
に
︑﹁
そ
の
卒
り
や
︑又
弊
無
き
こ
と
あ
た
は
﹂︵﹃
字
義
﹄

鬼
神
二
︶
ざ
る
こ
と
と
な
り
︑
さ
ら
に
は
堯
舜
が
没
す
れ
ば
︑
再

び
﹁
邪
説
暴
行
﹂
も
生
起
し
た
︒

　

そ
う
し
た
移
り
ゆ
き
の
全
体
を﹁
天
地
万
物
人
情
世
変
の
図
子
﹂

﹁
一
世
界
﹂
と
捉
え
︑
素
材
と
し
て
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
︑
も
は
や

十
分
に
︑万
世
不
滅
の
普
遍
的
な
﹁
道
﹂
を
抽
出
し
得
る
︑と
悟
っ

た
者
こ
そ
︑
孔
子
で
あ
る
︒

二
九



　

そ
の
孔
子
に
も
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
価
値
判
断
の
尺
度
﹂︵
二
三
四
︶

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
︒
彼
は
た
だ
﹁
天
下
﹂
に
︑
ま

た
歴
史
と
し
て
の
﹁
世
界
﹂
に
﹁
向
か
っ
て
立
ち
﹂︵
二
三
四
︶︑

そ
れ
を
現
実
と
し
て
受
け
止
め
た
に
過
ぎ
な
い
︒そ
の
意
味
で
は
︑

孔
子
の
学
術
︑
知
的
営
為
も
ま
た
︑﹁
お
の
ず
か
ら
性
﹂
に
あ
ず

か
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑そ
の﹁
実
﹂に
し
て﹁
明
﹂

な
る
﹁
知
﹂
を
も
っ
て
﹁
天
下
﹂﹁
世
界
﹂
を
眺
め
わ
た
し
た
時
︑

彼
は
︑﹁
中
庸
の
極
﹂﹁
万
世
の
標
準
﹂︵﹃
童
﹄下
五
一
︶た
る﹁
堯

舜
の
事
業
﹂
に
﹁
出
合
﹂︵
二
三
四
︶
い
︑
そ
れ
を
﹁
祖
述
﹂
す

る
に
至
っ
た
︒

　

孔
子
の﹁
祖
述
﹂﹁
言
葉
化
﹂︵
二
三
七
︶﹁
教
説
化
﹂︵
二
四
三
︶

は
決
し
て
︑﹁
我
よ
り
古
を
作
す
﹂︵﹃
童
﹄
下
五
一
︶
も
の
で
は

な
い
︒
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
︑﹁
事
実
の
解
釈
﹂︵
二
三
七
︶
で
あ

る
︒
し
か
し
そ
の
段
階
に
至
っ
て
︑﹁
堯
舜
の
事
業
﹂
は
も
は
や
︑

単
な
る
︵
ま
た
単
独
の
︶
事
実
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑﹁
生
々

化
々
﹂
全
体
の
望
ま
し
い
方
向
性
︑﹁
有
﹂
る
べ
き
﹁
有
﹂
り
方
︑

﹁
実
現
さ
る
べ
き
も
の
﹂︵
二
四
三
︶と
し
て
の
︑﹁
実
理
﹂﹁
真
実
﹂

を
顕
わ
す
事
実
で
あ
っ
た
︒

　

そ
こ
で
は
︑﹁
祖
述
す
べ
き
も
の
﹂と﹁
排
除
す
べ
き
も
の
﹂が﹁
明

確
﹂
に
﹁
自
覚
﹂﹁
意
識
﹂
さ
れ
る
︒
同
時
に
︑
見
出
さ
れ
た
方

向
性
に
沿
っ
て
︑
己
れ
自
身
の
今
こ
こ

0

0

0

に
﹁
有
﹂
る
﹁
生
﹂
を
︑

そ
の
外
へ
向
け
て
﹁
実
践
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
﹂︵
二
四
三
︶︒﹁
そ
れ
が
ま
さ
に
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
な

り
て
あ
る
人
倫
に
お
け
る
﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
な
れ
る
人
間
の
﹁
み

ず
か
ら
﹂
な
る
生
き
方
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
﹂︵
二
四
三
︶
と
︑

相
良
は
結
論
づ
け
て
い
る
︒

　
﹁
人
間
の
尊
貴
性
﹂は
︑﹁﹁
お
の
ず
か
ら
﹂を﹁
み
ず
か
ら
﹂生
き
﹂

︵
二
三
八
︶る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ
の﹁
結
び
つ
き
﹂は
ま
た
︑︵
古

義
学
の
思
想
に
即
し
て
で
あ
る
が
︶次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

　
　

 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
お
の
ず
か
ら
な
れ
る
も
の
と
し

て
己
を
捉
え
る
時
︑
そ
の
自
覚
は
︑
天
地
活
物
の
生
々
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
内
に
感
じ
︑
何
ら
か
の
他
者
人
倫
と
の
動
的
一

体
化
へ
の
み
ず
か
ら
の
営
為
と
一
つ
に
な
ら
な
い
で
は
お
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
仁
斎
が
修
為
と
し
て
忠
信
を
説
き
︑
忠

信
を
通
し
て
本
体
た
る
仁
義
に
よ
る
と
し
た
こ
と
が
思
い
出

さ
れ
る
︒
仁
斎
の
思
想
の
中
に
は
︑
お
の
ず
か
ら
の
自
覚
が

み
ず
か
ら
の
営
為
を
お
し
出
す
︑
あ
る
い
は
両
者
が
一
つ
で

あ
る
と
い
う
思
想
へ
発
展
す
る
︵
さ
せ
う
る
︶
可
能
性
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒︵
二
三
九
︶

本
書
に
お
い
て
何
度
か
使
わ
れ
た
表
現
と
し
て
︑﹁︵
絶
対
的
に
︶

迫
っ
て
く
る
﹂︵
一
二
四
︑
二
二
四
︶
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
迫

り
く
る
も
の
は
︑
た
と
え
ば
理
解
し
が
た
い
他
者
や
他
物
︑
そ
の

三
〇



ほ
か
︑
不
可
思
議
で
不
如
意
な
諸
現
実
︵
あ
る
い
は
己
れ
自
身
で

も
あ
る
か
︶︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
︑
何
が
と
い
う
よ

り
︑︿
絶
対
的
に
︵
こ
ち
ら
へ
︶
迫
っ
て
く
る
﹀
と
い
う
感
覚
が
︑

お
そ
ら
く
は
重
要
で
あ
る
︒
そ
の
感
覚
が
︑﹁
お
の
ず
か
ら
﹂
そ0

の
も
の

0

0

0

に
対
す
る
︑
人
間
の
﹁
自
覚
﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
の
原
型

と
し
て
︑
相
良
の
中
に
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
︑
で
あ
る
︒

　

と
は
い
え
︑﹁
迫
っ
て
く
る
﹂
も
の
を
︑
い
っ
た
い
人
は
ど
う

受
け
止
め
︑
そ
こ
か
ら
ど
う
動
き
出
す
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒
本

書
の
仁
斎
解
釈
を
踏
ま
え
た
時
︑
そ
こ
に
は
︑﹁
迫
っ
て
く
る
﹂

も
の
を
完
全
に

0

0

0

受
け
止
め
き
る

0

0

こ
と
︑あ
る
い
は
︑﹁
迫
っ
て
く
る
﹂

も
の
と
即
座
に
﹁
一
体
化
﹂
す
る
こ
と
な
ど
︑
少
な
く
と
も
人
に

は
到
底
出
来
な
い
︑
と
い
う
感
覚
も
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
︒
出

来
な
い
け
れ
ど
も
︑
あ
る
い
は
出
来
な
い
か
ら
こ
そ
︑
せ
め
て
正

面
を
向
き
続
け
る
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
も
し
か
す

る
と
そ
こ
に
︑﹁
き
び
し
さ
﹂
や
﹁
断
固
た
る
も
の
﹂︑
ひ
い
て
は

人
間
の
人
間
と
し
て
の
尊
さ
が
あ
る
の
か
︑
と
思
わ
れ
な
い
で
も

な
い
︒
と
も
あ
れ
︑
こ
の
あ
た
り
は
現
時
点
で
︑
全
く
の
﹁
懸
空

臆
想
﹂
で
あ
る
︒

十
三
、
結
語
に
代
え
て

　

相
良
亨
は
︑︵
彼
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
︶﹁
お
の
ず
か
ら
﹂を﹁
み

ず
か
ら
﹂
生
き
る
と
い
う
人
間
の
営
み
︵
ひ
い
て
は
存
在
︶
の
尊

貴
性
を
︑
聖
人
の
事
業
と
学
術
に
お
い
て
こ
そ
見
出
し
︑
そ
れ
に

な
ら
う
べ
き
こ
と
を
説
い
た
︑
儒
学
者
と
し
て
の
伊
藤
仁
斎
に
着

目
し
続
け
た
︒
た
だ
︑
そ
も
そ
も
相
良
の
狙
っ
た
も
の
は
︑
最
終

的
に
は
儒
学
と
い
う
枠
を
超
え
た
と
こ
ろ
︵
思
想
内
容
と
い
う
よ

り
︑
む
し
ろ
思
惟
の
あ
り
方
そ
の
も
の
︑
ひ
い
て
は
思
想
史
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
倫
理
学
と
呼
ば
れ
る
べ
き
地
平
︶
に
あ
っ
た
︒
ゆ

え
に
︑
儒
学
者
と
し
て
の
仁
斎
の
倫
理
思
想
と
︑
彼
が
否
定
し
た

﹁
仏
︵
老
︶﹂
と
の
線
引
き
が
︑
相
良
い
わ
ゆ
る
﹁
お
の
ず
か
ら
形

而
上
学
﹂
の
内
部
に
お
い
て
ど
う
説
明
さ
れ
得
る
の
か
に
つ
い
て

は
︑本
書
に
お
い
て
な
お
不
分
明
な
ま
ま
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
︒

広
く
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
と
し
て
︑
儒
と
仏
は
ど
う
区
別
さ
れ

る
の
か
︒
仁
斎
と
同
様
︑
人
生
の
真
実
や
真
理
を
追
求
し
た
思
想

家
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
︑
仁
斎
の
仁
斎
ら
し
さ
を
︑
ど
う
位
置
づ

け
た
ら
よ
い
の
か
︒
こ
の
問
い
は
︑
論
者
自
身
を
含
む
後
学
の
研

究
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
︒

　

と
は
い
え
︑
こ
う
し
た
大
き
な
問
い
も
︑
単
に
外
か
ら
の
比
較

に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
個
々
の
思
想
に
対
す
る
研
究
を

足
場
と
し
て
︑
積
み
上
げ
ら
れ
て
行
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
︒
相

良
に
よ
る
仁
斎
研
究
の
成
果
を
継
承
す
る
な
ら
︑﹁
お
の
ず
か
ら
﹂

と
﹁
み
ず
か
ら
﹂
が
い
か
に
重
な
り
合
う
の
か
と
い
う
倫
理
学
的

な
問
い
は
︑
ま
ず
も
っ
て
﹁﹁
本
体
﹂
の
知
的
把
握
と
朴
実
に
行

三
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い
さ
る
と
い
う
誠
実
が
内
的
に
い
か
に
か
か
わ
り
あ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
傍
点

栗
原
︶﹂︵
一
五
四
︶
と
い
う
古
義
学
内
部
の
問
題
と
し
て
︑
追
究

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
考
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
死
や
無
︑

ま
た
悪
を
は
ら
み
つ
つ
﹁
絶
対
的
に
迫
っ
て
く
る
﹂
現
実
の
な
か

に
﹁︵
実
︶
理
﹂
を
見
出
そ
う
と
す
る
人
間
の
営
為
の
尊
さ
を
︑

仁
斎
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
見
て
い
た
の
か
が
︑
問
題
で
あ
ろ

う
︒

　

さ
ら
に
覚
書
と
し
て
付
記
し
て
お
け
ば
︑
こ
の
問
題
に
取
り
組

む
に
あ
た
っ
て
は
︑
仁
斎
に
お
い
て
﹁︵
実
︶
理
﹂
の
隠
顕
を
め

ぐ
る
歴
史
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
︑
一
つ
の
手

が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
も
考
え
て
い
る
︒
相
良
が
着

目
し
た
堯
舜
と
孔
子
の
時
代
だ
け
で
な
く
︑
孔
子
を
正
し
く
継
承

し
よ
う
と
し
た
孟
子
の
出
現
︑
お
よ
び
そ
れ
以
降
︵﹁
仏
老
﹂
や

宋
学
の
隆
盛
︶
に
至
る
時
代
の
推
移
を
︑
仁
斎
は
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
た
の
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
す
で
に
孔
子
の
立
教
が
あ
る
以

上
︑
天
地
人
倫
は
そ
れ
以
降
︑
不
滅
な
も
の
と
し
て
確
か
に
存
立

し
続
け
て
い
る
︑
と
い
う
認
識
も
︑
仁
斎
に
は
あ
っ
た
︒
し
か
し

他
方
︑
す
で
に
堯
舜
の
世
か
ら
一
貫
し
て
︑
人
心
も
風
俗
も
あ
る

意
味
で
は
衰
微
し
︑﹁︵
実
︶
理
﹂
に
ア
ク
セ
ス
し
直
す
手
段
は
見

失
わ
れ
ゆ
く
流
れ
の
中
に
あ
る
︑
と
い
う
見
方
も
︑
仁
斎
の
中
に

は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑人
間
の
﹁
知
﹂

と
﹁
行
﹂︵
両
者
が
内
的
に
あ
い
ま
っ
た
営
為
と
し
て
の
﹁
学
問
﹂︶

の
あ
り
よ
う
如
何
に
よ
っ
て
︑
世
は
そ
の
つ
ど
︑
不
滅
の
﹁︵
実
︶

理
﹂
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
出
来
る
︑
と
仁
斎
は
説
い
た
︒
そ
れ
を

可
能
に
す
る
﹁
学
問
﹂
の
内
実
︑
お
よ
び
意
義
は
何
で
あ
っ
た
か

が
︑
論
者
に
と
っ
て
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

※ 

本
研
究
はJSPS

科
研
費JP２０ K０００38

お
よ
びJP２3 K０００34

の

助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

注

�

１　

相
良
に
よ
る
伊
藤
仁
斎
研
究
の
う
ち
︑
と
く
に
仁
斎
の
思
想
を

個
別
に
扱
っ
た
諸
論
文
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
の
儒
教
Ⅱ 

相
良
亨

著
作
集
２
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
六
年
に
︑
計
六
本
が
収
録
さ

れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
初
出
一
覧
に
つ
い
て
も
︑
同
書
巻
末
﹁
解

題
﹂
を
参
照
の
こ
と
︒
た
だ
し
本
稿
が
扱
う
単
著
書
﹃
伊
藤
仁
斎
﹄

は
︑
そ
の
二
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
著
作
集
に
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
︒

２　

以
下
︑﹃
伊
藤
仁
斎
﹄
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
︑直
後
の
カ
ッ

コ
内
に
そ
の
頁
数
を
示
す
︒

３　

本
稿
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑JSPS

科
研
費JP２０ K０００38

﹁
神
・
仏
・
天
共
存
の
原
理
に
関
す
る
倫
理
学
的
研
究
│
日
本
思

三
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想
の
基
軸
の
解
明
│
﹂︵
研
究
代
表
者
:
吉
田
真
樹
︶
に
お
け
る

研
究
会
発
表
︵
二
〇
二
二
年
九
月
︑
於
神
奈
川
大
学
み
な
と
み
ら

い
キ
ャ
ン
パ
ス
︶
で
あ
る
︒
今
回
︑
そ
の
研
究
課
題
を
引
き
継
い

だJSPS
科
研
費JP２3 K０００34

﹁
神
仏
共
存
と
人
倫
存
立
の
原
理

に
関
す
る
倫
理
学
的
研
究
~
日
本
思
想
の
基
軸
の
解
明
~
﹂︵
研

究
代
表
者
:
吉
田
真
樹
︶
の
一
環
と
し
て
新
た
に
助
成
を
受
け
つ

つ
︑
発
表
内
容
を
論
文
の
形
に
仕
立
て
直
し
︑
公
刊
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
と
し
た
︒

４　
﹁
林
本
﹂
と
は
︑
仁
斎
の
門
人
林
景
范
が
書
写
し
︑
仁
斎
が
書

き
入
れ
を
行
っ
た
︑
仁
斎
生
前
の
最
終
稿
本
と
見
な
さ
れ
る
テ
ク

ス
ト
を
指
す
︒仁
斎
の
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る﹁
刊
本
﹂は
︑

長
子
東
涯
ら
の
校
訂
を
経
た
も
の
で
あ
り
︑
林
本
と
の
間
に
は
部

分
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
︒

５　

仁
斎
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
︑
相
良
の
叙
述
︵
あ
る
い

は
そ
こ
か
ら
の
引
用
︶
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
︑
相
良
に
よ

る
表
記
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
こ
と
と
し
た
︒
た
だ
し
︑
相
良
の

叙
述
と
は
独
立
に
仁
斎
の
言
葉
を
引
用
す
る
場
合
︑
基
本
的
に
︑

﹃
童
子
問
﹄
に
つ
い
て
は
清
水
茂
校
注
﹃
近
世
思
想
家
文
集
﹄︵
日

本
古
典
文
学
大
系
九
七
︶
岩
波
書
店
︑
一
九
六
六
年
を
︑﹃
語
孟

字
義
﹄
に
つ
い
て
は
︑
三
宅
正
彦
校
注
﹃
伊
藤
仁
斎
集
﹄︵
日
本

の
思
想
一
一
︶
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
〇
年
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し

た
︒
前
者
は
刊
本
︑
後
者
は
林
本
を
底
本
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
が
︑
相
良
が
︑
林
本
︵
自
筆
最
終
稿
本
︶
お
よ
び
刊
本
の
両
方

を
参
照
し
つ
つ
︑
厳
密
に
ど
ち
ら
を
典
拠
と
し
て
採
用
す
る
か
に

つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
︑
本
稿
に
限
っ
て
そ
の

点
は
不
問
と
し
た
次
第
で
あ
る
︒
相
良
の
表
記
に
従
う
場
合
も
そ

う
で
な
い
場
合
も
︑
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
は
︑﹁﹃
童
子
問
﹄
巻
の

中
第
六
十
七
章
﹂
↓
﹁﹃
童
﹄
中
六
七
﹂︑﹁﹃
語
孟
字
義
﹄﹁
天
道
﹂

第
一
条
﹂
↓
﹁﹃
字
義
﹄
天
道
一
﹂
の
よ
う
に
︑略
記
し
て
示
し
た
︒

三
三




