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横
井
小
楠

に
お
け
る

『天
』
観
念

の
原
理
的
転
生

楢

原

孝

俊

は
じ
め

に

一

束
ア
ジ

ア
の
中
世
的

「
天
」

二

日
本
の
支
配
的
近
代
思
惟
胎
生
で
の

三

小
楠
に
お
け
る

「
天
」

お
わ
り
に

「
天
」
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は
じ
め
に

後
期
ス
コ
ラ
哲
学
か
ら
胎
生
し
は
じ
め
宗
教
改
革
で
本
格
化
し
た

「神
」
の
超
越

・
絶
対
化
は
、
彼
岸
と
此
岸
世
界
と
の
内
面
的
牽
連

(1
)

を
ふ
り
ほ
ど
き
、
神
に
主
権
的
自
由
を
賦
与
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
丸
山
真
男
氏
は
こ
う
し
た
最
基
底
原
理

レ
ベ
ル
の
か
ら
の
、
中
世
か

ら
近
代

へ
と
い
う
歴
史
発
展
の
世
界
史
的
普
遍
性
が
貫
徹
し
て
い
る
日
本
思
想
の
典
型
と
し
て
但
徠

学
を
取
り
上
げ

こ
れ
を
論
証
し
、
戦

(
2
)

後
の
思
想
史
学
界

へ
甚
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
だ
が
、
日
本
近
代
思
惟
形
成
で
決
定
的
役
割
を
果
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
た
但
徠



学

は
、
尾
藤
正
英
、
橋
川
文
三
氏
ら
を
代
表
と
す
る
そ
の
後

の
研
究
に
よ

っ
て
、
こ
う
し
た
世
界
史
的
普
遍
性

の
貫
徹
性
を
根
底
か
ら
突

き
崩
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
徂
徠

学
を
継
承

・
発
展
さ
せ
た
日
本
思
想
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
な

っ
た

の
は
、
日
本
近
代
、
特

　ヨ

　

に
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
的
支
柱
と
な
る

「国
体
」
論
を
生
み
出
し
た
後
期
水
戸
学
だ

っ
た
か
ら
だ
。
と

こ
ろ
で
、
日
本
は
こ
の

よ
う
な
特
殊
方
向
で
は
な
く
、
原
理
的
に
歴
史
発
展
で
の
世
界
史
の
普
遍
性
を
貫
徹
さ
せ
た
、
近
代
政
治
思
想
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
幕
末

に
万
国
公
法
、
立
憲
政
体
、
大
統
領
制
等
を
受
容
で
き
、
明
治
初
期
に
は
啓
蒙
思
想
や
自
由
民
権
論
を
生
み
出
す
こ

と
が
出
来
た
の
は
、
日
本
近
代

の
黎
明
期
に
こ
う
し
た
開
か
れ
た
近
代
政
治
思
想
が
受
容
さ
れ
る
土
台
が
、
築

か
れ
て
い
た
こ
と
を
十
分

に
予
想
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
最
基
底
原
理
レ
ベ
ル
か
ら
、
歴
史
発
展
の
世
界
史
的
普
遍
性
が
貫
徹
し
て
い
た
、
日
本
近
代
政
治
思
想
形
成
で
の
代

表
的
事
例
と
し
て
、
横
井
小
楠

(
一
八
〇
九
～
六
九
)
ら
も
う

一
つ
の
日
本
近
代
政
治
思
惟

の
潮
流
を
、
仮
説
と
し
て
提
起
し
て
お
き
た
い
。

そ

れ
で
、
我
々
は
東
ア
ジ
ア
の
代
表
的
政
治
思
想
で
あ

っ
た
儒
教
の
最
基
底
原
理

「天
」
観
念
に
焦
点
を
合
せ
て
、
こ
れ
ま
で
の
小
楠
思

想
研
究
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
源
了
圓
氏
は
小
楠

の
「
天
帝
」
が
、
超
越
的
性
格

の
宗
教
的
人
格
者
と
い
う
要
素
を
も

っ

　
る
　

て

い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
平
石
直
昭
氏

に
よ

っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
小
楠

の

「天
帝
」
は
地
上
的
君
主
や
聖
人
を

含

め
た
人
類

一
般
に
対
し
て
、
超
越
的
神
格
と
し
て
現
前
し
て
い
た
。

つ
い
に
、
こ
の

「天
」

の
理
念
は
幕
末
儒
教
思
想
家

に
と

っ
て
、

(5
)

ひ
と
し
く
躓
き
の
石
で
あ

っ
た
ク
リ
ス
チ

ャ
ン

・
ゴ

ッ
ド
の
理
念
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
小
楠

の

「
天
」
は
超
越
的
神

格
性
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・ゴ
ッ
ド
理
念

の
理
解
な
ど
、
日
本
近
代
思
惟
形
成

に
お
け
る
最
基
底
原
理
の
研
究
は
か
な
り
進
ん
で
き
て
い
る
。

し

か
し
、
こ
れ
が
中
世
か
ら
近
代

へ
と
い
う
歴
史
発
展
の
世
界
史
的
普
遍
性
、

つ
ま
り
丸
山
氏
の
問
題
提
起
と
の
関
わ
り
で
、
問
わ
れ
て

こ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
楠
学
の
解
釈
、
こ
れ
を
規
定
す
る
歴
史
的
位
相
、
意
味
に
つ
い
て
の
見
解

(6

)

に
大
き
な
違
い
が
あ

っ
て
混
乱
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
基
礎
と
な
る
世
界
史
的
意
味
が
問
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の

一
つ
の

素
因
が
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
こ
う
し
た
世
界
史
の
普
遍
性

の
角
度
か
ら
小
楠
学

の

「天
」
観
念
を
全
面
的
に
問

一22一



い
、

そ
の
最
基
底
原
理
よ
り
近
代
政
治
思
想
形
成
史

で
の
位
置
、
意
味
、
特
質
に
肉
薄
し
、
こ
の
研
究

の
土
台
を
築

く
こ
と
を
目
ざ
し
て

い
る
。
こ
れ
と
同
じ
角
度
か
ら
本
稿
は
、
丸
山
氏
が
世
界
史
の
普
遍
性
を
貫
徹
さ
せ
た
徂
徠

学
、
こ
の
発
展
と
し
て
の
後
期
水
戸
学
の
「天
」

観
念

に
素
描
を
加
え
て
、
こ
の
近
代
思
惟
形
成
史

で
の
位
相
と
意
味
を
概
観
し
、
小
楠
学
の
日
本
近
代
政
治
思
想
史
上
で
の
位
置
を
明
確

に
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
小
楠
学
が
ク
リ

ス
チ
ャ
ン

・
ゴ
ッ
ド
を
根
底

に
お
く
、
世
界
史
の
普
遍
性
を
貫
徹

さ
せ
た
西
欧
近
代
政
治
理
念
を
、
内
在
的
に
深
く
受
容
す
る
と
共
に
、
そ
の
底
に
流
れ
る
弱
小
国
に
対
す
る
政
治

・
経
済
、
あ
る
い
は
軍

事
的

侵
略
の
矛
盾
を
見
ぬ
け
た
基
礎
を
、
我
々
は
最
基
底
原
理
か
ら
明
ら
か
に
出
来
よ
う
。

〈附
記
〉

小
楠
の
史
料

に
つ
い
て
は
、
山
崎
正
董

『
横
井
小
楠
』
上
巻
、
伝
記
篇
と
、
下
巻
、
遺
稿
篇
、
昭
和

一
三
年
版
を
使
用
し
、
史
料
引
用

に
際
し
て
は
、

前
者
が
伝
と

ペ
ー
ジ

の
数
字
の
み
、
後
者
は
ペ
ー
ジ

の
数
字

の
み
を
記
す
。
た
と
え
ば
、

(伝
三
)
は
前
者
の
伝
記
篇
の
三
ペ
ー
ジ

の
略

で
あ
り
、
(
一
五
)

は
後
者

の
遺
稿
篇

一
五

ペ
ー
ジ
の
略

で
あ
る
。
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東
ア
ジ
ア
の
中
世
的

「天
」

小
楠
は
天
保

一
〇
年

(
一
八
三
九
)
四
月
よ
り
翌
年
ま
で
、
政
治

・
経
済

・
文
化
の
中
心
江
戸

へ
遊
学
を
命
じ
ら
れ

た
。
そ
こ
で
、
彼
は

後
期
水
戸
学
の
代
表
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
藤
田
東
湖

(
一
八
〇
六
～
五
五
)
と
深
く
交
わ
り
、
遊
学
を
企
だ
て
る
程
大
き
な
影
響
を
う
け
た
(伝

六
二
～
六
六
)。
だ
が
、
彼
は
過
酒
が
も
と
で
遊
学
中
途
で
帰
藩
を
余
儀
無
く
さ
れ
、
水
戸
行
き
も
断
念
せ
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
。
こ
う
し

た
挫
折
体
験
が
こ
れ
か
ら
の
彼
の
生
涯
の
学
問
、
人
生
の
方
向
を
決
定
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

彼
が
こ
れ
以
上
の
追
究
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
後
期
水
戸
学

の
歴
史
的
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
は
そ
の
思
想
的

源
流

と
な

っ
た
徂
徠

学

の

「天
」
観
念
か
ら
素
描
を
開
始
す
る
。
そ
の
出
発
点
は
、
小
楠
ら
が
継
承
す
る
こ
と
に
な

る
大
塚
退
野
学
と
同



じ
く
朱
子
学
だ

っ
た
。

唐

か
ら
宋
に
か
け
て

「天
」
観
念

は
有
意
志
的

・
超
越
的

・
主
宰
者
的
存
在
i

例
え
ば
天
譴
事
応
説
1

か
ら
、
無
意
志
的

・
自
然

的

・
理
法
的
存
在

へ
と
じ
ょ
じ
ょ
に
転
回
を
と
げ
た
。
前
者
を
代
表
し
て
い
る
天
譴
事
応
説
は
、
有
徳
の
皇
帝
が
有
徳
ゆ
え
に
天
命
を
う

　
　
　

け

て
、
天
意
を
実
現
す
べ
く
有
徳

の
政
治
を
行
な
う

べ
き
こ
と
と
い
う
天
命
政
治
観
に
立

っ
て
い
た
。
前
者

の

「
天
」
は
、
そ
の
意
志
を

直
接

に
現
実
世
界
に
下
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
後
者
の
朱
熹

(
一
一三
〇
～

一
二
〇
〇
)
に
よ

っ
て
成
立
し
た

「天
」
は
、
自
然

(8
)

的

理
法
的
な
も
の
と
し
て
、
「理
」

の
本
源
に
内
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ

っ
た
。

自
然
的
理
法
的

「天
」
の

「理
」

へ
の
内
在
は
、
形
而
上
と
形
而
下
、
彼
岸
と
此
岸
、
超
越
と
現
象
世
界
と
を
内
的

に
結
び

つ
け
、
連

続

さ
せ
た
基
底
原
理
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
天
」
は

「至
善
」、
あ
る
い
は

「
所
当
然
の
則
」
と
し
て
形
而
下
の
世
界

に
発
現
し
、
森
羅

万
象

い
た
る
と
こ
ろ
に
内
在
し
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
善
性
、
そ
れ
に
秩
序
性
を
付
与
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

(
一
二

二
五
～
七
四
)
に
代
表
さ
れ
る
、
西
欧
中
世
の

「神
」
と
匹
敵
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
依
拠
す
る
中
世
神
学
に

於

て
は
、
自
然
と
超
自
然
と
は
連
続
的
関
係
に
於
て
把
握

さ
れ
、
世
界
秩
序
は
そ
の
肢
体

の
隅
々
ま
で
神
的
理
性

の
刻
印
を
受
け
、
そ
れ

自
身

の
う
ち
に
善
性
を
内
在
し
た
有
機
体
と
観
念
さ
れ
、
全
て
の
人
間
は
そ
の
理
性
的
行
為
を
通
じ
て
、
神
の
恩
寵
行
為

に
協
力
す
る
も

(9

)

の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
の
朱
子
学
と
西
欧
の
ト

マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
は
、
最
基
底
原

理
に
お
い
て
、
世
界
史

的
普
遍
性
が
貫
徹
し
て
い
た
代
表
的
中
世
思
想
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
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二

日
本
の
支
配
的
近
代
思
惟
胎
生
で
の

「
天
」

朱

子
学
の
自
然
的

・
理
法
的

「天
」
は
、
日
本
近
世
社
会
に
お
い
て
受
容

・
消
化
さ
れ
て
い
く
過
程

で
古
学
派

、
そ
の
最
も
代
表
的
に

は
荻
生
徂
徠

(
一
六
六
六
～

}
七
二
八
)
に
よ

っ
て
、
そ
の
存
立
根
拠
が
完
全

に
奪
わ
れ
る
に
至

っ
た
。
朱
子
学
で
は
格
物
致
知

に
よ

っ
て



認
識

す
べ
き
だ

っ
た

「天
」
は
、
徂
徠

学
で
は

「
『天
は
我
こ
れ
を
知
る
』
と
日
う
。
あ
に
不
敬

の
甚
だ
し
き
に
非
ず

や
」
と
拒
絶
さ
れ
、

逆
に
不
可
知
の
彼
方

へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の

「
天
」
は
、
「
万
物
の
命
を
受
く
る
所
に
し
て
、
百
神

の
宗
な
る
者
な
り
。
至
尊

に
し

こ

し
の

て
比

な
く
、
能
く
踰
え
て
こ
れ
を
上
ぐ
者
な
し
」
、
あ
る
い
は

「
か
つ
聖
人
は
天
を
畏
る
。
故
に
た
だ
命
を
知
る
」
と
、
彼
岸
的
・絶
対
的

　り

　

人
格
神

へ
と
変
質
し
て
い
た
。
徂
徠

の

「
天
」
観
念
は

「理
」
の
外
に
出
て
、
有
意
志
的
で
超
越

・
絶
対
化
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
徂

徠
の

「天
」
観
念
は
主
観
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
帰
属
す
る
原
初
宇
宙
で
あ
る
唐
虞
三
代

に
回
帰
し
て
い
た
が
、

客
観
的
に
は
自
然
界

の
災
異
と
政
治
や
人
事
と
が
直
接
結
び

つ
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
朱
子
学
以
前
に
戻

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た

(荻
四
五
)。
逆

に
、
丸
山
氏
の
主
張
の
よ
う
に
徂
徠
学

の
こ
う
し
た

「天
」
の
超
越
化
は
、
近
代
市
民
思
想
を
生
み
出
す
前
提
的
基
底
原
理
と
な
る
、
神

と
世
俗
世
界
と
の
内
面
的
牽
連
を
ふ
り
ほ
ど
き
神
に
主
権
的
自
由
を
与
え
た
、
後
期
ス
コ
ラ
哲
学
か
ら
デ
カ
ル
ト
に
至
る
思
惟

の
発
展
に

　
　
　

匹
敵
す
る
も

の
と
い
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

こ
と

と
は

い
え
、
徂
徠

は

「天
命
を
こ
れ
性
と
謂
う
、
人
ご
と
に
性
を
殊
に
し
、
性
ご
と
に
そ
の
徳
を
殊
に
し
…
…

(途
中
略
)
…
…
性
易
う

べ
し
と

い
う
者
は
、
非
な
り
。
…
…

(途
中
略
)
…
…
故
に
命
な
る
者
は
、
こ
れ
を
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
」
と
述

べ
て
い
る
と

こ
ろ

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「天
」
と
形
而
下
の
世
界
と
の
内
面
的
牽
連
を
断
ち
切

っ
て
い
な
い
。
朱
子
に
あ

っ
て
は
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ

う
け

え

て
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
気
質
を
、
徂
徠

は

「天
よ
り
稟
得
」
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を

「宋
儒
の
妄
説
」
と

し
て
拒
絶
し
、
「米

ハ

い
つ
迄
も
米
、
豆

ハ
い
つ
ま
で
も
豆

に
て
…
…

(途
中
略
)
其
生
れ
得
た
る
通
り
を
成
就

い
た
し
候
が
学
問
に
て
」
と
、
東
ア
ジ
ア
中
世
思

　
　
　

想

へ
の
転
回
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
、
封
建
的

「政
治
主
体
性
」
を
も
、
根
こ
そ
ぎ
否
定
し
去

っ
て
い
た
。
徂
徠

に
お
け
る

「天
」
の
超

越

・
彼
岸

の
内
実
は
、
そ
の
内
面
的
牽
連
が
ふ
り
ほ
ど
か
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
此
岸
世
界
は
朱
子
学
の
人
性
論
を
外
在
的

に
破
壊
し
て

生
み
出
さ
れ
た

「天
性
」
、
あ
る
い
は

「気
質
」
の
刻
印
を
、
そ
の
肢
体
の
隅
々
ま
で
う
け
た
有
機
体
秩
序
と
し
て
再
編
強
化
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
徂
徠
学

で
は
、
思
想
史
に
お
け
る
世
界
史
的
中
世
を

一
歩
も
出
て
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
で
、
徂
徠

学
は
中
世
思

想
と
し
て
の
朱
子
学
と
、
大
き
く
性
格
を
異

に
し
て
い
た
。
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聖

人
は

「聡
明
容
智
の
徳
」
を

「
天
に
受
」
け
、
そ
の
徳
が

「神
明
に
し
て
測
ら
れ
ざ
る
」
人
格
と
し
て
、
学

ん
で
至
る
朱
子
学
の
そ

な
づ

れ
と
は
、
全
く
異
質
の
存
在
と
な

っ
た
(荻
六
八
)。
こ
れ
以
上
に
徂
徠

の
聖
人
の
決
定
的
特
徴
は
、
「命
け
て
聖
と
な
す
所
の
者
は
、
こ
れ

を
制

作
の

一
端

に
取
る
の
み
」
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
、
そ
れ
は
制
作
す
る
徳
、
あ
る
い
は
能
力
に
与
え
ら
れ
た
名

で
あ

っ
た
こ
と
で
あ

る

(荻
四

一
)。
こ
の
制
作
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
「道
な
る
者
は
統
命
な
り
…
…

(途
中
略
)
…
…
古
先
聖
王
の
立

つ
る
所
に
し
て
」
に
象
徴

的

に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

「道
」
、
即
ち
政
治
制
度
の
総
体
だ

っ
た
。
先
王
あ
る
い
は
聖
人
は

「天

下
を
安
ん
ず
る
の
道
」
、

即

ち
万
民
の
依
拠
す
る
政
治
制
度
を
制
定
す
る
地
上
世
界
の
中
心
、
そ
こ
で
の
最
高
政
治
主
体
で
あ

っ
た
と

い
え
る

(荻
二

一
)
。
こ
う
し

た
聖

人
の
建
て
た
道
は
、
「極
な
る
者
」
で
あ
り
、
「以
て
民
の
準
拠
す
る
所
」
、

つ
ま
り
万
民
が
遵
奉
す
べ
き
根
源
的
政
治
制
度
だ

っ
た
と

い
え
よ
う

(荻

】
六
二
)。
徂
徠

が
回
帰
し
た
原
初
宇
宙
の
代
表
的
聖
人
尭
舜
は

「
万
世
の
極
」
、
即
ち
万
民
が
遵
守

す
べ
き
不
易
の
根
源
的

政

治
制
度
の
制
作
者
だ

っ
た

(荻
六
三
)
。
か
か
る
先
王
の
道
は
こ
れ
を
厳
守
す
べ
き
万
民
に
と

っ
て
、
「
迂
な
る
が
ご
と
く
遠
き
が
如
し
。

常

人
の
知
る
こ
と
」
も
許
さ
れ
な
い
も
の
だ

っ
た

(荻
四
三
)。
「
天
」
は
万
民
が
準
拠
す
べ
き
根
源
的
政
治
制
度

(11
道
)
を
制
定
す
る
職

分

・
役
割
を
、
此
岸
世
界

の
中
心
聖
人
、
先
王

の
み
へ
不
易

の

「天
性
」
と
し
て
付
与
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
万
民

へ
は
、
「
民
は
こ
れ

(道
…
筆
者
註
)
に
由
ら
し
む
べ
し
。
こ
れ
を
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
に
典
型
的

に
表
現
さ
れ
て

い
る
、
専
ら
聖
人
が
建
て
た
道
を
遵
奉
す
る
の
み
の
、
政
治

の
客
体
と
し
て
、
そ
の
恒
久
の

「気
質
」
が
与
え
ら
れ
て
い
た

(荻

一
三
七
)
。

か
か
る

「道
」
の
制
作
と
、
こ
れ
を
厳
守
す
べ
き

「天
性
」、
あ
る
い
は

「気
質
」
を
付
与
さ
れ
た
聖
人
、
天
子
と
、
被
治
者
万
民
と
の
間

に
は
、
超
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
隔
絶
が
発
生
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
徂
徠

に
お
け
る

「天
」
の

「超
越
化
」
を
通
じ
て
内
面
的
牽
連
が

ふ
り
ほ
ど
か
れ
た
の
は
、
彼
岸
と
此
岸
世
界
で
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
後
者
の
聖
人
、
天
子
と
、
そ
れ
以
外
の
被
治
者
万
民
と
の
間
で
あ

っ

た

の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
生
活
の
土
台

で
あ

っ
た

「利
用
厚
生

の
道
」
を
制
作
し
た
中
国
上
古
の
五
帝
を
、
後
世
の
聖
人
は
そ

の
徳
の
偉
大
さ
を
た
た

え

て
、
「そ
の
始
祖
を
祀
り
て
こ
れ
を
天
に
合
し
、
名
づ
け
て
帝
と
日
う
」
と
規
定
し
、
彼
ら
を
天

へ
と
彼
岸
化
し

て
い
た

(荻

一
二
六
・
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い
に
し
え

一
二
七
)。
こ
の
規
定
は
「
そ
れ
古
者
は
祖
を
祭
り
て
こ
れ
を
天
に
配
し
た
れ
ば
、
す
な
は
ち
祖
宗
と
天
と
は

}
な
り
」
、
あ
る
い
は
「唯
吾

国
ノ
神

道
ト
モ
云
ベ
キ
コ
ト

ハ
、
祖
考
ヲ
祭
テ
天
二
配
シ
、
天
ト
祖
考
ヲ

一
ッ
ニ
シ
テ
…
…

(途
中
略
)
…
…
是
又
唐
虞
三
代
ノ
古
道
也
」

へ
と
展
開
し
て
い
た

(荻
六
六
・四
五
二
)
。
伝
統
的

に
儒
教
に
あ

っ
て
は

「天
」
あ
る
い
は

「上
帝
」
は
、
全
世
界
全
人
類

に
開
か
れ
た
存

(13

)

在
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
「
天
帝
」
と
地
上
世
界

の
中
心
で
あ
る
皇
帝
、
あ
る
い
は
天
子
と
の
間
に
は
、
前
者
が
後
者

の
存
立
根
拠
だ

っ
た

　む
　

こ
と

か
ら
、
そ
こ
に
は
著
し
い
緊
張
関
係
が
存
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
「天
」
又
は

「上
帝
」
は
地
上
世
界
の
中
心
皇
帝
の
、
治
者
と
し
て

(15

)

の
資

格
を
厳
し
く
問

い
た
だ
し
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
滅
ぼ
す
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
日
本
で
の
支
配
的
伝
統
を
形
づ
く
り
こ
と
に
な

っ
た
上
代
日
本
で
は
、
「
ア
メ

(天
)
は
大
八
洲
の
真
上
に
あ
る
閉

め
ら
れ
た
ク

ニ

(ア

(
16
)

マ
ツ
ク

ニ
)」
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
伝
統
的
閉
じ
た

「天
」
観
念

へ
の
回
帰
を
背
景
と
し
て
、
こ
こ
に
地
上
世
界

の
中

心
聖
人
、
あ
る
い
は

天
子
が
そ
の

「始
祖
」
又
は

「祖
宗
」
を
祭
る
こ
と
を
通
じ
て
彼
岸
化
す
る
、
支
配
的
日
本
の
原
初
宇
宙

へ
復
帰
す

る
途
が
切
り
拓
か
れ

た
。
理

(性
)
か
ら
徹
底
的
に
超
越
し
た
か
に
み
え
た
徂
徠

の

「
天
」
は
、
こ
の
不
十
分
さ
に
よ

っ
て
此
岸
世
界
の
中

心
天
子
又
は
聖
人
の

み
に
、
超
絶
し
た

「気
質
」
を
命
じ
た
ば
か
り
か
、
祭
祀
を
介
し
て
彼
岸

に
ま
で
高
め
た
。
そ
の
結
果
、
地
上
世
界

に
お
け
る
聖
人

・
天

子
と
、
そ
れ
以
外
の
被
治
者
万
民
と
の
隔
絶
は
増

々
拡
大
し
た
。
徂
徠

学
は
こ
う
し
た
治
者
、
被
治
者
の
隔
絶
、
拡
大

に
よ

っ
て
、
後
者

に
と

っ
て
外
発
的
に
上
か
ら
世
界
史
的
中
世
か
ら
日
本
の
支
配
的
近
代

の
方
向

へ
向

か
い
は
じ
め
た
、
と
こ
ろ
に
特
徴
を
も

っ
た
思
惟

で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
徂
徠

学
の
超
越

・
絶
対
化
し
て
い
た

「天
」
は
、
近
代
市
民
思
想
形
成

へ
向
か
う
前
提
的
基
底
原
理

と
な

っ
た
、
神
と
世
俗
世
界
と
の
内
面
的
牽
連
を
ふ
り
ほ
ど
き
、
神

に
主
権
的
自
由
を
与
え
た
後
期
ス
コ
ラ
哲
学
か
ら
デ
カ
ル
ト
に
至
る

思
惟

の
発
展
に
匹
敵
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
徂
徠
学
は
丸
山
氏

の
指
摘
の
よ
う
に
、
最
基
底
原
理
か
ら
中
世
よ
り
近
代

へ
と

い
う
歴
史
発
展
の
世
界
史
的
普
遍
性
が
貫
徹
し
て
い
た
、
日
本
の
政
治
思
想
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
最
基
底
原
理
か

ら
徂
徠

学
は
中
世
の
枠
で
日
本
の
支
配
的
近
代
政
治
思
想
形
成

へ
、
そ
の
方
向
を
転
じ
さ
せ
る
転
轍
機
の
役
割
を
果

し
て
い
た
点
で
、
思

想
史

に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
も

っ
た
思
惟
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
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　レ

　

徂
徠

学
は
本
居
宣
長

(
一
七
三
〇
～

一
八
〇

一
)
を
介
し
、
外
圧
に
触
発
さ
れ
て
後
期
水
戸
学
に
継
承

・
発
展
さ

せ
ら
れ
て
い
っ
た
。

一

六
世
紀
半
ば
頃
か
ら
の
異
文
明
と
の
接
触
と
、
一
七
世
紀
に
入

っ
て
の
東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
の
激
変
と
が
相
俟

っ
て
、
日
本
は
固
有
文
化
、

風
土
に
目
覚
め
て
い
く
。
安
定
し
た
統
一
権
力
を
生
み
出
し
た
近
世
日
本
に
、
こ
う
し
た
事
情
と
が
相
俟

っ
て
、

一
七
世
紀
半
ば
頃
よ
り

修
史
事
業
が
生
み
出
さ
れ
、
こ
の
有
力
な

一
翼
を
担

っ
た
も
の
こ
そ
、
水
戸
学
の
発
端
と
な

っ
た

『大
日
本
史
』
編
纂
事
業
だ

っ
た
。

一

八
世
紀
中
後
期
宝
暦
年
間
の
終
り
頃
、
水
戸
学
は
徂
徠

学

の
直
撃
を
う
け
て
大
き
く
変
容
し
、
こ
れ
以
前
を
前
期
水
戸
学
、
こ
れ
以
降
を

後
期
水
戸
学
と
言
う
よ
う
に
な

っ
た
。
前
期
水
戸
学
で
の
「修
史
」
の
方
法
は
、
「史
は
事
を
記
す
所
以
な
り
。
事

に
拠

っ
て
直
写
す
れ
ば
、

(18
)

勧
懲
自
ら
見
わ
る
」
と
、
語
ら
れ
る
中
に
そ
の
特
質
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
朱
子
学
に
お
け
る
歴
史
哲
学

の
理
念

で
あ

っ
て
、
歴
史
的
事

実

は
即
事
実
で
は
な
く
、
規
範
で
あ
り
理
法

で
あ

っ
て
秩
序
を
意
味
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
前
期

か
ら
後
期
水
戸
学

へ
の
転
回
で
の
方
法
原
理
と
な

っ
た
徂
徠

の

「道
」
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
規
範
や
法
則
、

そ

れ
に
理
法
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
典
型
的
に
は
唐
虞
三
代

の
聖
人
達
に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
た
、
「礼
楽
」、

即
ち
根
源
的
政
治
制
度

の
総
体
だ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
原
理

の
転
回
に
伴

っ
て
、
前
期
水
戸
学
か
ら

一
貫
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
朝
廷
尊
崇
も
、
そ
の
内
実

が

一
変
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「道
」
に
お
け
る
道
徳
規
範
よ
り
制
度

へ
の
変
容
と
、
こ
れ
を
制
作
し
た
政
治
主
体
性
の
樹
立
だ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
転
回
の
契
機
と
な

っ
た
徂
徠

学
と
は
、
道

(制
度
)
に
お
い
て

「礼
楽
」
か
ら

「
国
体
」

へ
、
そ
の
制
作
主
体
に
お
い
て

「聖

人
」
よ
り

「神
皇
」
へ
と

一
変
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
根
源
的
政
治
の
道
、
不
朽
の
制
度
の
総
体

の
制
作
主
体
は
、
「
唐
虞
三
代

の
作
者
七

人
」
よ
り

「天
祖

天
照
大
神
を
は
じ
め
神
代
七
代

の
神
々
か
ら
神
武
・
崇
神
・
天
智
あ
た
り
ま
で
の
天
皇
」

へ
と
転
回
し
て
い
た

(荻
六

三
)。
後
者

「神
皇
」
と
呼
称
さ
れ
る
根
源
的
政
治
主
体
に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
た
不
朽
の
制
度
の
総
体

こ
そ
が
、
水

戸
学
に
お
い
て
「
国
体
」

(19

)

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
根
源
的
政
治
制
度
の
制
作
主
体
、
即
ち
日
本
の
支
配
的
原
初
宇
宙
で
の
中
心
の
変
容

を
通
じ
て
、
こ
の
最
基
底
原
理
で
あ
る

「天
」
は
、
「大
八
洲
の
ア
メ
」
へ
と
完
全
に
回
帰
す
る
。
か
か
る
根
源
的
政
治
制
度
の
総
体
だ

っ

た

「
国
体
」
を
土
台
と
し
て
、
は
じ
め
て
機
能
す
る
後
期
水
戸
学

の
基
本
的
政
治
制
度
、
そ
の
根
底
を
規
定
し
て

い
た

「天
」
観
念

に
つ
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い
て
、
我
々
は
後
期
水
戸
学
の
代
表
作

『新
論
』
を
通
じ
て
若
干
考
察
を
加
え
て
お
き
た

い
。

自
己
が
依

っ
て
立

つ
民
族
共
同
体
の
存
亡

の
危
機
と
し
て
意
識
さ
れ
た
、
外
圧
に
直
面
し
て
後
期
水
戸
学
の
代
表
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

に

と

っ
て
起
死
回
生
の
頼

み
は
、
前
近
代
世
界

に
生
き
て
い
る
人
々
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
、
帰
属
す
る
共
同
体
の

「
始
め
」、
即
ち

「
原
初

(20

)

宇
宙
」

へ
回
帰
す
る
こ
と
だ

っ
た
。
『新
論
』
の
中

に

「本
に
報

い
始
め
に
反
る
」
と
い
う
言
説
が
散
り
ば
め
ら
れ
て

い
た
の
は
、
こ
う
し

た

「
太
初
宇
宙
」

へ
の
回
帰
こ
そ
、
帰
属
す
る
民
族
共
同
体
と
、
そ
の
文
化
の
生
命
力
を
活
性
化
す
る
根
幹
で
あ

っ
た
と
観
念
さ
れ
て
い

た
か
ら
に
他
な
ら
な
か

っ
た

(水
五
三
・
五
四
・
五
六
等
々
)。
後
期
水
戸
学
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ

に
と

っ
て
、
こ
の
未
曾
有

の
危
機
か
ら
脱
出

す
る
岐
路
は
、
「本
」
で
あ

っ
て

「始
め
」
で
あ
る

「天
祖
」
天
照
大
神
を
中
心
に
据
え
る
、
日
本
文
化
共
同
体

の

「太
初
宇
宙

(世
界
)」

に
回
帰
で
き
る
か
否
か
に
か
か

っ
て
い
た
。
「天
祖
」
は

「天
」
と
同

一
視
さ
れ
て
、
日
本
民
族
共
同
体

の

「原
初
宇
宙
」
で
の
、
最
基
底

原
理

と
し
て
前
面

に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。

天
祖
は
天
に
在
り
て
、
下
土

に
照
臨

し
た
ま

い
、
天
孫
は
誠

敬
を
下

に
尽
し
て
、
以
て
天
祖

に
報
じ
た
ま

い
、
祭
政

こ
れ

一
、
治
む
る
と
こ
ろ
の
天
職
、
代

る
と
こ
ろ
の
天
工
は
、

一
と
し
て
天
祖

に
事
う
る
所
以
に
あ
ら
ざ
る
も
の
な
し
。
祖
を
尊
び
て
民
に
臨
め
ば

す
で
に
天
と

一
た
り
…
…

(途
中
略
)
…
…
そ

の

本

に
報

い
祖
を
尊

ぶ
の
義

は
大
嘗

に
至
り
て
極
れ
り

(水
五
三
)
。
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こ
こ
に
日
本
ナ
シ
ナ
リ
ズ
ム
精
神
の
最
基
底
原
理
と
な
る

「
天
」、
あ
る
い
は

「天
祖
」
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
「
天
祖
」
が
照
ら
す

「
下

土
」
は
、
す
で
に
述

べ
た

「大
八
洲
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

「大
八
洲
」
の
中
心
11
最
高

の
政
治
主
体
は
、

「天
祖
」
と
血
縁
を
通

じ
て
結
ば
れ
て
い
る

「天
孫
」
だ

っ
た
。
「
天
孫
」
は
そ
の

「始
め
」
で
あ

っ
て

「本
」
で
あ
る

「天
祖
」
を
祭

っ
て
、
こ
れ
に
報
い
根
ざ

さ
れ
て
民
を
治
め
る
下
土
11
地
上
世
界

の
中
心
で
あ

っ
た
。
こ
の

「天
工
」
の
極
致
こ
そ
、
「大
嘗
祭
」
で
あ

っ
て
、

こ
れ
を
通
じ
て

「
天

孫
」
、
あ
る
い
は

「
天
子
」
は

「
天
祖
」
と

コ

」
と
な
り
、
絶
対
的
人
格
神
と
し
て
信
仰
の
対
象

へ
と
昇
華
さ
れ
て

い
た
の
だ

っ
た
。
そ



れ
ゆ
え
、
「天
孫
」

の
地
上
世
界
に
お
け
る
統
治
者
と
し
て
の
地
位
が
、
「
故
に
天
と
悠
久
を
同
じ
く
す
る
も
、
ま
た
そ
の
勢

の
よ
ろ
し
く

然
る
べ
き
な
り
」
と
、
こ
れ
が
永
久
に
不
変

で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

(水
五
三
)。
こ
う
し
て

「天
孫
」
は
、
儒
教

の
伝
統
で

(21
)

は
地
上
世
界

に
君
臨
す
る
者
が
ど
う
し
て
も
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
、
「天
」
と

「
民
心
」

へ
の
重
い
責
任
か
ら
、
「
天
祖
」
と
直

(22
)

結

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
放
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

理

(性
)
か
ら
徹
底
的
に
外
在
化
し
た

「天
」
あ
る

い
は

「
天
祖
」
は
、

こ
の
超
越
性

の
不
十
分
さ
に
よ

っ
て
、
此
岸
世
界
の
中
心

「
天

孫
」
又
は

「
天
子
」
と
祭
政
を
介
し
て

一
体
化
し
、
こ
れ
を
彼
岸
に
ま
で
高
め
て
い
た
の
だ

っ
た
。

こ
う
し
て
超
越

・
彼
岸
化
し
た

「
天

孫

」
と
、
万
民
と
の
断
絶
は
、
徂
徠

学
よ
り

一
層
発
展
し
無
限
遠
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
後
期
水
戸
学
は
近
代
思
惟
形
成
に

お

い
て
、
世
界
史
的
普
遍
性
の
貫
徹
で
は
な
く
、
日
本
に
お
け
る
支
配
的
近
代
政
治
思
想
の
原
型
を
成
立
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
意

義

を
も

つ
思
惟

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
、
後
期
水
戸
学
は
支
配
、
被
支
配

の
無
限
の
隔
絶

に
よ
る
上
か
ら
の
外
発
的
な
日
本
近

代
政
治
思
想
形
成
の
潮
流

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
幕
末

「癸
丑
黒
船
」
に
代
表
さ
れ
る
欧
米
列
強
の
滲
透
に
触
発
さ
れ
て
発
生

し
た
、
尊
王
攘
夷
運
動
を
担
う
志
士

の
精
神
的
支
柱

へ
と
発
展
し
、
日
本

の
支
配
的
近
代
政
治
思
想
と
し
て
成
立
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
日

本
は
こ
の
よ
う
な
未
曾
有

の
外
圧
に
直
面
し
て
、
後
期
水
戸
学
ー
尊
王
撰
夷
論
と
は
異
質
の
近
代
政
治
思
想
を
胎
生
さ
せ
て
い
た
。
本
稿

は

こ
れ
を
、
そ
の
最
基
底
原
理

「
天
」
観
念
に
焦
点
を
照
て
、
全
面
的
に
分
析
し
よ
う
と
思
う
。
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三

小
楠
に
お
け
る

「
天
」

こ
れ
以
上
の
後
期
水
戸
学
の
追
究
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
小
楠
は
、
帰
熊
後

こ
れ
と
は
違

っ
た
方
向

へ
向
か
っ
て
い
っ
た
。

マ

マ

時

二
横
井
子
江
府

ヨ
リ
其
江
府

二
在

ル
酒
後

ノ
過
失

二
因
テ
官

ノ
責
罰
ヲ
受
ケ
七
十
日
禁
足

ノ
戒

二
服

シ
門
ヲ
扛

テ
書
ヲ
読
ミ
直

二
其
学

ノ
偏
ナ

ル
ヲ
看



(23
)

破

シ
次

二
程
朱

ノ
書
ヲ
読

テ
其
純
正
ナ
ル
聖
人
ノ
道
果

シ
テ
薮

ニ
ア
リ
ト
信
シ

(
略

)
。

こ
こ
に
、
小
楠
の
思
想
人
生

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、
遊
学
直
後

の
学
問
、
思
想
遍
歴
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
。
代
表
的
な
中
国
哲
学

者
の

一
人
荒
木
見
悟
氏
は
、
陽
明
学
と
古
学
派
の
朱
子
学
批
判
に
は
、
大
き
な
違

い
が
あ

っ
た
と
、
注
目
す
べ
き
発
言
を
し
て
い
る
。
朱

子
学

に
対
し
て
日
本
古
学
派
は
、
そ
の
土
台

で
あ
る
本
来
主
義
そ
れ
自
体
を
拒
否
し
、
そ
の
外

へ
出
た
の
に
対
し
て
、
陽
明
学
は
全
く
逆

(24
)

に
本
来
主
義
そ
の
も
の
に
脚
を
下
し

つ
つ
、

こ
れ
を
内
側
か
ら
切
り
崩
し

つ
つ
定
理
打
破
に
決
定
的
方
向
を
見
い
出

し
て
い
た
。
方
法
原

も
と

理
に
身
を
お
い
た
こ
の
発
言
は
、
ま
た

「天
」
の
行
方

に
も
深
く
関
わ

っ
て
い
た
。
「そ
れ
心
の
体
は
性
な
り
。
性
の
原
は
天
な
り
。
能
く

そ
の
心
を
尽
す
は
、
こ
れ
能
く
そ
の
性
を
尽
す
な
り
」
(伝
習
録
中
、
顧
東
橋
に
答
う
る
書
)。
陽
明
学
で
は
心
の
本
体
が
性

で
あ

っ
て
、
こ
の

本
源

に

「
天
」
が
宿

っ
て
い
る
の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
朱
子
学
の
心
は

「性

・
情
」
と
、
前
者
が
形
而
上
、
後
者

が
形
而
下
の
存
在
と

し
て
分
離
し
て
い
た
。
そ
れ
で
側
怛

す

べ
き
事
象
で
あ

っ
て
も
、
優
位

の
前
者

「性
」
に
よ

っ
て
価
値
判
断
さ
れ
る
た
め
に
、
後
者

「情
」

(
25
)

の
由
来
す
る
現
実
即
応
性
、
あ
る
い
は
時
代
性
が
失
な
わ
れ
る
の
だ

っ
た
。
そ
こ
で
、

つ
き
と
め
ら
れ
た

「理
」
は
、
朱
子
学
成
立
以
降

時
代
が
経
過
し
て
い
れ
ば
い
る
程
、
硬
直
化
し
リ
ア
ル
性
を
失
な
わ
れ
る
の
だ

っ
た
。
陽
明
学
は
こ
う
し
た
朱
子
学

の
虚
構
を
見
ぬ
き
、

(26
)

心
を

「性

・
情
末
分

の
渾

一
」
と
し
、
こ
の
体
を
性
と
し
て
こ
こ
に

「格
物
」
の
本
拠
を
お
い
た
こ
と
か
ら
、
経
験
事
象
に
対
し
て
時
代

を
超

え
て
即
応
し
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
。
朱
子
学
に
お
い
て
理

(性
)
に
内
在
し
て
い
た

「
天
」
は
、
陽
明
学
で
は
時
代
を
超
え
て
現

実

に
即
応
で
き
る
心

の
体
11
性

(良
知
)
へ
の
内
在

へ
と
発
展
し
て
い
た
の
だ

っ
た
。
か
く
て
、
朱
子
学
で
は
形
而
上
・下
の

「
理
」
に
内

在
し

て
い
た

「天
」
は
、
陽
明
学

に
至
り

「性
情
末
分
」

の
心
の
本
体

へ
の
内
在
化

へ
と
転
換
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
朱
子
学

か
ら
陽
明
学

へ
の
転
回
は
、
徂
徠

学
を
代
表
と
す
る
古
学
派

へ
の
よ
う
に

「天
」
が

「
理
」
の
外
に
出

て
超
越
化
し

て
い
た
の
で
は
な
く
、

逆
に
心
の
内

へ
徹
底
的

に
内
在
化
さ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
転
回
に
は
原
理
的

思
想
発
展

の
世
界
史
的
普
遍
性
が
貫
徹
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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不
名
誉
な
帰
藩
後
、
そ
の
巻
き
返
し
を
か
け
て
私
淑
し
た
学
統
は
、
藩
内
体
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
だ

っ
た
藩
校
時

習
館
学
風
と
対
決
し
、

節

操
を
貫

い
た
大
塚
退
野
(
一
六
七
六
～

一
七
五
〇
)学
だ

っ
た
(
一
三
〇
～

一
、
伝
八
八
)。
退
野
は
陽
明
学
を
中
江
藤
樹
を
介
し
て
受
容
し
、

(27
)

「良

知
を
見
る
如
く
」
こ
れ
を
信
じ
た
が
、
二
八
才
の
時
朝
鮮
を
代
表
す
る
大
儒
李
退
溪

を
通
じ
て
朱
子
学

へ
転

回
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、

平
石
氏
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
た
退
野
の
高
弟

の

一
人
草
野
草
雲

二

七

一
五
～
九
六
)
に
よ
る
、
興
味
深

い

「天
」
観
念
を
み
て
お
こ
う
。

「常

に
天
命
を
畏
れ
敬
み
罪
を
天
に
獲
ず
慎
独
の
工
夫
油
断
有
間
敷
候
。
天
に
罪
を
獲
不
由
様
に
心
得
候
得
ば
、
御

奉
公
を
仕
損
ず
る
も
忠

(
28
)

孝
な
り
。
天
に
罪
を
獲
る
時
は
、
譬

い
君
の
寵
楽
を
得
る
も
不
忠
不
孝

に
候
」。

こ
こ
に
、
心
の
内
を
突
き
破
り
超
越
化
し
た

「天
」
観
念

を

み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
に
は
朱
子
学

へ
の
転
回
に
よ
る

「理
」
(性
)
の
外
在
化
、
あ
る
い
は
受
容
し
た
藤
樹

の

「
天
」
の
影
響

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
検
討
は
こ
れ
か
ら
の
課
題

に
し
て
お
き
た
い
。

小
楠
は
主
に
退
野
の
学
統
に
私
淑
し
て
約
五
年
、
弘
化
二
年

二

八
四
五
)
四
月

に

一
心
不
乱
学
問
に
励
ん
で
き
た
、
そ
の
思
想
の
結
晶

を
漢
詩
に
昇
華
し
同
志
に
告
げ
た
。
こ
の

「感
懐
十
首
」

の
第
四
と
第
六
首
に
、
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か

っ
て
朱

子
の
書
を
読

み
、
其

の
旨

を
会
す
る
有

る
が
如
し
、
致
知
固
よ
り
軽

か
ら
ず
、
重
ん
ず
る
所

は
実
履
に
在
り
、
…
…

(途
中
略
)
…
…
。
吾

は
退

翁

の
学
を
慕
う
、
学
脈
淵
源
探
し
、
万
殊

の
理

に
洞
通
し
て
、

一
本
此

の
仁
に
会
す
、
進
退
天
命

に
任
せ
、
従
容
道
心
を
養
う
、
嘆
息
す
百
年

の
久
し
き
、
伝

習
幾
人
か
あ
る

(伝
八
八

・
八
九
)。

学
問

の
能
力
が
生
涯
で
最
も
充
実
し
た
約
五
年
の
間
小
楠
は
、
強
烈
な
江
戸
遊
学
の
体
験
を
下
敷
に
し
て
、
宋
明
学
や
日
本
の
儒
教
、

そ

れ
に
国
学
な
ど
と
の
思
想
内
在
的
苦
闘
を
通
じ
て
、
先
駆
的
思
想
人
生
で
の
土
台

と
な
る
、
斬
新
な
哲
学
と
理
論
を
血
肉
化
し
た
の
で

あ

る
。
そ
う
し
て
、
小
楠
学

の
骨
格
を
形
づ
く

っ
て
い
た
宋
明
学
の
受
容
が
主

に
、
退
野
の
学
統
を
介
し
て
で
あ

っ
た
こ
と
を
理
解

で
き

る
だ
ろ
う
。
小
楠
が
起
死
回
生
を
か
け
て
血
肉
化
し
た
の
は
、
主
に
陽
明
を
通
過
し
た
朱
子
学
、
退
野
学
だ

っ
た
。
そ
れ
で
は
、
退
野
学



を
受
容
し
て
生

み
出
さ
れ
て
い
た

「
天
」
観
念
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は

一
切
の

「
所
当
然
之
則
」、
あ
る
い
は

「万
殊
の
理
」
を
発
現
さ

せ
て
く
賦
命
的
根
拠
と
な
る
「所
以
の
天
」
、
形
而
上
を
こ
と
ご
と
く
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、
発

現
す
る

「
理
」
で
あ
る

「
万
殊
の
理
」
を
存
立
せ
し
め
る
根
拠
が
、
「所
以
の
天
」
か
ら
人
間
主
体

に
内
在
す
る

「此

の
仁
」

へ
と
変
容
す

る
に
至

っ
て
い
た
。
こ
こ
に
我
々
は
陽
明
学
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
人
間
誰
の
心
に
も
内
在
し
て
い
た

「此
の

仁
」

は
、
陽
明
学

の
よ
う
に
そ
の
心
の
本
源
で
は
な
く
、
そ
れ
と
共
に
超
越
化
し

つ
つ
あ

っ
た

「
天
」

に
究
極
的

に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い

た
の
だ

っ
た
。

こ
う
し
た

「天
」
観
念

の
成
立
に
は
、
小
楠
ら
が
依
拠
し
て
い
た
退
野
学

の
影
響
が
決
定
的
で
あ

っ
た
の
は
、
言
う
ま
で

も
な

い
。
こ
れ
は
宋
明
学

の
伝
統
の
内
在
的
発
展
で
あ

っ
た
の
で
、
「
天
」
は
徂
徠

学
や
後
期
水
戸
学

の
そ
れ
と
は
違

っ
て
、
原
理
的
に
す

べ
て

の
人
間
の
内
心
に
等
し
く
働
き
か
け
る
開
か
れ
た
存
在
だ

っ
た
。
こ
う
し
た

「
天
」
の
構
造
の
変
化
は
、
東
ア
ジ
ア
で
は
朱
子
学
に

代
表

さ
れ
る
世
界
史
的
中
世
思
惟
の
最
基
底
構
造
だ

っ
た
、
彼
岸
と
此
岸
、
超
越
と
現
象
、
超
自
然
と
自
然
と
の
内
面
的
牽
連
が
、
内
側

か
ら

ふ
り
ほ
ど
か
れ
て
い
く
過
渡
期

に
入

っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
意
味
で
若
き
小
楠
が
退
野
学
を
継
承
し
て
い
た

こ
と
は
、
原
理
的
に
後
期
水
戸
学
と
袂
を
分
か
つ
決
定
的
な
思
想
的
淵
源
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

「癸

丑
黒
船
」
前
夜
に
あ
た
る
嘉
永
三
年

二

八
五
〇
)
三
月
、
小
楠
は

「別
て
書
懐
は
旧
作
に
て
道
理
不
行
届
之
処
多
、
改
作
仕
心
組

に
有
之
」
と
の
、
手
紙
を
越
前
藩
士
三
寺
三
作

へ
送

っ
て
い
る

(
一
三
六
)。
こ
の

「
書
懐
」
は
す
で
に
述
べ
た
回
心
し
た
思
想
を
漢
詩

に

(29

)

昇
華
し
て
同
志
に
告
げ
た
、
弘
化
二
年

の

「感
懐
十
首
」
の
こ
と
だ

っ
た
。
安
政
二
年

(
一
八
五
五
)
頃
書
き
改
め
ら
れ
た
そ
の

「新
作
」

と
、
弘
化
二
年

の

「旧
作
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
第
六
首
が

「吾
は
退
翁
の
学
を
慕
う
」
か
ら
、
「吾
は
紫
陽
学

(朱
子
学
…
筆
者
註
)

を
慕
う
」

へ
と
改
作
さ
れ
て
い
た

(伝
八
九
、
八
七
六
)。
そ
の
上
、
「変
態
窮
ま
り
無
く
、
何
を
以
て
無
窮
に
応
じ
る
」
と
の
、
そ
の
内
容

は
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
無
限
遠
の
彼
方

へ
と
超
越
化
し
た

「天
」
観
念
を
明
示
し
た
句
が
、
新
し
く

つ
け
加

え
ら
れ
て
い
た

(八
七

六
)
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
「
癸
丑
黒
船
」前
夜
頃
か
ら
小
楠
学
が
、
最
基
底
原
理
か
ら
根
本
的
に
転
回
し
て

い
た
こ
と
を
、
我
々

は
読

み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
朱
子
学
依
拠
と
は
、

い
わ
ゆ
る
凝
り
固

っ
た
朱
子
学
徒

へ
戻

っ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
と
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は
逆

に
、
「朱
子
を
学
ば
ん
と
思

い
な
ば
朱
子
の
学
ぶ
処
如
何
ん
と
思
う

べ
し
、
左
は
な
く
し
て
朱
子
の
書
に
就
と
き
は
全
く
朱
子
の
奴
隷

な
り
」
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
子
学
に
立
脚
す
る
と
は
、
そ
の
知
識
体
系
に
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前

の
こ
う

し
た
学
問
が
創
出
さ
れ
る
根
源
と
な
る
、
学
問
方
法
、
あ
る
い
は
社
会
や
生
活
姿
勢
に
対
し
て
で
あ

っ
た

(九
三
二
)。

同
三
年

(
一
八
五
〇
)
五
月
、
宋
明
学
と
も
異
な
り
、
弘
化
二
年
の
そ
れ
を

一
層
超
越
化
し
た

「
天
」
観
念
が
生

み
出
さ
れ
て
い
た
。
「弥

益

人
事
之
実
を
修
励
し
敢
少
も
吉
福
に
安
じ
凶
禍

に
屈
し
不
申
、
天
之
明
命
を
警
畏

い
た
し
候
事
是
君
子
心
を
用
大
苦
労
之
処
に
て
有
之

候

」
(
一
三
五
)
。
「
天
命
」
は

「警
畏
」
、

つ
ま
り
い
ま
し
め
お
そ
れ
お
の
の
く
と
い
う
、

一
種
の
宗
教
的
信
仰
の
対
象
に
ま
で
高
ま

っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
で
小
楠
の

「
天
」
も
、
徂
徠
学

と
同
じ
く
帰
属
す
る
儒
教
の
原
初
宇
宙
で
あ
る

「唐
虞
三
代
」

へ
の
回
帰
に
よ
る
、
絶
対

・

超
越
化
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
彼

の

「天
」
も
徂
徠

の
そ
れ
と
同
じ
く
、
少
し
も

「吉
福
に
安
じ
凶
禍
に
屈
し
不
申
」
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
唐
宋
以
前
の
古
代
的
な
有
意
志

・
超
越

・
主
宰
者
的

「天
」
に
戻

っ
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
で
は
、
小
楠

に
お
け
る

「
天
」
の
超
越
化
も
、
徂
徠
学

の
そ
れ
と
同
じ
く
、
彼
岸
と
此
岸
世
界
と
の
内
面
的
牽
連
を
ふ
り
ほ
ど
け
ず
に
、
政
治
思
想
史

の
中
世
か
ら
近
代

へ
と
い
う
歴
史
発
展
の
世
界
史
的
普
遍
性
を
、
貫
徹
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た

「
天
」
に
関
す
る
最
大
の
論
点
を
原
理
的
に
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
言
説
が
、
そ
の
前
年
嘉
永

二
年

(
一
八
四
九
)
頃
か

ら
登
場
し
は
じ
め
、
同
五
年

(
一
八
五
二
)
頃
よ
り
そ
れ
は
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
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此
理
元
よ
り
無
極

(
一
二
三
)

至
善

は
終

に
極
り
無

き
所

に
候

へ
ば
聖
人
之
御

心
に
て
は
弥
以
御
不
足
の
所
が
聖
人
之
学
力
之
出
候
所

と
奉
存
候
。
如
何

々
々
。

凡
学
者
心

に
不
足
な
き
故
進
歩
之
道
無
之
、
是
至
善
之
目
当
無
き
故
な
り
。
至
善
目
当
あ
れ
ば

一
歩
進
め
ば

又

一
歩
又

一
歩
、
此

一
歩

の
進

み
は
限
り
無
御

座
候
。
去

れ
ば
進
む
に
随

て
不
足
之
心
弥
益
盛

に
相
成
申
候
。
終

に
聖
人
と
な
り
候

て
も
不
相
替
不
足
之
心

に
て
御
座
候
。
是
至
善
を
極
と
見
て
は
不
相
成
、

限
り
無
き
が
至
善
と
申

は
此
事

に
御
座
候

(
一
六
三
)
。

至
善
を
事
上
と
心
上
と
御
引
分
之
高
論
犬
以
明
白

に
重
々
御
同
意

に
奉
存
候
。
然

る
に
事
上
・
心
上

二
に
て
無
之
、
今

一
事
に
処
す

る
に
至
当
を
得
た
る
は



是
理
之
至
善

な
り
。
是

に
て
安
心
と
心
得
れ
ば
油
断

に
相
成
忽

に
事
理
を
失

う
に
足

る
故
、
其
理
之
至
当
な
る
所
に
て
其
事

に
処
す

れ
ど
も
、
此
心
は
未
だ
尽

さ
ざ

る
と
思

う
所
無
之
て
は
不
相
成
是
則
心
上
無
窮
之
至
善
な
り
。
是
事

に
処
す
る
上
に
て
云
な
り
、
況
や

一
身
を
修
る
国
天
下
を
治
る
尤
此
心
得

に
て
二
離

不
申
候
。
是
則
至
善
た
る
所

と
奉
存
候
。
如
何

々
々

(
一
七
六
～
七
)
。

人
間

主
体
が
志
す

「
至
善
之
目
当
」
に
向

か
っ
て
た
だ
ひ
た
す
ら

一
歩
又

一
歩
と
求
め
て
い
く
対
象
が
、
個
々
の
外
在
的

「万
殊

の
理
」

だ

っ
た
。
こ
の

「万
殊
の
理
」

へ
向
か
う

「至
善
之
目
当
」
の
発
展
を
根
拠
づ
け
て
い
た
の
は
、
朱
子
学
の
よ
う
に
形
而
上
の

「理
一

、

あ
る

い
は

「
所
以
の
天
」
で
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
各
人
間
主
体
内

に
具
在
す
る

「
此
の
仁
」
の

「至
善
之
目
当
」

へ
の

「御
不
足
」、
即

ち
た
え
ざ
る
飢
え
の
心
だ

っ
た
。
「御
不
足
」
の

「此
の
仁
」
に
根
ざ
さ
れ
て
人
間
主
体
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
向

か
う

べ
き

一
点

「至
善
之

目
当
」

を
求
め
て
、

一
歩
又

一
歩

と
進
ん
で
い
く

の
だ

っ
た
。
こ
の
人
間
主
体
の
発
展
運
動
は
、

一
歩
又

一
歩
と
進

め
ば
進
む
程

「御
不

足
心
弥

益
盛
に
相
成
」
る
、
「此

の
仁
」
を
内

へ
内

へ
深
め
て
行
く
と
同
時
に
、
こ
れ
に
根
ざ
さ
れ
て

「万
殊

の
理
」
を
逆

に
外

へ
外

へ
と

発
展

さ
せ
て
い
く
の
だ

っ
た
。

こ
の
限
り
な
い

「至
善
」
の
逆
の
方
向

へ
の
発
展
運
動
は
、
「終
に
聖
人
と
な
り
候
て
も
不
相
替
不
足
の
心

に
て
」
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
子
学

に
と

っ
て
こ
れ
以
上
発
達
す
る
こ
と
の
な

い
「天
理
の
極
」
(大
学
章
句
、
経

一
章
)、

(
30
)

即
ち
聖
人
の
境
地

へ
到
達
し
て
も
、
こ
れ
に

「弥
以
御
不
足
」
と
の
内
的
根
拠
に
根
ざ
さ
れ
て
、
絶
対
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

(
31
)

こ
の
よ
う
に

「万
殊

の
理
」
は
原
理
的

に

「事
上
無
窮
之
至
善
」
と
し
て
、
「絶
対
善

(知
)」的
理
念
的
人
格
だ

っ
た
聖
人
を
超
え
て
、
地

上
世

界
を
ど
こ
ま
で
も
限
り
な
く
自
由
自
在
に
発
展
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
が
あ

っ
た
。
そ
れ
に
、
人
間
主
体
に
具
在
し
て
い
た

「
心
上
無
窮
之
至
善
」
は
、
こ
の
よ
う
な

「至
善
」
の
外
界

へ
の
拡
大
・発
展

の
極
り
無
き
進
展
に
、
「未
だ
尽
さ
ざ

る
」
と
し
て
、
内

へ

内

へ
と
底
な
し
に
深
化
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
、
そ
の
決
定
的
特
質
が
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
、
人
間
主
体
が
朱
子
学
に
と
っ
て
の
伝
統
的
実
体
性
の
最
終
的
砦

(
＝聖
人
の
極
)
を
突
き
ぬ
け
て
、
此
岸
世
界
を
内
と
外

へ
限
り
な
く
進
ん
で
い
け
た
の
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
向
か
う
べ
き

一
点

「至
善
之
目
当
」
が
内

・
外
を
超
え
て
無
限

の
彼
方

へ
と
立
ち
去
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り
、
完
全
に
超
越
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
こ
に
、
「至
善
之
目
当
て
」
で
あ

っ
た

「天
」
を
根
源
に
宿
し
た

「至
善
」

も

「天
理
」
も

「性
」
も
、
宋
明
学
の

「理
」
の
範
疇
は
、
そ
の
伝
統
的
実
体
性

(
＝極
)
の
最
終
的
砦
を
内
と
外

か
ら
超
え
て
、

こ
と
ご

と
く
無
限
遠
の
彼
方

へ
と
超
越

・
彼
岸
化
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
小
楠

の

「天
」
は
徂
徠

学
や
後
期
水
戸
学
と
は
違

っ
て
、
理

(性
)
か
ら
外
に
出
て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
決
し
て
離
れ
る
こ
と
な
く
、
超
越
・絶
対
化
し
て
い
た
の
だ

っ
た
。
か
く
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら

向

か
う

一
点

「
至
善
之
目
当
」
は
、
内
と
外
か
ら
超
越
化
さ
れ
て
、
絶
対
者

「
天
」
を
根
源
に
宿
す

「限
り
無
き
が
至
善
」
、

つ
ま
り

「無

窮

の
至
善
」

へ
と
転
生
す
る
に
至

っ
て
い
た
。
こ
の

「無
窮
の
至
善
」
に
代
表
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
宋
明
学

の
基
底
原
理

「理
」
が

こ
と
ご
と
く
超
越
化
し
て
い
っ
た
の
は
、
そ
の
底
に
絶
対
者

「天
」
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
最
基
底
原

理

「
天
」
の
彼
岸
的
な
も
の

へ
の
高
揚
は
、
堰
を
切

っ
た
如
き
勢

い
を
も

っ
て
、
世
界
、
人
生

へ
の
見
方
、
意
味

を
根
底
か
ら

一
変
さ
せ

て
し
ま

っ
た
。
嘉
永
二
年
頃
か
ら
開
始
さ
れ
た

「
天
」
観
念
の

一
新
は
、
弘
化
二
年
に
目
覚
め
た
方
向
を
質
的

一
段
階
深
め
た
回
心
だ

っ

た
。こ

の
よ
う
に
向

か
う

一
点
「至
善
之
目
当
」
が
無
限

の
彼
方

へ
と
立
ち
去

っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
と
の
生
死
を
か
け
た
緊
調
に
よ

っ

て
人
間
誰
に
で
も
内
在
し
て
い
る

「此
の
仁
」
は
、
「其
理
之
至
当
な
る
所
に
て
其
事

に
処
す
れ
ど
も
」
に
示
さ
れ
る
、
伝
統
的
実
体
性
の

最
終
的
砦
で
あ

っ
た
こ
れ
以
上
発
展
で
き
な
い

「極
」
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
「未
だ
尽
さ
ざ
る
」
と
の
心
を
限
り
な
く
持
ち
続
け
ら
れ
う

る

「心
上
無
窮
之
至
善
」

へ
一
変
で
き
た
の
だ

っ
た
。
ま
た
、
「天
」
の
超
越
化
に
究
極
的
に
支
え
ら
れ
た

「
心
上
無
窮
之
至
善
」
に
直
接

的

に
根
ざ
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「万
殊

の
理
」
は
、
は
じ
め
て
朱
子
学
の
伝
統
的
実
体
性
の
最
後
の
砦

「聖
人

の
極
」
か
ら
解
き
放
た

れ
て
、
限
り
な
く
発
展
で
き
る

「事
上
無
窮
之
至
善
」

へ
と

一
転

で
き
た
の
だ
。
か
く
し
て
、
此
岸
世
界
の
限
界
点
を
超
え
て
無
限
遠

へ

超

越
化
し
た

「天
」
と
、
先
天
的
実
体
性

の
根
拠
だ

っ
た

「
天
」
が
完
全

に
取
り
去
ら
れ
て
、
地
上
世
界
に
と
り
残
さ
れ
た
内
面
的

「
心

上
無
窮
之
至
善
」
及
び
外
在
的

「事
上
無
窮
之
至
善
」
と
は
、
そ
の
内
面
的
牽
連
が
ふ
り
ほ
ど
か
れ
て
完
全
に
乖
離
す
る
に
至

っ
た
。
こ

こ

に
、
前
者

「天
」
は
、
後
者
地
上
世
界
の
森
羅
万
象
と
完
全

に
切
り
離
さ
れ
て
、
主
権
的
自
由
を
獲
得
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

一36一



に
対
し
て
、
地
上
世
界
の
主
体
性
だ

っ
た

「
此
の
仁
」
も
、
客
体
性
だ

っ
た

「
万
殊

の
理
」
も
、
前
者
が

「
心
上
」、

後
者
が

「事
上
」
の

共
に

「無
窮
之
至
善
」

へ
と
転
生
し
、
そ
れ
ら
の
本
源
か
ら

「天
」
が
立
ち
去

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
原
理
的

に
地
上
に
お
い
て
完
全
に

相
対
化
さ
れ
、
主
権
的
自
由
を
獲
得
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
天
」
の
無
限
遠
化
は

「終

に
聖
人
と
な
り
候
て
も
不
相
替
不
足

の
心

に
て
」

に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
、
朱
子
学

に
お
い
て
は
こ
れ
以
上
発
展
し
な

い
絶
対
善
の
所
持
者
で
あ

っ
て
、
徂
徠

学
に
お
い
て
は

彼
岸

化
さ
れ
て
い
た

「聖
人
」
を
も
、
他
の
す
べ
て
の
人
格
と
価
値
同
質
化
し
、
相
対
化
す
る
地
平
を
切
り
拓

い
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た

「天
」

の
彼
岸
的
な
も
の

へ
の
高
揚
に
よ

っ
て
、
堰
を
切

っ
た
此
岸
世
界
の
量
的
相
対
化
は
、
忽
ち
怒
濤
の
様
な
勢
を
も

っ
て
、

　
お
　

そ
の
肢
体
の
隅

々
ま
で
貫
徹
し
て
い
く
。
前
稿
よ
り
開
始
さ
れ
た
、
こ
の
具
体
的
論
証
は
こ
れ
か
ら
の
重
点
的
課
題

と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「癸
丑

黒
船
」前
夜
頃
か
ら
開
始
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
政
治
思
惟
の
原
理
的

一
新
は
、
中
世
か
ら
近
代

へ
と
い
う
歴
史
発
展

の
世
界
史
的

普
遍

性
を
貫
徹
さ
せ
る
回
心
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に
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以
上
の
検
討

の
結
果
、
小
楠
学
の

「天
」
は
こ
れ
ま
で
の
宋
明
学
、
あ
る
い
は
徂
徠

学
や
後
期
水
戸
学
と
全
く
違

っ
て
、
完
壁
に
無
限

遠

の
彼
方

へ
超
越
し
リ
フ
ォ
ー
メ
ィ
シ
ョ
ン
を
経
過
し
た
ゴ
ッ
ド
と
同
じ
く
、
彼
岸
と
此
岸
世
界
、
超
自
然
と
自
然

と
の
内
面
的
牽
連
を

ふ
り
ほ
ど
く
最
基
底
原
理
だ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
で
、
最
基
底
原
理
か
ら
中
世
か
ら
近
代

へ
と
い
う
歴
史
発
展
の
世
界
史
的
普
遍
性
が

貫
徹
し
て
い
た
日
本
政
治
思
想
の
典
型
こ
そ
、
小
楠
学
だ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
代
表
的
中
世
思
惟
宋
明
学
を
思
想
内
在

的

に
徹
底
発
展
さ
せ
て
創
出
さ
れ
た
、
も
う

一
つ
の
日
本
近
代
政
治
思
惟

の
潮
流
だ

っ
た
。
此
岸
世
界
の
徹
底
相
対
化
か
ら
創
出
さ
れ
た

も
う

一
つ
の
日
本
近
代
政
治
思
惟
の
途
は
、
最
基
底
原
理
に
お
い
て
、
「聖
人
」を
も
万
民
と
価
値
同
質
化
し
て
い
く
地
平
を
切
り
拓
き
発

展
さ
せ
て
い
く
、
内
発
的
下
か
ら

の
近
代
創
出

の
潮
流
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
徂
徠

学
l
I
↓
宣
長
学
1
ー
後
期
水
戸
学

へ
継
承

・
発
展



さ

せ
ら
れ
て
い
く
、
日
本
の
支
配
的
近
代
思
惟
胎
生

の
潮
流
は
、
最
基
底
原
理
に
お
い
て
世
界
史
的
普
遍
性
を
貫
徹
さ
せ
て
い
く
の
で
は

な
く
、
日
本
の
支
配
的
伝
統
で
の
特
殊
な
方
向

へ
徹
底
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
特
徴
を
も

っ
た
政
治
思
惟
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

〈
付
記
〉

本
稿

は
平
成
五
年
度
日
本
思
想
史
学
会

(皇
学
館
大
学
、
一

九
九
三
年
一
一

月
)
で
報
告
し
た
原
稿

に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

い
た
だ

い
た
広
島
大
学
中
村
春
作
氏

に
対
し
て
、
こ
の
場
を
か
り
て
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た

い
。

司
会
を
し
て

(
1
)
こ
れ
は
世
界
史
に
お
け
る
時
代
区
分

で
の
中
世
で
あ
り
、

日
本
史

の
そ
れ
で
は
近
世
に
あ
た
る
。
以
下
中
世
は
こ
の
意
味

で
使
用
し

て
い
る
。

(2
)
丸
山
真
男

『日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

(東
大
出
版
会
、
五
二
年
)
、
二
三
五
～
九
頁
。

(3
)
安
永
寿
延

『安
藤
昌
益
』
(平
凡
社
選
書
四
六
、
七
六
年
)
、
八

一
～

一
〇
三
頁
。
尾
藤
正
英

「
国
家
主
義

の
祖
型
と
し
て
の
徂
徠

」
(
『荻
生
徂
徠

』
日

本

の
名
著

一
六
解
説
、
中
央
公
論
社
、
七
四
年
)、
五
六
～
六

一
頁
。
橋
川
文

三

「
水
戸
学

の
源
流
と
成
立
」
(『藤

田
東
湖
』
日
本

の
名
著

二
九
解
説
、

中
央
公
論
社
、
七
四
年
)
、

三
九
～
六
〇
頁
。

(4
)
源
了
圓

「横
井
小
楠

の

『三
代

の
学
』

に
お
け
る
基
本
的
概
念

の
検
討
」

(『
ア
ジ

ア
文
化
研
究
』
別
冊
2
、
九
〇
年
)
、
六
三
頁
。

(5
)
平
石
直
昭

「
横
井
小
楠
ー

そ
の

『儒
教
』
思
相

」
(源
了
圓
他
編

『
江
戸

の
思
想
家

た
ち
』
下
所
収
、
研
究
社
出
版
、
七
九
年
)
、
二
五
六
～
二

六
九
頁
。

(6
)
小
楠
学

に
関
す
る
歴
史
的
評
価
は
、
も
う

…
歩

で
近
代
思
想

へ
至
る
と

い
う
過
渡
期
説
、
こ
れ
を
批
判
し
て
創
出
さ
れ
た
儒
教
的
理
想
主
義
説
、
あ
る

い
は
政
治
史

に
ひ
き

つ
け
て
倒
幕
思
想
、
そ
れ
と
も

こ
こ
ま
で
至
ら
な

い
公
武
合
体
思
想
等

々
が
あ
る
。
筆
者

は
本
論
で
論
証
を
目
ざ
し
て
い
る
、
世
界

史
的
普
遍
性
が
貫
徹

し
て
い
た
日
本
近
代
政
治
思
想
形
式

の
典
型
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

(7
)
溝

口
雄
三

「
中
国
の

『理
』
」
(『
文
学
』

V
O
L
五
五
、
八
七
年
五
月
号
)、

五
七
～
五
九
頁
。

(8
)
溝

口
雄

三
、
同
上
論
文

(
『文
学
』

V
O
L
五
五
、

八
七
年

五
月
号
)
、
五
九
頁
。

(9
)
丸
山
真
男
、
前
掲
書

(東
大
出
版
会
、
五

二
年
)、

二
三
六
頁
。

(10
)
荻
生
徂
徠

「弁
名
」
下

(『
荻
生
徂
徠

』
日
本
思
想
大
系
三
六
)
、

一
二
〇
、

一
二
一二
頁
。

以
下
徂
徠

に
関
す
る
同
大
系
本
か
ら
の
史
料
引

用
に
際
し
て

は
、
本
文
の
末
尾

に
括
弧
を

つ
け
て
、

そ
の
中

に
そ
の
冒
頭
文
字
、
荻
と

ペ
ー
ジ

の
数
字
の
み
を
記
す
。

た
と
え
ば
、

(荻

八
二
)
は

『荻
生
徂
徠

』
(日

本
思
想
大
系

三
六
)
の
八
二
頁

の
略
で
あ

る
。

(11
)
丸
山
真
男
、
前
掲
書

(東
大
出
版
会
、
五

二
年
)、

二
三
一二
～
九
頁
。
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(12
)
荻
生
徂
徠

「
徂
徠
先
生
答
問
書
」
中

(
『荻
生
徂
徠

全
集
』
第
六
巻
、
河
出
書
房
新
社
)
、

一
九
四
頁
。
朱

子
の

「気
質
変
化

」
説
に

つ
い
て
は
、
「
朱

子
語
類
」
巻
四
の
隣
録
や
賀

孫
録

(黎
靖
徳
編
輯

『和
刻
本
朱
子
語
類
大
全
』
e
所
収
)
。

(13
)
石
田

一
良

『
日
本
文
化
史
』

(東
海
大
学
出
版
会
、
八
九
年
)
、
八
頁
。

(14
)
溝

口
雄
三

「中
国

の

『
天
』
」
(上
)

(『
文
学
』

V
O
L
五
五
、
八
七
年

一
二
月
号
)、

一
九
五
頁
。

(15
)
狩
野
直
喜

『中
国
哲
学
史
』

(岩
波
書
店
、
五
三
年
)、

五
二
～
九
頁
。

(16
)
石

田

一
良
、
前
掲
書

(東
海
大
学
出
版
会
、

八
九
年
)、

八
頁
。

(17
)
こ
う
し
た
思
想
展
開

の
系
譜
を

み
る
代
表
的
論
稿
に
、
橋
川
文
三
、
前
掲
論
文

(『藤

田
東
湖
』
日
本

の
名
著

二
九
解
説
)
と
、
尾
藤
正
英

「水
戸
学

の
特
質
」
(『水
戸
学
』
日
本
思
想
大
系
五
三
、
七
三
年
)
が
あ
る
。
以
下
後
期
水
戸
学

に
関
す
る
大
系
本
か
ら
の
引
用
に
際

し
て
は
、
本
文

の
末
尾

に
括

弧
を

つ
け

て
、
そ
の
中

に
そ
の
冒
頭
文
字
、
水
と

ペ
ー
ジ

の
数
字

の
み
を
記
す
。
た
と
え
ば
、

(水

二
)
は

『
水
戸
学
』
(日
本
思
想
大
系
五
三
)
の
二
頁

の
略

で
あ
る
。

(18
)
橋
川
文
三
、
前
掲
論
文

(『藤

田
東
湖
』

日
本

の
名
著

二
九
解
説
)、

二
四
～
三
二
、
三
九
～

四
二
頁
。

(19
)
同
上
論
文

(同
上
書
)
、
五
五
頁
。

(20
)
M
i
r
c
e
a
 
E
l
i
a
d
e
;
 
D
a
s
 
H
e
i
l
i
g
e
 
 
a
n
d
 
d
a
s
 
P
r
o
f
a
n
e
,
 
v
o
m
 
W
e
s
e
n
 
d
e
s
 
R
e
l
i
g
i
o
s
e
n
 
(
R
o
w
h
l
t
s
 
D
e
u
s
c
h
e
 
E
n
z
y
 
K
l
o
p
a
d
i
e
 
N
r
.
3
1
,

H
a
m
b
u
r
g
,
 
1
9
5
7

)
・
風
間
敏
雄
訳

『聖
と
俗
l
I
宗

教
的
な
る
も
の
の
本
質

に

つ
い
て
ー

』
(法
大
出
版
局
、
九
〇
年
)
、

二
五
～
六
頁
。
七
〇
～

一

頁
。

(21
)
皇
帝
権
力
が
背
負

っ
て

い
た

「天
」
と

「
民
心
に
対
す
る
重

い
責
任

に
つ
い
て
は
、
狩
野
直
喜
、
前
掲
書

(岩
波
書
店
、
五
三
年
)
、
五
四
～

五
五
頁

を
参
照
。

(22
)

「
天
孫
」
が
伝
統
的
に

「天
」
か
ら

の
責
任

か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
山
春
平

『
天
皇
制

の
深
層
』
(朝
日
選
書

二
八
二
)
、

一
五

四
～
七
頁
を
参
照
。

(23
)
元

田
永
孚

「還
暦
之
記
」
(元
田
竹
彦
他
編

『元
田
永
孚
文
書
』
第

一
巻
、
元
田
文
書
研
究
会
)
、

二
六
頁
。

(24
)
荒
木
見
悟

「朱
子
学

の
哲
学
的
性
格
」

(『貝
原
益
軒

・
室
鳩
巣
』

日
本
思
想
大
系
三
四
解
説
)
、
四
四
六

・
四
六
二

・
四
六
三

・
四
六
六
頁
。

(25
)
同
上
論
文

(同
上
書
)
、
四
六
三
頁
。

(26
)
同
上
論
文

(同
上
書
)
、
四
六
四
頁
。

(27
V
熊
本
市
編
纂

『肥
後
文
教

と
其
城
府

の
教
育
』

(熊
本
市
教
育
委
員
会
、
五
六
年
)
、
三
〇
～

二
頁
。

(28
)
平
石
直
昭
、
前
掲
論
文

(源
了
圓
他
編

『江
戸

の
思
想
家
た
ち
』
下
)
、

二
五
六
頁
。



(29
)
松
浦
玲

『横
井
小
楠
』

(朝
日
新
聞
社
、
七
六
年
)
、

二
八
三
～

四
頁

(30
)
朱
子
学
の
聖
人
が
こ
れ
以
上
発
展
す
る
こ
と

の
な
い
、
絶
対

の
境
地

で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
横
井
小
楠

に
お
け
る
自
然
法
的
天
理

の
成

立
」

(『近
代
熊
本
』
第
二
四
号
、
横
井
小
楠
特
集
号
、
熊
本
近
代
史
研
究
会
)
、
六
三
～
五
頁
を
参
照
。

(31
)

「事
上
無
窮
之
至
善
」
と
い
う
言
説
は
、

こ
れ
ら
史
料
全
体
を
解
釈
し

て
、
筆
者
が
編
み
出
し
た
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ

ト
で
あ
る
。
多
分
小
楠

の
念
頭

に

も
文
字
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
概
念
は
存
在

し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
言
葉
が
付
け
加

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
我
々
は

一
連

の

思
想
回
心
を
表
わ
す

こ
れ
ら
の
言
説
を
、

一
段
と
深
く
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(32
)
拙
稿
、
前
掲
論
文

(『近
代
熊
本
』
第

二
四
号
)
、
六
五
～
七

一
頁
。
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