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並
木
栗
水
の
思
想
（
Ⅰ
）

―
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
の
位
相 

―

望

　月

　髙

　明

一

　
小
論
の
表
題
を
「
並
木
栗
水
の
思
想
」
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
口
に
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
も
、
そ
の
思
想
の
体
質
を
一
義
的
に
規
定

す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
け
て
も
並
木
栗
水
（
一
八
二
八
～
一
九
一
四
）
の
思
想
家
と
し
て
の
生
涯
に
徴
し
た
と

き
、
そ
の
前
期（

１
）
（
ひ
と
ま
ず
朱
子
学
時
代
と
称
す
る
）
と
後
期
（
同
じ
く
朱
子
学
修
正
時
代
と
称
す
る
）
と
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
に

何
ら
か
の
顕
著
な
断
層
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
一
層
そ
う
い
う
こ
と
が
妥
当
す
る
。
彼
は
弱
冠
以
来
、
大
橋
訥
庵
（
一
八
一
六

～
一
八
六
二
）
の
許
で
厳
密
に
資
料
に
即
い
て
朱
子
学
の
精
神
、
並
び
に
そ
の
基
本
的
範
疇
の
究
明
に
従
事
し
て
、
そ
の
学
を
聖
学
の
真

伝
と
ま
で
篤
く
信
じ
て
、
事
実
著
述
等
を
介
し
て
忠
実
に
祖
述
し
て
き
た
。
し
か
る
に
、
多
年
に
わ
た
る
『
周
易
』
へ
の
沈
潜
は
、
栗
水

を
し
て
漸
を
追
う
て
朱
子
の
教
説
に
対
す
る
「
大
疑
」

（
２
）

を
醸
成
せ
し
め
、
か
く
し
て
実
に
齢
七
十
を
越
え
て
自
己
の
学
説
に
大
幅
な
修
正

を
加
え
、
朱
子
学
離
れ
を
演
ず
る
に
至
っ
た
。
か
く
見
来
た
れ
ば
、「
並
木
栗
水
の
思
想
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
転
換
点
を
境
に
し
て
そ

れ
以
前
と
以
後
と
に
お
い
て
は
大
き
な
断
層
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
然
く
「
並
木
栗
水
の
思
想
」
と
言
っ

た
と
き
、
そ
れ
が
一
義
的
に
彼
の
思
想
の
最
後
的
な
結
晶
、
あ
る
い
は
思
想
体
系
（
栗
水
の
学
問
に
お
い
て
そ
う
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
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る
か
、
も
し
く
は
再
構
成
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
）
と
し
て
の
最
後
的
な
完
成
形
態
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以

前
の
立
場
と
い
う
の
は
精
々
最
後
的
な
結
晶
、
あ
る
い
は
最
後
的
な
完
成
形
態
を
準
備
し
た
中
途
的
な
も
の
に
止
ど
ま
る
か
、
あ
る
い
は

最
後
的
な
立
場
か
ら
顧
み
た
と
き
、
自
己
の
既
往
に
棄
揚
包
摂
し
来
た
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
到
達
す
る
ま
で
の
過
渡
的
な
諸
段
階

と
し
て
の
意
味
し
か
担
わ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
小
論
は
栗
水
の
思
想
を
そ
の
最
後
的
な
結
晶
、
完
成
形
態
に
お
い
て
叙
述
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
小
論
の
主
題
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
い
ま
だ
朱
子
学
に
対
し
て
大
疑

0

0

を

抱
く
以
前
の
「
純
然
タ
ル
朱
子
学
ノ
徒
」（
楠
本
碩
水
の
語
）
と
し
て
の
自
覚
に
立
っ
て
い
た
時
期
の
述
作
を
取
り
来
た
っ
て
、
そ
の
起

伏
を
論
じ
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。（
も
っ
と
も
、
栗
水
は
晩
年
に
自
説
に
修
正
を
加
え
た
後
も
、
主
観
的
に
は

0

0

0

0

0

自
己
が
朱
子
学
者
で

あ
る
こ
と
を
疑
っ
た
こ
と
な
ど
毫
も
な
い
）。
そ
の
述
作
と
は
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』（
一
巻
）、
こ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
は
刊
本

で
は
な
く
写
本
で
あ
る
。
右
の
書
は
そ
の
表
題
か
ら
も
容
易
に
予
想
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
宋
儒
周
濂
渓
の
『
太
極
図
説
』
劈
頭
の
「
無
極

而
太
極
」
の
五
字
を
め
ぐ
っ
て
朱
子
と
陸
子
兄
弟
（
兄
の
陸
梭
山
と
弟
の
陸
象
山
）
と
の
間
に
催
起
し
た
論
争
の
起
伏
を
弁
証
す
る
こ
と

を
直
接
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
の
成
立
は
、
そ
の
序
文
の
年
次
に
よ
る
と
明
治
十
八
年
五
月
で
あ
る
。
時
に

栗
水
は
五
十
七
歳
。

　
と
こ
ろ
で
、『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
が
然
く
明
治
十
八
年
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
わ
れ
わ
れ
を
次
の
問
い
へ
と
導
か

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
古
来
論
じ
尽
く
さ
れ
た
感
の
あ
る
存
在
と
根
拠
の
問
題
が
、
明
治
時
代
と
い
う
、
江
戸
時
代
産
の
す
べ

て
の
学
派
が
学
派
と
し
て
の
筋
道
立
っ
た
秩
序
性
を
完
全
に
失
っ
て
最
終
的
に
断
片
的
ス
ク
ラ
ッ
プ
と
化
し
終
わ
っ
た
正
し
く
こ
の
今

に
お
い
て
、
改
め
て
問
題
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
い
か
な
る
事
態
を
含
意
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
、
こ
れ
で
あ
る
。
試
み
に
こ
の
問

い
に
答
え
る
に
、
朱
陸
の
無
極
太
極
論
争
が
栗
水
の
注
意
を
惹
い
た
の
は
、
彼
が
朱
子
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
文
言

を
も
っ
て
し
て
み
よ
う
。
そ
の
言
辞
が
右
の
問
題
に
対
し
て
本
質
的
に
は
何
も
答
え
て
い
な
い
の
に
等
し
い
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で

も
な
い
。
朱
陸
の
論
争
は
既
往
に
催
起
し
た
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
歴
史
的
な
一
つ
の
出
来
事
と
し
て
既
済
の
過
去
の
刻
印
を
帯
び
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
深
い
問
題
の
根
源
は
優
れ
て
今
日
的
な
問
題
と
し
て
、
依
然
そ
の
有
意
味
性
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
そ
れ
は
証

し
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
問
題
が
過
去
の
死
ん
だ
ス
コ
ラ
的
論
議
と
し
て
で
は
な
く
、
喫
緊
な
現
在
的
な
課
題
と
結
び
つ
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い
て
尖
鋭
的
な
形
で
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
の
こ
と
の
究
明
は
明
治
時
代
に
お
い
て
朱
子
学
者
で
あ
る
と
は
、

畢
竟
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
新
た
な
問
題
の
究
明
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
で
あ
ろ
う
。

　
後
述
す
る
ご
と
く
、『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
は
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
い
っ
て
極
め
て
論ポ

レ
ミ
ッ
ク

争
的
な
性
格
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
明
治
十
八
年
に
同
書
が
著
さ
れ
る
と
そ
の
講
友
た
ち
、
崎
門
学
派
の
朱
子
学
者
楠
本
碩
水
（
一
八
三
三
～
一
九
一
六
）、
及
び

吉
村
秋
陽
の
高
弟
の
陽
明
学
者
東
沢
瀉
（
一
八
三
二
～
一
八
九
一
）
が
応
答
し
て
、
三
者
の
間
で
書
簡
を
介
し
て
朱
子
学
と
陸
王
学
の
性

格
規
定
、
評
価
、
あ
る
い
は
そ
の
基
本
的
範
疇
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
論
争
は
明
治
時
代
に
お

け
る
わ
が
国
の
宋
明
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
卜
す
る
試
金
石
と
し
て
の
地
歩
を
占
め
て
い
る
と
と
も
に
、
文
字
通
り
そ
の
論
争
は
日
本
儒
学
史

に
お
け
る
掉
尾
を
飾
る
偉
観
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
上
来
指
摘
し
た
こ
と
は
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
が
成
立
し
た
後
に
生
起
し
た
事
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は

そ
の
思
想
の
流
通
範
囲
を
め
ぐ
る
問
題
に
属
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。（
な
お
、
か
か
る
象
面
に
つ
い
て
は
小
論
と
姉
妹
の
編
を
な
す
「
並

木
栗
水
の
思
想
―
―
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
の
起
伏
―
―
」
な
る
論
文
を
準
備
し
て
主
題
的
に
論
ず
る
予
定
で
あ
る
）。
こ
の
こ
と
の

究
明
が
思
想
的
に
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
価
値
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
飽
く
ま
で
そ
の
後
に
生
起
し
た
出
来
事
と
し
て
、
論
理
的
に
い
っ

て
こ
の
こ
と
の
考
察
に
先
立
っ
て
、『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
そ
れ
自
体
が
検
討
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
初
め
に
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
。
同
書
は
「
朱
陸
太
極
問
答
合
編
序
」（
以
下
、
合
編
序
と
略
称
す
る
）、

「
朱
陸
太
極
問
答
」・「
後
叙
」
の
三
部
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
「
合
編
序
」
は
九
七
七
字
、「
後
叙
」
は
二
六
六
四
字
か
ら
成
っ

て
い
て
と
も
に
長
文
で
あ
る
が
、
後
者
は
と
り
わ
け
そ
う
い
う
観
が
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
事
実
は
判
然
と
何
事
か
を
語
る
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
す
ぐ
上
で
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
が
そ
の
成
立
の
由
来
か
ら
い
っ
て
極
め
て
論ポ

レ
ミ
ッ
ク

争
的
な
性
格
を
色
濃
く
漂

わ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
事
実
、
か
か
る
傾
向
の
一
斑
は
「
合
編
序
」
の
次
の
文
に
徴
し
て
も
容
易
に
観
取
し
得

る
で
あ
ろ
う
。

故
に
朱
陸
の
異
を
弁
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ず
当
に
道
の
本
源
極
処
に
於
い
て
之
を
求
め
、
而
し
て
又
た
講
学
の
得
失
を
以
て
之
を

参
じ
、熟
察
し
て
明
判
す
べ
し
。
則
ち
其
の
孰
れ
か
是
孰
れ
か
非
、孰
れ
か
得
孰
れ
か
失
、孰
れ
か
醇
に
し
て
正
、孰
れ
か
駁
に
し
て
邪
、
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一
々
呈
露
し
て
、
相
揜
わ
ず
。

右
の
文
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
栗
水
に
お
い
て
朱
子
の
思
想
と
象
山
の
そ
れ
と
の
理
解
、
あ
る
い
は
朱
陸
の
異
同
の
弁
証
が
、
直
ち

に
是
非
邪
正
と
い
う
価
値
判
断
と
緊
密
に
絡
み
合
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
則
ち
其
の
孰
れ
か
是
孰
れ
か
非
、
孰
れ
か
得

孰
れ
か
失
…
…
」
と
い
う
件
り
な
ど
は
、
朱
陸
に
対
す
る
栗
水
の
立
場
と
い
う
の
が
、
文
字
通
り
「
あ
れ
か
―
こ
れ
か
」、「
朱
子
か
―
象

山
か
」
と
い
う
鋭
角
的
な
形
で
選
択
を
迫
る
も
の
で
、
両
学
の
習
合
折
衷
な
ど
と
い
う
中
間
領
域
的
な
余
地
な
ど
些
か
た
り
と
も
許
容
し

な
い
底
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
突
き
詰
め
て
言
う
と
、
彼
の
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
は
朱
子
学
の
真
理
性
、
象
山
の
学
の

非
真
理
性
を
弁
証
す
る
た
め
に
執
筆
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
碩
水
が
沢
瀉
宛
の
書
簡
で
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
の
立
場
が
明
の
人
陳
清
瀾
（
一
四
九
七
～
一
五
六
七
）
の
『
学
蔀
通
弁
』

に
依
拠
し
て
そ
の
朱
陸
論
を
展
開
し
て
い
る
の
を
取
り
来
た
っ
て
、
辛
辣
に
批
評
し
て
い
る
一
事
を
指
摘
し
て
も
よ
い
。
な
お
、
左
に
掲

げ
る
碩
水
の
文
を
理
解
す
る
準
備
と
し
て
行
論
上
、
清
瀾
の
『
学
蔀
通
弁
』
の
性
格
に
つ
い
て
若
干
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。『
学
蔀
通
弁
』
総
序
の
「
天
下
学
術
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
学
術
の
患
は
蔀
障
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
近
世
の
学
者
の
、
儒
仏
混

淆
し
て
朱
陸
弁
莫
き
所
以
の
者
は
、
異
説
重
ね
て
之
が
蔀
障
を
為
し
て
、
其
の
底
裏
是
非
の
実
白あ

き

ら
か
な
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
」
と
い
う

文
は
、
同
書
の
述
作
の
意
図
を
圧
縮
し
て
表
現
し
て
い
る
。
清
瀾
の
活
動
し
た
時
期
は
、
王
陽
明
直
伝
の
弟
子
た
ち
の
講
学
活
動
に
よ
る

陽
明
学
の
宣
布
、
そ
の
興
隆
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
折
り
し
も
程
篁
墩
の
『
道
一
編
』
の
成
立
、
続
い
て
そ
の
示
唆
を
得
て
成
っ
た
王
陽

明
の
『
朱
子
晩
年
定
論
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
に
朱
子
学
を
歪
曲
し
て
陸
王
学
に
牽
合
し
よ
う
と
す
る
風
潮
が
高
揚
し
つ

つ
あ
っ
た
。
わ
け
て
も
右
『
道
一
編
』
は
宋
末
か
ら
元
末
明
初
に
か
け
て
脈
々
と
相
承
せ
ら
れ
た
朱
陸
折
衷
論
の
系
譜
の
集
大
成
と
し
て

の
地
位
を
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
清
瀾
の
努
力
と
い
う
の
は
『
道
一
編
』
に
お
い
て
集
中
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
朱
陸
合
一
論

的
な
立
場
を
論
難
し
て
、
朱
子
学
の
本
姿
を
闡
明
す
る
と
こ
ろ
に
傾
注
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
、
そ
の
書
は
そ
の
執
筆
意
図

か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
熾
烈
な
闢
異
意
識
、
是
非
邪
正
の
弁
別
に
急
な
る
の
余
り
、
攻
撃
対
象
へ
の
理
解
が
必
ず
し
も
徹
底
せ
ず
、

議
論
の
た
め
の
議
論
に
陥
っ
て
い
る
弊
を
免
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
沢
瀉
の
「
東
莞
の
学
に
志
す
、
篤
か
ら
ず
と
為
さ
ず
。
而
る
に
其
の

議
論
抑
揚
の
際
、
俚
言
・
野
語
・
誣
う
る
者
、
訐あ

ば

く
者
、
雑
出
し
て
顧
み
ず
。
蓋
し
其
の
学
訓
詁
に
止
ど
ま
っ
て
、
其
の
心
口
舌
の
上
に
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存
す
る
か
。
豈
に
君
子
言
を
慎
し
む
の
旨
な
ら
ん
や
」（『
学
蔀
通
弁
彫
題
』）
と
い
う
批
議
な
ど
は
、
清
瀾
の
そ
う
い
う
傾
向
を
剔
抉
し

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

並
木
氏
朱
陸
太
極
問
答
合
編
一
条
に
付
、
縷
々
御
示
轍
幷
ニ
御
高
見
拝
見
、
一
々
敬
承
仕
候
。
其
道
之
本
源
ニ
就
て
論
弁
有
之
候
ハ
尤

之
事
ニ
奉
存
候
得
共
、
其
主
ト
シ
テ
学
蔀
通
弁
ヲ
尊
信
有
之
候
ハ
、
今
日
ニ
在
テ
ハ
既
ニ
陳
腐
ニ
属
シ
甚
不
面
白
。
其
眼
目
之
不
明
之

処
も
相
見
へ
候
へ
ハ
、
本
源
上
ニ
於
テ
モ
愈
徹
底
相
成
居
候
哉
、
無
覚
束
奉
存
候
。（『
幕
末

維
新

朱
子
学
者
書
簡
集
』
二
三
七
頁
、
楠
本
碩
水

書
簡
、
以
下
、
朱
子
書
と
略
記
す
る
）

碩
水
が
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
、『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
に
お
け
る
陸
学
批
判
の
視
座
が
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
『
学
蔀
通
弁
』
に
依
拠

し
て
い
る
こ
と
は
、「
後
叙
」
に
至
っ
て
そ
の
冪
を
取
っ
て
組
織
的
に
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
果
た
し
て
「
後
叙
」

を
読
む
者
は
、
栗
水
が
『
学
蔀
通
弁
』
の
文
を
引
い
て
そ
の
忠
実
な
祖
述
者
と
し
て
丹
念
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ

ろ
う
。
栗
水
は
「
後
叙
」
に
お
い
て
朱
子
以
後
、
陸
学
を
異
端
―
―
儒
装
し
た
禅
学
と
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
論
難
し
た
資
料
の
中
、
最
も

著
名
な
も
の
と
し
て
羅
整
庵
の
『
困
知
記
』、胡
敬
斎
の
『
居
業
録
』、そ
し
て
『
学
蔀
通
弁
』
の
三
書
に
指
を
屈
し
て
い
る
。
わ
け
て
も
「
中

に
就
い
て
清
瀾
氏
の
書
、
考
据
覈
実
、
剖
析
詳
明
、
象
山
の
遮
蔽
の
蔀
を
抉
開
し
て
、
遁
情
有
る
こ
と
莫
し
」
と
い
う
言
説
は
、
彼
の
『
学

蔀
通
弁
』
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
順
を
語
っ
て
い
る
。（
因
み
に
沢
瀉
は
碩
水
宛
の
書
簡
で
、
右
三
人
の
朱
子
学
者
の
手
に
成
る
異
学
批

判
の
書
三
篇
を
取
り
来
た
っ
て
、
異
議
な
し
と
し
な
い
と
い
っ
て
そ
の
批
判
の
視
座
に
不
満
の
意
を
隠
そ
う
と
し
な
い
。
と
り
わ
け
『
学

蔀
通
弁
』（
及
び
『
求
是
編
』（
憑
貞
白
撰
））
に
対
し
て
は
「
胡
言
乱
説
、
何
ぞ
取
る
に
足
ら
ん
や
」（『
朱
王
合
編
』
四
、
復
楠
本
吉
甫
）

と
、
ほ
と
ん
ど
問
答
無
用
底
に
一
刀
両
断
に
付
し
て
い
て
、
栗
水
の
評
価
と
は
甚
だ
対
蹠
的
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
注
意
を
要

す
る
の
は
、
栗
水
の
か
く
の
ご
と
き
『
学
蔀
通
弁
』
に
対
す
る
信
順
の
念
が
、
彼
の
朱
陸
の
弁
証
の
視
座
を
強
く
規
定
し
て
い
る
事
実
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
来
、
碩
水
が
『
学
蔀
通
弁
』
に
依
拠
し
た
栗
水
の
朱
陸
の
弁
証
を
取
り
来
た
っ
て
、「
今
日
ニ
在
テ
ハ
既
ニ
陳
腐
ニ
属
シ
甚
不
面
白

…
…
」
と
批
議
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
そ
の
文
面
は
間
接
的
な
形
に
お
い
て
朱
子
学
者

0

0

0

0

碩
水
が
『
学
蔀
通
弁
』

に
対
し
て
強
い
不
満
を
漏
ら
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
朱
子
学
の
徒
に
し
て
既
に
然
り
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
多
少
な
り
と
陸
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王
学
に
同
情
を
有
す
る
学
者
が
同
書
に
対
し
て
鋭
い
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
沢
瀉
も
ま
た
そ
う
い
う
中
の
一
人

で
あ
っ
た
。
沢
瀉
は
栗
水
の
編
著
書
を
彼
の
許
に
も
た
ら
し
た
大
橋
路
卿
（
訥
庵
の
実
子
）
の
請
を
容
れ
て
「
書
朱
陸
太
極
問
答
合
編
後
」

を
著
し
た
が
、
そ
の
中
で
清
瀾
の
書
を
取
り
来
た
っ
て
、「
通
弁
の
一
書
に
至
っ
て
は
、
誣
罔
杜
撰
に
し
て
、
忌
憚
す
る
所
無
し
。
李
穆

堂
通
弁
弁
を
著
し
て
一
一
之
を
駁
せ
り
。
無
知
陳
建
殆
ど
完
膚
無
し
」（『
沢
瀉
雑
稿
』
中
）
と
、
口
を
極
め
て
峻
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
、
彼
は
上
の
文
に
続
け
て
清
瀾
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
も
「
彼
已
氏
（
こ
の
三
字
読
解
不
能
）
立
心
正
し
か
ら
ず
、
著
書
も
亦
た
権

貴
に
逢
迎
す
る
の
意
に
在
り
」（
同
上
）
と
評
し
て
、そ
の
為
め
に
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
執
筆
意
図
に
つ
い
て
辛
辣
な
批
判
を
向
け
て
い
る
。

（
な
お
、
す
ぐ
前
で
そ
の
文
の
一
部
に
関
説
し
た
ご
と
く
、
沢
瀉
に
は
そ
の
他
『
学
蔀
通
弁
』
を
直
接
主
題
に
上
せ
た
『
学
蔀
通
弁
彫
題
』

な
る
専
著
が
存
す
る
。
こ
の
書
は
彼
の
二
十
五
歳
の
少
壮
時
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
学
蔀
通
弁
』
の
全
体
に
わ
た
っ
て
加
え
ら
れ

た
論
評
は
、
同
書
の
難
点
を
犀
利
に
衝
い
て
い
て
彼
の
見
識
の
高
さ
を
窺
う
に
足
る
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
清
瀾
の
『
学
蔀
通
弁
』
が
碩
水
や
沢
瀉
の
指
摘
す
る
ご
と
く
種
々
の
難
点
を
有
す
る
問プ

ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク題
の
書
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
同
書
に
そ
の
批
判
の
視
座
を
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
栗
水
の
朱
陸
論
と
い
う
の
は
、
結
局
根
柢
を
欠
い
た
非
常
に
不
安
定
な
も

の
に
な
る
の
を
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
講
友
た
ち
の
一
拶
、
か
か
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
挑
戦
（
既
に
指
摘
し

た
ご
と
く
、
碩
水
は
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
を
取
り
来
た
っ
て
、
率
直
に
「
今
日
ニ
在
リ
テ
ハ
既
ニ
陳
腐
ニ
属
シ
甚
不
面
白
」
と
言
っ

て
、
そ
の
論
議
の
手
法
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
沢
瀉
は
上
掲
の
文
に
続
け
て
「
豈
に
援
き
て
以
て
証
と
為
さ
ん
や
」
と

言
っ
て
、
そ
の
方
法
論
的
意
図
の
脆
弱
性
を
衝
い
て
い
る
）
に
対
し
て
、
栗
水
は
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
態
か
く
の

ご
と
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
論
調
が
論ポ

レ
ミ
ッ
ク

争
的
な
も
の
に
な
る
の
は
そ
の
趨
勢
か
ら
い
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
以

上
の
叙
述
か
ら
「
合
編
序
」
及
び
「
後
叙
」
の
二
文
が
、そ
の
書
に
単
に
形
式
的
に
間
に
合
わ
せ
で
附
載
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
凡
そ
異
な
っ

て
、
そ
れ
自
体
が
一
篇
の
資
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
に
お
い
て
朱
陸
の
弁
証
を
行
じ
て
い
る
の
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
れ
ば
足
り
る
。

　
次
に
本
論
と
も
い
う
べ
き
「
朱
陸
太
極
問
答
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
し
よ
う
。
右
「
問
答
」
は
『
朱
子
文
集
』
三
十
六
か
ら
朱
子
の
「
答

陸
子
美
」
書
、「
答
陸
子
静
」
書
を
そ
れ
ぞ
れ
三
書
、
ま
た
『
陸
象
山
全
集
』
二
か
ら
象
山
の
「
与
朱
元
晦
」
書
を
や
は
り
三
書
抽
出
し
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て
い
て
、
都
合
九
書
簡
で
も
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
栗
水
が
朱
子
並
び
に
象
山
の
膨
大
な
書
簡
中
か
ら
九
書
簡
を
抽
出

し
て
、
時
系
列
に
従
い
年
代
順
に
配
列
し
て
一
書
と
成
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
彼
自
身
の
高
度
に
目
的
意
識
的
な
態
度
に
貫
か
れ
た
も

の
で
、
無
雑
作
に
選
択
が
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
首
肯
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
抽
出
し
た
書
簡
は
わ
ず
か
に

九
書
に
止
ど
ま
る
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
書
簡
が
濂
渓
の
『
太
極
図
説
』
劈
頭
の
「
無
極
而
太
極
」
の
五
字
を
め
ぐ
っ
て
、
朱
子
と
陸
子
兄

弟
と
の
間
で
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
催
起
し
た
論
争
の
起
伏
を
最
も
よ
く
伝
え
る
中
心
的
な
資
料
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
思
い
を
致
し

た
な
ら
ば
、
思
い
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
栗
水
が
自
ら
の
編
著
書
を
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
と
命
名
し
た
所
以
も
、

右
の
ご
と
き
事
情
に
由
来
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ひ
と
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
上
来
述
べ
た
「
朱
陸
太
極
問
答
」
の
構
成
そ

れ
自
体
が
雄
弁
に
栗
水
の
方
法
論
的
意
図
と
い
う
も
の
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
。

　
も
っ
と
も
、「
朱
陸
太
極
問
答
」は
朱
子
及
び
陸
子
兄
弟
の
九
書
簡
の
単
な
る

0

0

0

羅
列
に
尽
き
る
も
の
で
は
固
よ
り
な
い
。
こ
の
こ
と
は『
朱

陸
太
極
問
答
合
編
』
に
直
接
就
い
て
見
れ
ば
直
ち
に
判
然
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
右
問
答
の
本
文
の
上
欄
に
九
書
簡
全
部
に
わ

た
っ
て
端
正
な
小
文
字
で
栗
水
の
コ
メ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
一
事
は
、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
（
以
後
、
わ
れ
わ
れ
は
「
合

編
序
」
の
表
現
に
倣
っ
て
彼
の
コ
メ
ン
ト
を
「
私
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）。
な
お
、
こ
れ
は
私
の
単
な
る
推
測
に
す
ぎ
ず
、
場
合
に

よ
っ
て
は
奇
矯
な
言
辞
を
弄
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
丹
念
な
「
私
説
」
は
、「
合
編
序
」
や
「
後
叙
」
と

は
ひ
と
ま
ず
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
を
構
成
し
て
い
る
三
つ
の
文
は
、
い
か
に

も
栗
水
が
書
斎
裡
に
お
い
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
形
で
自
己
の
思
索
を
結
晶
化
さ
せ
た
も
の
に
相
違
な
い
が
（
も
っ
と
も
、
か
く
言
っ
て
も
そ

の
文
の
原
型
が
螟
蛉
塾
に
お
け
る
門
人
た
ち
に
対
す
る
講
義
・
講
論
を
介
し
て
構
想
せ
ら
れ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
固
よ
り
な

い
）、
そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
「
私
説
」
は
些
か
そ
の
成
立
の
由
来
を
異
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
つ
の
文
は
と
も
に
朱
陸

の
弁
証
と
い
う
同
じ
一
つ
の
事
態
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
そ
の
時
間
的
様
態
に
お
い
て
は
判
然
と
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
説
」

は
朱
子
と
陸
子
兄
弟
と
の
無
極
太
極
論
争
の
直
中
（
象
山
側
の
資
料
に
よ
る
と
、梭
山
の
後
を
承
け
て
「
無
極
而
太
極
」
の
五
字
を
め
ぐ
っ

て
象
山
と
朱
子
と
の
間
に
論
争
の
口
火
が
切
ら
れ
た
の
は
時
に
淳
熈
十
四
年
（
一
一
八
七
）、朱
子
五
十
八
歳
、象
山
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
）

に
お
い
て
、栗
水
自
ら
そ
の
論
争
に
介
入
し
て
な
さ
れ
た
当
処
即
応
の
批
評
と
い
う
概
が
あ
る
。
事
態
か
く
の
ご
と
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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そ
の
時
間
的
様
態
は
ひ
と
ま
ず
「
現
在
」
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
他
の
二
文
は
栗
水
が
朱
陸
の
論
争
の
現
場
か

ら
身
を
引
い
て
、
明
治
十
年
代
に
立
ち
返
っ
て
物
し
た
述
作
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
時
間
的
様
態
に
お
い
て
は
未
来
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。（
淳
熈
年
間
に
催
起
し
た
朱
陸
の
論
争
を
「
現
在
」
と
規
定
す
る
と
、明
治
十
八
年
に
成
立
し
た
「
合
編
序
」
及
び
「
後

叙
」
の
時
間
的
様
態
は
当
然
未
来
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
）。

　
ま
た
、「
私
説
」
は
い
わ
ゆ
る
割
注
の
変
形
、
あ
る
い
は
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
と
も
本
質

的
に
異
な
っ
て
い
る
。「
私
説
」
の
時
間
的
様
態
が
現
在
的
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
強
い
て
類
似
を
求
め
る
な
ら
ば
、
芝
居
の
「
掛
け

声
」
に
似
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。「
舞
台
上
で
現
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
芝
居
に
向
か
っ
て
、
現
に
そ
れ
を
観
て
い
る
観
客
が
当
処
即
席

に
や
じ
や
合
の
手
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
舞
台
上
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
出
来
事
に
直
接
介
入
す
る
」（
上
田
閑
照
氏
著
『
禅
仏
教
　

根
源
的
人
間
』。
因
み
に
小
論
が
栗
水
の
「
私
説
」
を
芝
居
の
掛
け
声
と
捉
え
る
着
想
は
、
こ
れ
を
上
田
氏
が
同
書
の
第
三
章
「
対
話
と
禅

問
答
」
に
お
い
て
、
禅
の
著
語
や
拈
弄
と
い
う
独
特
の
形
式
を
芝
居
の
野
次
に
譬
え
て
い
る
こ
と
か
ら
得
て
い
る
）。
そ
の
場
合
、
観
客

の
側
か
ら
舞
台
上
の
役
者
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る
掛
け
声
の
種
類
は
、
芝
居
の
出
来
不
出
来
に
応
じ
て
時
に
は
野
次
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
罵
倒
の
声
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
あ
る
時
は
激
励
で
あ
っ
た
り
、
賞
讃
で
あ
っ
た
り
、
感
嘆
の
声
で
あ
っ
た
り
…
…
と
、
当
然
区
々

で
あ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
果
た
せ
る
か
な
、
わ
れ
わ
れ
が
「
私
説
」
に
直
接
即
い
た
と
き
、
か
か
る
消
息
、
そ
の
種
々
相

を
そ
こ
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
私
説
」
が
芝
居
の
掛
け
声
に
比
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
は
栗
水
の
能
力
・

力
量
が
そ
の
一
処
に
お
い
て
即
今
現
在
に
最
も
端
的
に
問
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
ぐ
上
で
「
朱
陸
太
極
問
答
」
の
構
成
を
め

ぐ
っ
て
指
摘
し
た
栗
水
自
身
の
高
度
に
目
的
意
識
的
な
態
度
、
あ
る
い
は
方
法
論
的
意
図
と
い
う
の
は
、「
私
説
」
を
検
討
す
る
こ
と
を

通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
止
ど
ま
ら
な
い
で
、
九
書
簡
を
抽
出
し
て
一
篇
と
成
し
た
「
朱
陸
太
極

問
答
」
が
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
の
本
論
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
事
実
に
徴
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
緊
密
に
対
応
す
る
栗
水
の
「
私

説
」
が
同
様
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
は
改
め
て
喋
喋
を
要
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
朱
陸
の
無
極
太
極
論
争
に
係
る
栗
水
的
理
解

と
い
う
の
は
、「
朱
陸
太
極
問
答
」
に
附
載
す
る
「
私
説
」
を
直
接
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
そ
の
実
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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二

　
上
来
、『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
を
取
り
来
た
っ
て
、
そ
の
構
成
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
些
か
関
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
書
に

立
ち
入
る
準
備
と
し
て
、
こ
こ
で
栗
水
の
学
問
か
ら
観
取
し
得
る
一
の
傾
向
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
、
彼
の
学
問
の
性
格
を
占

う
上
に
お
い
て
意
味
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
栗
水
の
主
著
と
目
さ
れ
る
述
作
を
成
立
順
に
あ
げ
て
み
る
と
、
凡
そ
次
の
ご
と

く
で
あ
る
。
な
お
、括
弧
内
の
数
字
は
そ
の
書
の
成
立
年
を
表
わ
す
。
す
な
わ
ち
、（
１
）『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』（
明
治
十
八
年
五
月
）、（
２
）

『
増
補
周
易
私
断
』（
明
治
三
十
年
三
月
）、（
３
）『
宋
学
源
流
質
疑
』（
明
治
三
十
六
年
五
月
）。
わ
れ
わ
れ
が
然
く
栗
水
の
主
著
と
考
え

ら
れ
る
述
作
を
成
立
順
に
列
挙
し
て
想
到
す
る
の
は
―
―
固
よ
り
そ
れ
は
途
中
の
論
証
を
一
切
抜
き
に
し
た
結
論
の
先
取
り
を
出
な
い

も
の
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
―
―
、
彼
の
関
心
の
力
点
が
主
と
し
て
太
極
・
理
・
気
…
…
な
ど
、
朱
子
学
の
存
在
論
・
形
而
上
学
的
な
象
面

に
集
注
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
栗
水
に
は
朱
子
学
の
実
践
論
（
あ
る
い
は
人
間
学
）
の
要
諦
を
な
し
て
い
る

「
性
」
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
た
述
作
（「
性
論
」）
や
、
義
と
利
と
を
即
自
的
に
（
無
媒
介
に
）
結
合
さ
せ
て
世
俗
に
迎
合
す
る
時
潮

に
棹
さ
し
て
、
両
者
の
峻
別
を
説
い
た
『
義
利
合
一
論
弁
解
』
な
ど
の
著
書
が
存
す
る
の
に
徴
す
る
と
、
彼
が
広
義
に
お
け
る
実
践
論
・

倫
理
学
の
領
域
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
固
よ
り
な
い
。
こ
れ
は
儒
学
の
徒
と
し
て
は
蓋
し
当
然
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
栗

水
の
関
心
が
朱
子
学
を
構
成
す
る
要
素
の
う
ち
、
太
極
・
理
・
気
・
性
・
命
…
…
な
ど
、
存
在
論
・
倫
理
学
の
領
域
に
跨
っ
た
最
も
基
礎

的
な
理
論
的
・
実
践
的
原
理
に
集
注
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
、
事
態
と
し
て
は
あ
る
い
は
一
層
正
確
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
学
問
に
お
け
る
主
た
る
関
心
が
朱
子
学
の
そ
の
他
の
領
域
（
例
え
ば
古
典
注
釈
学
、
歴
史
学
、
あ
る
い
は
礼
学

…
…
な
ど
）
に
お
い
て
で
は
な
く
、
存
在
論
・
形
而
上
学
的
な
象
面
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
右
に
そ
の
名
を
あ
げ
た
栗
水
の
主
著

に
徴
し
た
な
ら
ば
、
容
易
に
首
肯
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
行
論
上
、
以
下
に
そ
れ
ら
の
述
作
の
性
格
・
特
徴
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
ざ
っ

と
デ
ッ
サ
ン
し
て
み
る
と
し
よ
う
。
も
っ
と
も
、
か
く
論
ず
る
に
至
っ
て
、
あ
る
い
は
人
は
わ
れ
わ
れ
が
直
接
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』

に
就
か
な
い
で
、
周
辺
の
副
次
的
な
問
題
に
向
か
う
の
を
不
審
に
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
些
か
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
釈
明
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し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
由
来
、
栗
水
を
知
る
者
は
稀
で
あ
る
。
小
論
が
然
く
企
図
す
る
所
以
の
一
斑
は
、
栗
水
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、

ど
う
い
う
志
を
抱
い
て
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
を
生
き
た
の
か
、
ま
た
い
か
な
る
著
述
が
あ
っ
て
何
を
な
し
た
の
か
（
あ
る
い
は
何
を
な

さ
な
か
っ
た
の
か
）、
わ
れ
わ
れ
が
ほ
と
ん
ど
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
事
情
に
由
来
し
て
い
る
。
な
お
、
上
来
も
そ

の
一
斑
に
つ
い
て
は
指
摘
し
た
こ
と
で
些
か
重
複
を
免
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
日
、
栗
水
の
名
前
を
聞
い
て
（
１
）
彼
が
幕
末
の
思
想
界
に

そ
の
偉
才
を
謳
わ
れ
た
朱
子
学
派
の
代
表
的
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
大
橋
訥
庵
の
高
弟
と
し
て
そ
の
衣
鉢
を
継
い
だ
学
者
で
あ
る
こ
と
―
―

そ
の
成
果
は
、
直
接
に
は
訥
庵
の
未
完
の
遺
作
『
周
易
私
断
』
を
訂
正
増
補
し
て
こ
れ
を
続
成
し
た
『
増
補
周
易
私
断
』
と
し
て
結
晶
し

て
い
る
―
―
、（
２
）
栗
水
が
明
治
十
八
年
に
著
し
た
『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
に
対
し
て
、
そ
の
講
友
の
碩
水
及
び
沢
瀉
が
応
答
し
て
、

三
者
の
間
で
朱
子
学
と
陽
明
学
の
性
格
規
定
、
あ
る
い
は
そ
の
基
本
的
範
疇
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は

明
治
時
代
に
お
け
る
わ
が
国
の
宋
明
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
卜
す
る
試
金
石
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
、（
３
）
あ
る
い
は
弱
冠
以

来
、
朱
子
学
に
従
事
し
て
聖
賢
の
真
伝
と
ま
で
篤
く
信
じ
て
忠
実
に
そ
の
学
を
祖
述
し
て
き
た
栗
水
が
、
多
年
『
周
易
』
に
沈
潜
し
た
結

果
、
朱
子
学
に
対
し
て
大
疑

0

0

を
抱
き
、
齢
七
十
を
越
え
て
『
宋
学
源
流
質
疑
』
を
著
し
て
自
己
の
学
説
に
大
幅
な
修
正
を
加
え
て
朱
子
学

離
れ
を
演
ず
る
に
至
っ
た
こ
と
…
…
等
々
を
知
る
者
は
、
よ
ほ
ど
の
専
家
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
叙
上
の
三
つ
は
い
ず
れ

も
彼
の
思
想
に
直
接
係
る
最
も
高
度
に
自
覚
的
で
、
か
つ
抽
象
的
な
領
域
に
属
す
る
事
柄
だ
け
に
、
あ
る
い
は
事
情
已
む
を
得
な
い
か
も

知
れ
ぬ
。
そ
れ
で
は
、
次
に
彼
の
生
の
一
層
具
体
面
に
即
す
る
事
柄
を
指
摘
し
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。（
４
）
そ
の
師
訥
庵
の
生
が

優
れ
て
政
治
的
で
あ
っ
た
の
と
は
対
蹠
的
に
、
栗
水
は
夙
に
官
途
に
意
を
絶
ち
、
山
田
に
退
去
し
て
茅
屋
を
水
竹
の
間
に
構
え
、
終
生
簡

素
な
生
活
に
甘
ん
じ
た
。
も
う
少
し
肉
付
け
し
て
述
べ
る
と
、
彼
は
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
に
か
け
て
北
総
香
取
郡
古
賀
村
御
所
台
（
現

千
葉
県
香
取
郡
多
古
町
）
に
お
い
て
螟
蛉
塾
を
主
宰
し
、
読
書
講
学
と
郷
党
子
弟
の
育
英
と
に
従
事
し
て
、
門
下
か
ら
幾
多
の
人
材
を
輩

出
し
た
の
だ
っ
た
。
因
み
に
そ
の
姓
名
の
一
斑
を
あ
げ
る
と
、
寺
島
直
（
大
審
院
判
事
）、
鈴
木
隆
、
林
泰
輔
（
文
学
博
士
）、
土
屋
秀
立
、

川
田
鷹
夫
、
大
橋
義
三
（
訥
庵
の
実
子
）、
菊
池
三
郎
、
松
平
良
郎
、
五
十
嵐
敬
止
（
貴
族
院
議
員
）、
菅
澤
重
雄
（
衆
議
院
議
員
・
貴
族

院
議
員
）
…
…
等
は
、
最
も
世
に
著
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
栗
水
の
そ
の
簡
素
な
生
は
、
門
生
塚
本
柳
斎
の
表
現
を
借
り
る
と
凡
そ
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
先
生
世
態
変
遷
、
人
心
推
移
の
際
に
遭
遇
し
て
、
超
然
と
し
て
肥
遯
す
。
僻
陬
の
地
・
蕭
条
の
浜
に
在
り
て
、
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優
游
と
し
て
道
を
楽
し
む
。
毀
誉
も
移
す
能
わ
ず
、得
喪
も
奪
う
能
わ
ず
。
是
く
の
如
き
者
前
後
六
十
年
な
り
」（「
並
木
栗
水
先
生
伝
」）。

栗
水
の
史
的
地
位
は
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
を
生
き
な
が
ら
、
例
外
者=

前
時
代
の
思
想
や
学
問
の
保
持
者
と
し
て
、
近
代
に
在
り

な
が
ら
前
近
代
を
標
榜
す
る
と
い
う
背
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
柳
斎
の
そ
の
文
面
は
、
一
見
す
る
と
栗
水
の
明
治
以
後
の
生
が
比
較
的

閑
雅
な
穏
や
か
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
背
後
に
存
す
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
現
実
を
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
覆
っ
て
し

ま
う
。
だ
が
事
実
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
ま
ず
（
４
）
に
限
っ
て
言
っ
て
も
、
然
く
わ
ず
か
数
百
字
の
表
現
を
取
っ

て
形
容
し
得
る
と
こ
ろ
の
栗
水
の
生
が
指
し
示
し
て
い
る
原
本
の
事
実
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
本
当
に
は
分
か
ら
な
い
時

代
を
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
Ｅ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
の
著
名
な
著
書
の
表

題
を
借
り
て
い
え
ば
、
栗
水
は
い
か
に
も
「
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
上
来
の
簡
単
な
叙
述
が
示
唆
し
て
い
る
ご
と
く
、

そ
れ
は
二
乗
化
せ
ら
れ
た
意
味
に
お
い
て
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
栗
水
が
没
し
た
の
は
大
正
三
年
七
月
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
時
代
は
な
お
近
く
、
彼
の
著
作
原
稿
、
親
筆
の
書
簡
類
、
そ
の
他
…
…
等
々
多
数
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
資
料

は
並
木
栗
水
と
は
何
者
で
あ
る
か（
何
者
で
あ
っ
た
か
）を
油
然
と
語
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
、私
は
信
じ
た
い
。
こ
の
場
合
問
題
な
の
は
、

わ
れ
わ
れ
が
資
料
を
介
し
て
そ
の
声
（
声
と
い
っ
た
が
固
よ
り
そ
れ
は
比
喩
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
並
木
栗
水
の
当
体
と
い
っ

て
も
よ
い
）
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
無
論
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
が
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き

た
な
ど
と
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
私
は
栗
水
の
資
料
に
沈
潜
し
て
そ
の
奥
か
ら
呼
び
か
け
て
く
る
あ
る
声
を
聴

き
た
い
と
庶
幾
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
小
論
は
そ
の
意
図
の
み
壮
大
で
し
か
も
実
質
の
伴
わ
ぬ
、
そ
う
い
う
貧
し
い
試

み
に
他
な
ら
な
い
。

　（
１
）『
朱
陸
太
極
問
答
合
編
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
究
明
が
小
論
の
直
接
の
主
題
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
既
に
そ
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
若

干
の
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。（
２
）『
増
補
周
易
私
断
』（
十
一
巻
）
は
栗
水
の
述
作
中
に
お
い

て
最
も
大
部
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
書
は
単
に
浩
瀚
な
著
述
と
い
う
に
止
ど
ま
ら
な
い
。
高
弟
の
林
泰
輔
博
士
は
そ
の
「
宋
学

源
流
質
疑
序
」
に
お
い
て
、『
増
補
周
易
私
断
』
が
栗
水
畢
生
の
精
力
を
傾
注
し
て
成
っ
た
述
作
で
、
そ
の
学
術
の
全
体
像
を
知
る
に
は

同
書
を
繙
読
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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今
竊
か
に
斯
の
編
（『
宋
学
源
流
質
疑
』
を
指
す
）
を
読
み
、
程
朱
と
濂
渓
と
、
其
の
説
同
じ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
而
し
て
先
生
は
専

ら
濂
渓
を
主
と
す
。
剖
析
精
微
此
こ
に
至
り
、
始
め
て
以
て
宋
学
源
流
の
得
失
を
論
ず
べ
し
。
然
り
と
雖
も
是
れ
先
生
に
在
り
て
は
特

だ
吉
光
片
羽
の
み
。
若
し
先
生
の
学
術
の
大
全
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
増
補
周
易
私
断
の
一
書
在
り
。
此
れ
其
の
畢
生
精
力
の

注
す
る
所
、
尤
も
以
て
読
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

私
は
曩
に
小
論
の
劈
頭
に
お
い
て
『
宋
学
源
流
質
疑
』
が
晩
年
の
栗
水
の
学
問
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
同
書
に
お
い
て
彼

の
朱
子
学
離
れ
が
最
も
組
織
的
に
論
理
化
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（（
注
１
）
参
照
）。
し
か
る
に
、右
の
林
博
士
の
言
説
は
『
宋

学
源
流
質
疑
』
が
宋
学
の
真
機
に
触
れ
た
す
ぐ
れ
た
述
作
で
あ
る
こ
と
を
首
肯
し
つ
つ
も
、
同
書
が
飽
く
ま
で
栗
水
問
学
の
片
鱗
を
窺
う

に
足
る
に
止
ど
ま
っ
て
そ
の
全
豹
を
尽
く
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
指
摘
は
栗
水
の
学
問
の
規
模
を
画
定
し
よ
う

と
す
る
者
に
と
っ
て
は
甚
だ
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
も
っ
と
も
、
栗
水
畢
生
の
精
力
を
傾
注
し
た
と
こ
ろ
の
『
増
補
周
易
私
断
』
の
成
立
の
由
来
は
、
彼
の
そ
の
他
の
述
作
と
は
些
か
事
情

を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
書
は
栗
水
の
師
―
―
楠
本
端
山
を
し
て「
只
今
都
下
ニ
而
道
徳
性
命
の
学
第
一
者は

大
橋
順
蔵
ニ
而
可
有
之
」（『
朱

子
書
』
五
九
頁
）
と
言
わ
し
め
た
、幕
末
の
思
想
界
に
そ
の
偉
才
を
謳
わ
れ
た
代
表
的
な
朱
子
学
者
―
―
の
大
橋
訥
庵
の
未
完
の
遺
作
『
周

易
私
断
』
を
訂
正
増
補
し
て
こ
れ
を
続
成
し
た
労
作
で
あ
る
。
栗
水
は
実
に
訥
庵
朱
子
学
を
継
い
だ
学
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
と

同
時
代
の
錚
々
た
る
学
者
た
ち
が
然
く
目
し
て
い
た
に
止
ど
ま
ら
な
い
で
、
何
よ
り
栗
水
自
身
が
そ
の
こ
と
を
強
く
自
任
し
て
い
た
節
が

あ
る
。
か
か
る
消
息
は
例
え
ば
碩
水
に
宛
て
た
書
簡
中
の
「
先
師
精
神
命
脈
ノ
存
ス
ル
所
ハ
著
書
ニ
ア
リ
。
僕
因
リ
テ
先
師
ノ
著
書
ヲ
相

続
シ
テ
、
聊
以
テ
教
育
ノ
深
恩
ニ
報
セ
ン
ト
ス
。
是
レ
区
々
ノ
志
也
」（『
栗
水
問
答
』、
写
本
）
と
い
う
言
説
に
圧
縮
し
て
表
明
せ
ら
れ

て
い
る
。
右
の
文
面
は
一
見
す
る
と
、直
接
に
は
訥
庵
の
未
完
の
遺
作
『
周
易
私
断
』
の
続
成
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
結
果
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

い
か
に
も
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
結
果
と
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
よ
う
に
一
義
的
に
限
定
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
言
説
は
も
っ
と
広
く
訥
庵
朱
子
学
の
精
神
を
著
述
を
介

し
て
継
承
し
よ
う
と
す
る
彼
の
強
い
意
気
込
み
を
告
白
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
訥
庵
が
夙
に
『
周
易
』
に
対
し
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
有
し
て
造
詣
の
深
か
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
冬
、『
御
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纂
周
易
術
義
』（
十
巻
）
に
校
点
を
施
し
、
思
誠
塾
蔵
版
と
し
て
上
梓
し
た
一
事
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
時
に
訥
庵
三
十
歳
。

な
お
、
ひ
と
ま
ず
直
接
に
は
易
書
の
刊
行
と
い
う
一
事
を
介
し
て
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
彼
の
『
周
易
』
に
対
す
る
関
心
が
、
い
か
な

る
思
想
的
伝
統
を
そ
の
後
景
に
負
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、後
に
触
れ
る
機
会
が
あ
ろ
う
。
栗
水
の
「
増
補
周
易
私
断
序
」

及
び
そ
の
他
の
叙
述
に
よ
る
と
、
訥
庵
の
易
説
の
講
義
は
既
に
彼
の
在
塾
中
に
開
講
さ
れ
て
い
て
（
因
み
に
栗
水
の
在
塾
期
間
は
嘉
永

三
年
（
一
八
五
○
）
春
か
ら
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
至
る
足
掛
け
七
年
間
）、
そ
の
時
の
講
義
が
原
型
に
な
っ
て
後
に
『
周
易
私
断
』

の
稿
本
が
作
ら
れ
た
ら
し
い
。
も
っ
と
も
、訥
庵
の
講
義
は
『
周
易
』
の
全
体
に
わ
た
る
周
到
な
も
の
で
は
な
く
、「
无
妄
」
の
卦
（『
周
易
』

上
経
）
に
止
ど
ま
る
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
巻
数
で
い
え
ば
凡
て
四
巻
。
栗
水
に
よ
れ
ば
、
巻
首
一
巻
と
本
経
二
巻
は
彼
が
在
塾
中

に
写
録
し
た
も
の
、他
の
一
巻
は
訥
庵
の
没
後
に
養
嗣
子
大
橋
陶
庵
が
写
録
し
た
も
の
と
い
う
。
栗
水
の
「
其
の
体
例
未
だ
斉
整
な
ら
ず
、

或
い
は
国
字
も
て
之
を
記
す
こ
と
有
る
者
は
、
未
定
の
稿
本
を
以
て
な
り
。
嗚
呼
、
先
師
学
博
く
識
明
ら
か
、
将
に
此
の
書
を
作
為
し
て

以
て
後
学
を
啓
発
せ
ん
と
す
る
に
、不
幸
に
し
て
天
寿
を
仮
さ
ず
、其
の
功
纔
か
に
茲
に
止
ど
ま
る
。
遺
憾
勝
げ
て
言
う
べ
け
ん
や
」（「
増

補
周
易
私
断
序
」）
と
い
う
文
面
は
、
訥
庵
の
『
周
易
私
断
』
が
未
完
の
書
に
終
わ
っ
た
経
緯
を
簡
潔
な
筆
致
で
伝
え
て
い
て
情
理
を
尽

く
し
て
い
る
。
因
み
に
そ
の
文
面
は
、
そ
の
要
因
が
係
っ
て
幕
末
開
国
期
の
「
疾
風
勁
草
之
時
」（
訥
庵
の
語
）
に
際
会
し
て
政
治
的
傾

斜
を
加
速
さ
せ
た
訥
庵
を
突
然
襲
っ
た
非
業
の
死
に
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
事
情
か
く
の
ご
と
き
で
あ
る
か
ら
、
栗
水
が
そ
の
後
を

継
い
で
続
成
し
た
の
は
上
経
「
大
畜
」
の
卦
よ
り
以
下
、下
経
「
未
済
」
に
至
る
三
巻
、及
び
十
翼
（「
彖
伝
」
上
下
、「
象
伝
」
上
下
、「
繫

辞
伝
」
上
下
、「
文
言
伝
」、「
説
卦
伝
」、「
序
卦
伝
」、「
雑
卦
伝
」）
の
四
巻
。
訥
庵
の
四
巻
と
合
わ
せ
て
凡
て
十
一
巻
。
た
だ
し
、
大
正

十
一
年
九
月
に
上
梓
せ
ら
れ
た
『
増
補
周
易
私
断
』
は
巻
首
及
び
上
経
・
下
経
の
七
巻
（
六
冊
）
に
止
ど
ま
っ
て
、
十
翼
の
四
巻
を
欠
い

て
い
る
。
因
み
に
同
書
の
巻
頭
を
飾
る
「
増
補
周
易
私
断
序
」
は
碩
水
の
作
で
、
そ
の
墨
蹟
の
ま
ま
を
印
刷
に
付
し
て
い
る
。

　
訥
庵
及
び
そ
の
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
『
周
易
私
断
』
述
作
の
意
図
と
い
う
の
は
、
栗
水
が
そ
の
序
文
劈
頭
に
引
く
訥
庵
の
文
か
ら
観
取

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
書
及
び
其
の
他
の
経
義
は
、
固
よ
り
当
に
程
朱
を
以
て
断
と
為
す
べ
し
。
惟
だ
易
は
程
子
は
義
理
を
主
と
し
、
朱
子
は
占
卜
を
主
と

し
て
、
各
お
の
一
偏
に
偏
れ
り
。
且
つ
其
の
書
も
亦
た
闕
略
有
れ
ば
、
則
ち
専
ら
二
子
を
遵
守
す
る
を
得
ず
。
而
し
て
後
来
の
諸
儒
発
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明
極
め
て
多
し
。
学
者
宜
し
く
之
を
参
酌
す
べ
し
。
是
れ
私
断
の
著
有
る
所
以
な
り
。（
同
上
）

右
の
文
に
徴
す
る
と
、訥
庵
の
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
朱
子
の
古
典
注
釈
学
の
う
ち
、四
書
集
注
や
そ
の
他
の
注
釈
書
（
例
え
ば
『
詩
集
伝
』

な
ど
）
と
、『
周
易
』
の
そ
れ
（
朱
子
の
『
周
易
』
に
関
す
る
述
作
に
は
『
周
易
本
義
』（
四
巻
）、
他
に
同
書
の
象
数
的
側
面
を
明
ら
か

に
し
た
『
易
学
啓
蒙
』（
四
巻
）
が
存
す
る
）
と
で
は
、
些
か
そ
の
評
価
に
抑
揚
が
あ
っ
て
史
的
位
置
付
け
が
異
な
っ
て
い
た
。

　
儒
教
の
経
典
の
首
で
あ
る
『
周
易
』
に
対
す
る
関
心
は
宋
代
に
至
っ
て
一
層
の
高
ま
り
を
見
せ
た
が
、
そ
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

深
奥
な
哲
理
は
、
宋
人
の
世
界
観
・
人
生
観
か
ら
処
世
術
に
至
る
ま
で
広
範
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
事
実
、
数
多
く
の
特
色
あ
る
思

想
家
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
独
自
の
す
ぐ
れ
た
述
作
を
物
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
一
斑
を
示
す
と
、
曰
く
『
皇
極
経
世
書
』（
邵

康
節
）、
曰
く
『
易
童
子
問
』（
欧
陽
脩
）、
曰
く
『
易
説
』（
司
馬
光
）、
曰
く
『
横
渠
易
説
』（
張
横
渠
）、
曰
く
『
蘇
氏
易
伝
』（
蘇
東
坡
）、

曰
く
『
漢
上
易
伝
』（
朱
震
）、
曰
く
『
誠
斎
易
伝
』（
楊
万
里
）、
曰
く
『
南
軒
易
説
』（
張
南
軒
）、
曰
く
『
易
説
』（
呂
伯
恭
）、
ま
た
曰

く
「
楊
氏
易
伝
』（
楊
慈
湖
）、
そ
の
他
…
…
等
々
。
そ
の
中
で
も
義
理
の
立
場
か
ら
『
周
易
』
を
解
釈
し
た
伊
川
の
『
易
伝
』（
四
巻
）、

占
筮
と
い
う『
周
易
』の
原
初
の
姿
に
立
ち
戻
っ
て
解
釈
し
た
朱
子
の『
周
易
本
義
』な
ど
は
、そ
う
い
う
成
果
の
中
の
出
色
な
も
の
で
あ
っ

た
。
因
み
に
宋
人
が
然
く
『
周
易
』
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
た
動
機
は
那
辺
に
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
動
機
の
一

斑
（
固
よ
り
有
力
な
）
が
、
こ
の
書
が
新
し
い
形
而
上
学
を
開
示
す
る
可
能
性
を
伏
在
さ
せ
て
い
る
の
を
彼
等
が
端
的
に
洞
観
し
得
た
と

こ
ろ
に
存
し
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
す
ぐ
上
で
指
摘
し
た
訥
庵
の
『
周
易
』
に
対
す
る
関
心
も
、
そ
れ
の
胚
胎
す
る
と
こ
ろ
を
尋
ね

る
と
遙
か
に
そ
う
い
う
思
想
的
文
脈
に
ま
で
遡
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
彼
が
『
易
伝
』
及
び
『
周
易
本
義
』
の
二
著
が
と
も
に
義
理
か
卜
筮
か
の
一
方
に
一
義
的
に
偏
向
し
て

い
て
、『
周
易
』
の
全
体
を
尽
く
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
、
そ
の
発
展
の
余
地
を
将
来
に
保
留
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
構

え
が
、
四
書
集
注
や
他
の
注
釈
書
を
間
然
す
る
所
の
な
い
絶
対
的
な
所
依
と
し
て
奉
じ
て
い
る
態
度
と
比
べ
て
、
い
か
に
大
き
な
懸
隔
が

存
し
て
い
る
か
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
上
来
の
程
朱
の
『
周
易
』
の
注
釈
書
は
い
ま
だ
不
完
全
な
と
こ
ろ
を
留
め
る

述
作
で
全
面
的
に
は
所
依
と
し
て
遵
奉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
告
白
は
、
非
常
に
率
直
を
極
め
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
訥
庵
の
『
易
伝
』
及
び
『
周
易
本
義
』
に
対
す
る
か
か
る
断
案
、
飽
く
ま
で
自
己
の
主
体
性
を
確
保
し
て
程
朱
の
説
に
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曲
従
せ
ず
、
是
を
是
と
し
非
を
非
と
す
る
態
度
と
い
う
の
は
、
朱
子
学
の
時
代
を
生
き
て
自
ら
誠
実
な
朱
子
学
の
徒
で
あ
る
こ
と
を
自
任

し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
甚
だ
思
い
切
っ
た
、
そ
れ
だ
け
に
心
理
的
に
も
勇
気
の
い
る
例
外
的
な
発
言
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
因
み

に
後
来
の
栗
水
の
朱
子
学
に
対
す
る
大
疑

0

0

、
続
い
て
起
こ
っ
た
朱
子
学
離
れ
（
も
っ
と
も
、
か
く
言
っ
て
も
固
よ
り
そ
れ
は
朱
子
学
の
矩

矱
を
完
全
に
超
脱
し
て
別
体
の
学
へ
と
転
入
す
る
底
の
も
の
と
は
い
い
難
い
）
と
い
う
の
は
、
訥
庵
及
び
そ
の
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
程
朱

の
『
周
易
』
の
注
釈
書
に
対
す
る
か
か
る
抑
揚
の
あ
る
態
度
に
遠
く
淵
源
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
上
来
述
べ
来
た
っ
た
消
息
に
つ
い
て
、
栗
水
の
次
の
二
文
は
一
層
具
体
的
で
、
右
の
訥
庵
の
文
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
趣
が
あ

る
。
殊
に
後
文
は
委
曲
を
尽
く
し
て
い
て
そ
の
感
が
深
い
。
事
情
か
く
の
ご
と
き
で
あ
る
か
ら
、
些
か
長
文
に
わ
た
る
け
れ
ど
煩
を
厭
わ

ず
引
用
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

僕
四
書
・
小
・
近
ニ
於
テ
ハ
朱
子
ヲ
墨
守
致
シ
候
。
最
モ
小
・
近
ノ
書
ハ
朱
子
御
纂
定
ニ
テ
、
実
ニ
三
代
以
後
ノ
経
書
ト
申
ス
ベ
シ
。

尊
奉
ノ
外
他
ナ
シ
。（『
朱
子
書
』
四
二
六
頁
）

僕
易
ニ
於
テ
ハ
専
ラ
本
義
ヲ
墨
守
セ
ズ
。
程
伝
ト
併
セ
テ
之
ヲ
読
ム
。
矢
張
折
中
ノ
趣
意
也
。
其
説
長
ケ
レ
バ
敢
テ
贅
セ
ズ
。
但
シ
僕

朱
子
ニ
背
キ
候
ヤ
ノ
御
疑
念
ニ
付
、
一
通
リ
分
疏
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
僕
ノ
朱
子
ヲ
尊
奉
ス
ル
事
、
猶
朱
子
ノ
程
子
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
シ
。

朱
子
ハ
平
生
程
子
ヲ
尊
奉
ス
レ
ト
モ
、
易
ニ
於
テ
ハ
自
著
ノ
書
ヲ
本
義
ト
題
ス
。
是
レ
程
伝
ヲ
以
テ
本
義
ニ
非
ズ
ト
ス
ル
也
。
特
ニ
程

伝
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
。
孔
子
十
翼
モ
孔
子
ノ
易
ニ
シ
テ
、
羲
文
周
公
ノ
本
義
ニ
非
ズ
ト
為
ス
説
、
語
類
ニ
見
ヘ
タ
リ
。
僕
謂
、
孔
子
之
易
即

羲
文
周
之
易
、
程
子
之
易
即
孔
子
之
易
也
ト
。
程
子
ハ
義
理
ヲ
主
ト
シ
、
朱
子
ハ
卜
筮
ヲ
主
ト
ス
。
孔
子
大
伝
中
ニ
ハ
、
義
理
モ
象
数

モ
卜
筮
モ
悉
皆
有
之
。
故
ニ
程
伝
・
本
義
ハ
主
ト
ス
ル
所
異
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
惣
テ
孔
子
ノ
範
囲
中
ニ
在
リ
。
故
ニ
僕
ハ
双
方
ヲ
併
セ

読
ム
也
。
僕
豈
ニ
朱
子
ニ
背
カ
ン
ヤ
。
私
断
ノ
書
ハ
伝
義
ヲ
載
セ
ズ
。
諸
儒
ノ
説
ノ
ミ
ヲ
聚
載
ス
。
伝
義
ヲ
読
ム
ノ
参
考
ニ
供
ス
ル
也
。

按
ズ
ル
ニ
朱
子
本
義
ハ
未
定
ノ
書
也
。
後
来
欲
有
所
著
作
而
未
果
ト
云
フ
。
本
義
ノ
書
、
簡
潔
ニ
シ
テ
悉
ク
其
義
ヲ
尽
シ
難
シ
。
故
ニ

其
門
人
李
環
渓
・
胡
炳
文
等
又
発
明
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
後
来
諸
儒
発
明
亦
多
シ
。
是
レ
豈
ニ
聚
載
セ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。
僕
朱
子
ノ
忠
臣
タ

ル
ヲ
欲
ス
。
佞
臣
タ
ル
ヲ
欲
セ
ザ
ル
也
。（
同
上
、
四
一
九
頁
～
）

前
文
に
お
い
て
栗
水
は
四
書
集
注
、更
に
は
『
小
学
』
や
『
近
思
録
』
な
ど
の
編
纂
書
類
が
間
然
す
る
所
が
な
く
、準
経
書
（
原
文
は
「
実
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ニ
三
代
以
後
ノ
経
書
ト
申
ス
ベ
シ
」
に
作
る
）
と
し
て
尊
奉
の
他
な
い
こ
と
を
率
直
に
告
白
し
て
い
る
。
彼
が
朱
子
の
右
の
編
著
書
を
絶

対
的
な
真
理
と
し
て
ド
グ
マ
的
に
信
じ
て
、
そ
れ
を
所
依
と
し
て
い
る
ご
と
き
態
度
は
、
こ
れ
を
他
の
朱
子
後
学
と
比
較
し
て
も
大
同
小

異
で
あ
っ
て
、
さ
し
て
異
と
す
る
に
は
足
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
栗
水
が
間
然
す
る
所
が
な
い
と
し
て
そ
の
名
を
あ
げ
て
い
る
四
書
集

注
が
、
朱
子
の
数
多
く
の
述
作
中
に
お
い
て
最
高
峰
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
喋
喋
を
要
す
ま
い
。
か
か
る
消
息

は
例
え
ば
明
初
の
代
表
的
な
朱
子
学
者
薛
敬
軒
の
次
の
文
に
徴
し
て
も
、
そ
の
一
斑
を
間
接
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
書
集
註
・
章
句
・
或
問
は
、
皆
な
朱
子
群
賢
の
言
を
萃
め
、
議
し
て
折
衷
す
る
に
義
理
の
権
衡
を
以
て
す
。
至
高
至
大
、
至
精
至
密
、

先
聖
賢
の
心
を
発
揮
し
て
、
殆
ど
余
蘊
無
し
。
学
者
は
但
だ
当
に
朱
子
の
精
思
熟
読
、
序
に
循
い
漸
進
す
る
の
法
に
因
り
、
潜
心
体
認

し
て
之
を
力
行
す
れ
ば
、
自
ら
得
る
所
有
ら
ん
。（『
読
書
録
』
一
）

文
中
の
「
精
思
熟
読
、
循
序
漸
進
」
と
い
う
表
現
は
、
朱
子
の
読
書
法
の
要
訣
を
表
す
術
語
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
は
単
な
る
推
測
に

す
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
敬
軒
が
学
人
に
朱
子
の
読
書
法
の
精
神
に
遵
っ
て
四
書
集
注
・
章
句
・
或
問
に
心
を
潜
め
て
体
認
力
行
す
る
こ
と
を

勧
め
て
い
る
件
り
な
ど
は
、
彼
が
か
つ
て
何
を
手
掛
か
り
に
し
て
朱
子
学
を
接
受
し
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
か
と
い
う
、
自
ら
の
体
験
の

跡
を
語
っ
た
概
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
四
書
集
注
の
成
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
朱
子
自
身
の
思
想
が
完
成
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ

ス
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
し
た
な
ら
ば
、
敬
軒
の
そ
れ
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
朱
子
学
理
解
で
あ
る
か
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
と
も
あ
れ
、
彼
の
「
至
高
至
大
、
至
精
至
密
、
先
聖
賢
の
心
を
発
揮
し
て
、
殆
ど
余
蘊
無
し
」
と
い
う
表
現
が
、
朱
子
の
述
作
中
に

お
い
て
四
書
集
注
の
占
め
る
地
位
が
那
辺
に
あ
る
か
を
証
し
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
。
そ
の
他
、
朱
子
学
の
重
要
な
資
料

と
し
て
『
小
学
』
及
び
『
近
思
録
』
な
ど
の
書
名
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
も
、
栗
水
の
朱
子
学
に
対
す
る
理
解
の
程
、
勘
所
の
確
か
さ
と
い

う
も
の
を
窺
う
に
足
る
も
の
が
あ
る
。（
ま
た
、
彼
が
朱
子
問
学
の
精
神
を
知
る
資
料
と
し
て
、
右
二
著
の
他
に
か
つ
て
わ
が
国
の
教
学

に
ま
で
多
大
な
影
響
を
与
え
た
「
白
鹿
洞
書
院
掲
示
」
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
証
し
し
て
い
る
）。

　
し
か
る
に
、
訥
庵
及
び
栗
水
の
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、『
周
易
』
一
経
に
限
っ
て
い
え
ば
そ
の
他
の
経
書
と
は
異
な
っ
て
、
程
朱
の

注
釈
書
に
必
ず
し
も
絶
対
的
な
価
値
を
与
え
ず
、
い
ま
だ
発
展
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
些
か
抑
揚
の
あ
る
態
度
を
取
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
し
た
。
後
文
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、栗
水
が
訥
庵
及
び
栗
水
の
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
『
周
易
』
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に
対
す
る
抑
揚
の
あ
る
態
度
を
朱
子
の
程
子
に
対
す
る
態
度
に
比
擬
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
を
朱
子
そ
の
人
に
見
出
し
て
弁
明
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
程
子
（
殊
に
伊
川
）
の
学
問
と
朱
子
の
そ
れ
と
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
連
続
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
の
思
想
的
血
脈
の
同

質
性
が
指
摘
さ
れ
て
「
程
朱
学
」
の
称
が
あ
る
こ
と
は
既
に
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
。
程
子
は
朱
子
の
学
の
直
接
の
源
で
あ
り
、
世
界
観

に
お
け
る
理
と
気
の
分
離
、天
理
と
人
欲
の
峻
別
、学
問
工
夫
に
お
け
る
居
敬
と
格
物
致
知
の
双
提
…
…
等
、程
子
の
学
説
は
朱
子
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
て
、
朱
子
学
を
貫
い
て
そ
の
基
本
的
な
論
理
・
枠
組
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
者
の
前
者
に
対
す
る
関
係
は
実

に
そ
の
全
体
に
わ
た
る
根
本
的
な
基
調
を
な
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
朱
子
は
自
己
の
思
想
体
系
を
構
築
す
る
過
程
に
お
い
て
程
子
の
説

に
曲
従
せ
ず
、
已
む
を
得
ず
従
い
得
な
い
場
合
に
は
率
直
に
そ
の
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
栗
水
は
そ
う
い
う
事
態
が
大
規
模
に
遂
行
さ

れ
た
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、朱
子
が
伊
川
の
『
易
伝
』
を
『
周
易
』
の
本
義
を
闡
明
し
た
も
の
に
非
ず
と
断
じ
て
、改
め
て
『
周

易
本
義
』
を
著
し
た
一
事
を
あ
げ
て
い
る
。
栗
水
が
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
、『
易
伝
』
が
間
然
す
る
所
の
な
い
述
作
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

『
周
易
本
義
』
を
著
す
必
要
な
ど
そ
も
そ
も
認
め
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、朱
子
の
『
易
伝
』
に
対
す
る
最
も
大
な
る
不
満
は
、

そ
れ
が
一
義
的
に
義
理
の
象
面
か
ら
『
周
易
』
を
解
釈
す
る
に
止
ど
ま
っ
て
、そ
の
書
が
製
作
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
根
本
の
動
機
、

そ
の
原
初
の
祖
型
、
あ
る
い
は
そ
の
機
能
面
に
つ
い
て
の
理
解
が
乏
し
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
な
お
、
伊
川
『
易
伝
』
の
成
立
過

程
に
つ
い
て
、
楠
本
正
継
博
士
の
次
の
文
は
簡
潔
な
筆
致
で
そ
の
消
息
を
語
っ
て
い
て
参
照
す
る
に
足
る
。

其
著
、
易
伝
は
潜
心
甚
だ
久
し
く
し
て
容
易
に
一
字
を
下
さ
ず
、
七
十
に
し
て
な
お
推
敲
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
学

力
の
少
進
を
希
ひ
、
老
耄
を
気
附
く
の
を
待
っ
て
始
め
て
門
人
に
伝
へ
度
い
考
で
あ
っ
た
為
と
い
ふ
。
事
実
、
此
書
が
門
人
張
繹
に
伝

へ
ら
れ
た
の
は
死
に
垂
ん
と
す
る
の
日
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
か
ゝ
る
苦
心
の
結
果
、
伊
川
は
「
た
ゞ
七
分
を
説
き
得
た
」
と
し
て
、

更
に
後
人
が
自
ら
体
究
す
べ
き
を
願
っ
た
。（「
続
二
程
子
論
―
伊
川
の
部
―
」）

こ
の
よ
う
に
、『
易
伝
』
は
伊
川
畢
生
の
精
力
を
傾
注
し
て
成
っ
た
彫
心
鏤
骨
底
の
書
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、ひ
と
ま
ず
そ
の
書
を
『
周

易
』
の
解
釈
か
ら
離
れ
て
一
篇
の
哲
学
的
文
章
・
思
想
作
品
と
し
て
独
立
し
て
見
た
と
き
、
そ
れ
が
義
理
を
説
い
て
は
そ
の
象
面
に
お
い

て
比
類
の
な
い
透
徹
性
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、
朱
子
の
賞
讃
（『
朱
子
語
類
』
六
十
七
参
照
）
を
博
す
る
に
至
っ
た
の
は
必
ず
し
も
不

思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。（
朱
子
が
『
近
思
録
』
を
編
纂
す
る
に
当
た
っ
て
、『
易
伝
』
か
ら
多
く
の
資
料
を
採
録
し
て
い
る
の
は
か
か
る
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消
息
を
物
語
っ
て
い
る
）。
朱
子
の
『
易
伝
』
に
対
す
る
不
満
と
い
う
の
は
、
一
言
も
っ
て
こ
れ
を
覆
え
ば
、
伊
川
が
現
在
か
ら
思
弁
的

で
あ
り
、
具
体
的
で
あ
る
と
思
惟
す
る
一
つ
の
立
場
を
『
周
易
』
に
投
入
し
、
外
か
ら
そ
の
書
に
疎
遠
な
も
の
を
押
し
付
け
て
い
る
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
周
易
本
義
』
は
そ
う
い
う
反
省
の
上
に
立
っ
て
、「
朱
子
が
易
の
文
献
批
判
を
行
な
い
、
卜
筮
と

し
て
の
経
と
義
理
と
し
て
の
伝
を
分
離
し
、
易
を
原
初
の
姿
に
も
ど
」（
三
浦
國
雄
氏
「
易
」）
そ
う
と
す
る
企
図
の
実
現
し
た
書
で
あ
っ

た
。「
易
は
卜
筮
の
書
な
り
」
と
い
う
言
説
は
、
朱
子
が
反
復
し
て
倦
む
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
命
題
で
あ
る
。（
な
お
、『
周
易
』
を
卜
筮

の
書
な
り
と
定
義
す
る
朱
子
の
立
場
、
そ
の
『
周
易
』
観
に
つ
い
て
は
、
小
論
の
直
接
的
な
課
題
で
は
な
い
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。
上
掲

の
三
浦
氏
の
「
易
説
」
は
そ
う
い
う
象
面
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
を
付
記
す
る
に
止
ど
め
る
）。

　
栗
水
の
「
孔
子
大
伝
中
ニ
ハ
、
義
理
モ
象
数
モ
卜
筮
モ
悉
皆
有
之
」
と
い
う
表
現
は
、『
周
易
』
を
一
義
的
に
義
理
の
書
と
し
て
解
釈

す
る
伊
川
の
立
場
も
、
同
様
に
卜
筮
の
書
と
し
て
理
解
す
る
朱
子
の
立
場
も
、
と
も
に
一
辺
に
偏
向
し
た
も
の
で
『
周
易
』
の
全
体
を
尽

く
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
論
理
を
導
き
出
す
一
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
言
説
も
同
じ
基
調
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
カ
バ
ー
す
る
範
域
は
一
層
拡
大
し
て
い
る
。

且
朱
子
専
ラ
卜
筮
ノ
書
ト
成
サ
ン
ト
ス
。
是
亦
然
ラ
ズ
。
聖
人
豈
惟
卜
筮
ニ
供
ス
ル
為
ニ
此
大
典
ヲ
製
作
セ
ン
ヤ
。
抑
易
ハ
天
人
性
命

ノ
理
ヨ
リ
、
誠
正
修
斉
治
平
ノ
道
粲
然
備
具
、
実
ニ
五
経
ノ
首
也
。
故
ニ
子
思
孟
子
ノ
性
命
ヲ
説
ク
モ
、
皆
此
書
ニ
原
ス
。
宋
朝
ニ
至

リ
周
程
張
邵
ノ
絶
学
ヲ
続
カ
ル
ゝ
モ
亦
此
書
ニ
本
ケ
リ
。
朱
子
何
ノ
故
ニ
只
卜
筮
ノ
書
ト
成
ン
ト
ス
ル
ヤ
。
此
愚
ノ
解
セ
サ
ル
所
也
。

（『
栗
水
問
答
』）

か
く
し
て
長
途
に
わ
た
る
『
周
易
』
に
対
す
る
沈
潜
の
結
果
、
碩
水
を
驚
愕
せ
し
め
た
（
沢
瀉
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
）「
朱
子
本

義
ハ
未
定
ノ
書
也
…
…
」
と
い
う
破
天
荒
（
？
）
な
断
案
が
栗
水
か
ら
発
せ
ら
れ
る
に
至
る
の
は
、
既
に
訥
庵
→
栗
水
の
ス
ク
ー
ル
に
お

け
る
『
周
易
』
に
対
す
る
史
的
位
置
付
け
の
延
長
上
に
予
料
せ
ら
れ
て
い
た
事
態
で
あ
っ
た
。
な
お
、
詳
細
な
考
証
は
省
い
て
結
論
だ
け

を
述
べ
る
と
、
栗
水
の
『
周
易
本
義
』
を
未
定
の
書
な
り
と
す
る
断
案
（
後
述
す
る
ご
と
く
、
碩
水
は
そ
の
説
を
「
千
古
の
創
見
」
と
評

し
て
些
か
揶
揄
し
て
い
る
気
味
が
あ
る
が
、
栗
水
は
自
己
の
創
見
に
係
る
も
の
で
は
な
く
て
古
人
の
説
だ
と
抗
弁
し
て
い
る
）
は
概
ね
妥

当
な
よ
う
に
思
え
る
。
同
書
の
成
立
は
朱
子
六
十
一
歳
の
頃
で
あ
る
が
、
そ
の
出
来
栄
え
に
不
満
だ
っ
た
彼
は
そ
の
後
も
改
訂
の
労
を
怠
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ら
な
か
っ
た
。
行
論
上
、
以
下
に
す
ぐ
上
で
指
摘
し
た
栗
水
の
断
案
に
対
す
る
碩
水
の
コ
メ
ン
ト
を
示
す
と
し
よ
う
。

来
教
云
、
朱
子
ノ
本
義
ハ
未
定
ノ
書
也
。
是
レ
ハ
千
古
ノ
御
創
見
ト
可
申
、
扨
々
驚
入
申
候
。
四
書
集
注
ニ
モ
前
後
相
違
ノ
処
ア
リ
、

引
証
間
違
ノ
処
ア
リ
。
其
他
偶
然
ノ
誤
モ
不
少
。
是
亦
未
定
書
ト
申
候
テ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
。（『
朱
子
書
』、
四
二
三
頁
）

碩
水
の
文
は
続
け
て
「
後
来
欲
有
所
撰
著
而
未
果
」
と
い
う
文
を
取
り
来
た
っ
て
、
栗
水
が
『
周
易
本
義
』
を
未
定
の
書
と
断
ず
る
に
際

し
て
論
拠
と
し
た
と
覚
し
き
『
朱
子
語
類
』
の
資
料
二
つ
を
あ
げ
て
反
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
右
の
碩
水
の
言
説
に
は
『
周
易
本
義
』
が
未
定
の
書
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
純
然
た
る
学
術
上
、
書
誌
学
上
に
お
け
る
考
証
の
正
否

と
い
う
問
題
に
は
尽
く
さ
れ
な
い
、
そ
れ
以
上
の
意
味
が
暗
々
裏
に
含
蓄
せ
ら
れ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
碩
水
が
問
題
に
し

て
い
る
事
態
と
い
う
の
は
、
勝
義
に
は
朱
子
の
述
作
に
つ
い
て
自
己
の
意ド

ク
サ見

を
尺
度
に
し
て
取
捨
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
栗
水
の
態
度
（
で

あ
る
か
ら
、碩
水
は『
周
易
私
断
』が
訥
庵
の
中
年
未
定
の
述
作
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
、晩
年
に
は
彼
は
そ
う
い
う
心
事
を
放
擲
し
て「
純

然
タ
ル
朱
子
学
」
に
帰
し
た
と
主
張
し
て
い
る
）、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
心
術
の
中
に
冥
々
の
裡
に
伏
在
し
て
い
る
一
の
傾
向
に
つ
い
て

で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
点
に
お
い
て
碩
水
の
立
脚
点
と
い
う
の
は
栗
水
の
そ
れ
と
は
ほ
と
ん
ど
対
蹠
的
で
あ
っ
た
。
彼
の
次
の
文
は

そ
う
い
う
消
息
を
語
っ
て
い
る
。

敢
テ
其
同
ヲ
求
ル
ニ
非
ス
。
只
朱
子
ニ
帰
セ
ン
事
ヲ
欲
ス
ル
ノ
ミ
。
朱
子
学
〳
〵
ト
申
候
テ
モ
純
然
タ
ル
朱
子
学
ハ
絶
テ
無
之
候
間
、

御
互
ニ
朱
子
如
シ
差
謬
ア
ラ
バ
、
吾
同
誤
ヲ
辞
セ
ザ
ル
ノ
心
ニ
テ
篤
信
仕
度
希
望
ニ
堪
ヘ
ズ
候
（
同
上
、
一
五
八
頁
）

そ
の
文
面
に
は
ほ
と
ん
ど
山
崎
闇
斎
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
碩
水
は
や
は
り
崎
門
学
派
の
系
譜
に
列
な
る
学
者
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
文
末
尾
の
「
僕
朱
子
ノ
忠
臣
タ
ル
ヲ
欲
ス
。
佞
臣
タ
ル
ヲ
欲
セ
ザ
ル
也
」
と
い
う
言

説
は
、
栗
水
が
朱
子
を
信
奉
し
な
が
ら
、
朱
説
に
対
し
て
敢
え
て
曲
従
せ
ず
、
是
を
是
と
し
非
を
非
と
す
る
底
の
姿
勢
を
ど
こ
ま
で
も
堅

持
し
よ
う
と
す
る
訥
庵
→
栗
水
ス
ク
ー
ル
の
立
場
を
命
題
綱
要
と
し
て
掲
げ
た
概
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
暗
に
「（
朱
子
の
）
佞
臣
」
が
、

「
朱
子
如
シ
差
謬
ア
ラ
バ
、
吾
同
誤
ヲ
辞
セ
ザ
ル
ノ
心
ニ
テ
篤
信
」
と
断
然
と
喝
破
し
た
碩
水
の
立
場
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。（
な
お
、
私
は
か
つ
て
「
幕
末
維
新
に
お
け
る
新
朱
王
学
の
展
開
（
Ⅷ
）
―
―
並
木
栗
水
及
び
楠
本
碩
水
・
東
沢
瀉
の
史
的
地
位

―
―
」
な
る
小
論
に
お
い
て
、「
朱
子
之
功
臣
」・「
朱
子
之
忠
臣
」
と
い
う
二
の
術
語
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
碩
水
と
栗
水
の
両
者
の
立
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場
を
朱
子
と
自
己
と
の
人
格
的
距
離
を
め
ぐ
る
問
題
と
い
う
象
面
か
ら
主
題
的
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
）。
そ
し
て
、
栗
水
の
次
の
文
は

右
の
「
朱
子
之
忠
臣
」
と
い
う
命
題
を
丹
念
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
趣
が
あ
る
。
わ
け
て
も
、
そ
の
文
面
は
直
接
『
増
補
周
易
私
断
』
述

作
の
意
図
に
触
れ
て
い
て
、
訥
庵
→
栗
水
に
お
け
る
『
周
易
』
の
史
的
位
置
付
け
の
究
明
を
目
下
の
課
題
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
は
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
結
論
と
し
て
の
地
歩
を
担
っ
て
い
る
。

…
…
但
其
信
ズ
ル
処
ヲ
信
ジ
、
疑
フ
処
ヲ
疑
ヒ
、
一
切
ニ
曲
従
セ
ズ
。
此
レ
忠
臣
タ
ル
所
以
也
。「
陽
尊
朱
子
而
陰
執
戈
」
ノ
如
キ
ハ
、

叛
逆
ノ
臣
ニ
シ
テ
忠
臣
ノ
所
為
ニ
非
ズ
。「
以
区
々
所
見
、
容
疑
於
大
賢
君
子
之
書
、
無
忌
憚
之
甚
」
ノ
咎
ハ
、
僕
固
ヨ
リ
免
レ
ザ
ル

ヲ
知
ル
。
然
レ
ト
モ
疑
而
敢
テ
匿
サ
ズ
。
之
ヲ
書
ニ
筆
シ
テ
以
テ
後
ノ
朱
子
タ
ル
人
ニ
質
サ
ン
ト
欲
ス
。
是
レ
僕
述
作
之
主
意
也
。（
同

上
、
四
二
六
頁
）

因
み
に
鉤
括
弧
で
囲
ん
だ
二
つ
の
表
現
は
と
も
に
碩
水
の
言
説
で
あ
る
。
そ
の
文
面
に
徴
し
て
も
、
彼
が
栗
水
の
心
術
の
中
に
冥
々
裡
に

伏
在
し
て
い
る
傾
向
に
深
い
懸
念
を
示
し
て
剔
抉
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
那
辺
に
存
し
て
い
る
か
、
そ
の
一
斑
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

〔
注
〕（

１
）　
こ
の
場
合
、「
前
期
」
と
い
っ
て
も
こ
の
語
は
直
ち
に
前
半
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の
生
涯
を
、
わ
け
て
も
思
想
家
の
生
を
あ
る

特
定
の
起
伏
に
よ
っ
て
画
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
作
業
仮
設
的
な
意
味
を
免
れ
難
く
、
一
義
的
に
そ
れ
を
固
定
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

後
述
す
る
ご
と
く
、『
宋
学
源
流
質
疑
』
は
栗
水
の
学
問
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
同
書
に
お
い
て
彼
の
朱
子
学
離
れ
は
最
も
組
織
的
に

論
理
化
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
試
み
に
栗
水
の
生
涯
を
思
想
的
起
伏
に
よ
っ
て
ざ
っ
と
デ
ッ
サ
ン
し
て
み
る
と
、
同
書
の
成
立
し
た
明
治

三
十
六
年
を
画
期
と
し
て
（
栗
水
時
に
七
十
五
歳
）、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
以
前
を
前
期
（
朱
子
学
時
代
）、
そ
れ
以
後
を
後
期
（
朱
子
学
修
正
時
代
）
と

し
て
措
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。（
な
お
、
栗
水
の
誕
生
か
ら
訥
庵
の
思
誠
塾
に
入
門
す
る
以
前
の
二
十
歳
ま
で
は
、
朱
子
学
以
前
と
も
い
う
べ

き
前
史
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
時
期
を
加
え
る
と
彼
の
生
涯
は
凡
そ
三
期
に
区
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）。
そ
し
て
、
栗
水
の
生
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ

と
は
、
彼
の
朱
子
学
時
代
に
当
た
る
前
期
の
生
が
実
に
七
十
五
年
と
、
老
年
期
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
朱
子
学
に
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対
す
る
「
大
疑
」
が
晩
年
に
惹
起
し
た
こ
と
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
栗
水
畢
生
の
精
力
を
傾
注
し
た
と
こ
ろ
の
『
増
補
周
易
私
断
』

は
明
治
三
十
年
三
月
に
成
っ
た
が
、
十
数
年
に
わ
た
っ
た
同
書
の
製
作
過
程
は
、
彼
の
朱
子
学
離
れ
を
漸
次
醸
成
し
準
備
し
た
過
渡
期
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
る
。

（
２
）　「
大
疑
」
と
い
っ
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
反
射
的
に
太
宰
春
台
を
し
て
「
夫
れ
損
軒
（
益
軒
の
致
仕
以
前
の
号
）
宋
儒
の
徒
を
以
て
、
而
も
能
く

宋
儒
を
疑
う
。
誠
に
奇
士
な
り
」（「
読
大
疑
録
」）
と
言
わ
し
め
た
貝
原
益
軒
の
『
大
疑
録
』
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。（
も
っ
と
も
、
春
台
は
そ
の

文
に
続
け
て
、
益
軒
が
朱
子
の
教
説
に
疑
問
を
抱
く
に
止
ど
ま
っ
て
排
斥
に
至
ら
ず
、
そ
の
論
弁
す
る
と
こ
ろ
も
宋
儒
の
羈
絆
を
超
脱
す
る
も
の
で

は
な
い
と
い
っ
て
、
そ
の
不
徹
底
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
な
い
）。
そ
し
て
事
実
、
林
泰
輔
博
士
は
栗
水

が
朱
子
学
の
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
朱
子
の
理
気
説
を
疑
い
、『
宋
学
源
流
質
疑
』
を
著
し
て
そ
の
思
索
の
跡
を
組
織
的
に
論
理
化
し
た
こ
と
を
、

益
軒
の
『
大
疑
録
』
に
比
擬
し
て
い
る
。
　
　

栗
水
並
木
先
生
、
業
を
訥
庵
大
橋
氏
に
受
け
、
程
朱
の
学
を
崇
奉
す
。
訥
庵
嘗
て
周
易
私
断
を
著
す
。
未
だ
脱
稿
せ
ず
し
て
歿
す
。
先
生
其
の
志

を
継
ぎ
、
増
補
攷
定
し
て
、
釐
め
て
十
八
巻
（
十
一
巻
の
誤
り
）
と
為
し
、
大
い
に
発
明
す
る
所
有
り
。
而
し
て
潜
心
玩
索
の
余
、
一
旦
程
朱
の

理
気
の
説
に
疑
う
有
り
。
頃
ろ
又
た
宋
学
源
流
質
疑
三
巻
を
著
し
、
朱
子
の
太
極
図
説
、
通
書
の
二
解
と
、
易
の
大
伝
及
び
周
濂
渓
の
本
旨
と
合

わ
ざ
る
を
論
じ
、
弁
析
痛
快
、
余
力
を
遺
さ
ず
。
昔
し
貝
原
益
軒
晩
に
大
疑
録
を
著
す
。
訥
庵
始
め
姚
江
の
学
を
奉
じ
、
後
ち
程
朱
に
帰
す
。
蓋

し
其
の
学
愈
い
よ
博
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
疑
念
愈
い
よ
多
く
、
其
の
識
愈
い
よ
進
め
ば
、
則
ち
其
の
説
愈
い
よ
変
ず
。（「
宋
学
源
流
質
疑
序
」）

 

小
論
が
栗
水
の
学
の
変
遷
に
つ
い
て
「
大
疑
」
と
い
う
術
語
を
使
用
し
て
い
る
の
は
、
右
の
文
中
の
語
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
林
博
士
が

栗
水
の
学
の
転
回
を
取
り
来
た
っ
て
、
彼
の
師
の
訥
庵
が
佐
藤
一
斎
の
陽
明
学
の
羈
絆
を
脱
し
て
朱
子
学
へ
と
転
回
し
た
の
に
比
擬
し
て
い
る
の
は
、

訥
庵
・
栗
水
一
系
の
思
想
の
傾
向
を
知
る
上
で
大
変
興
味
深
い
。
な
お
、
益
軒
及
び
訥
庵
の
学
の
傾
向
を
論
じ
来
た
っ
て
、
末
尾
の
「
蓋
し
其
の
学

愈
い
よ
博
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
疑
念
愈
い
よ
多
く
…
…
」
と
い
う
結
論
の
文
、
あ
る
い
は
そ
の
結
着
の
付
け
方
と
い
う
の
は
、
一
見
何
ら
異
と
す
る

に
足
り
ぬ
陳
腐
な
表
現
で
、
博
士
が
無
雑
作
に
形
容
し
た
も
の
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
実
は
学
問
に
お
け
る

か
か
る
基
調
意
識
こ
そ
、
訥
庵
か
ら
栗
水
（
そ
し
て
、
恐
ら
く
栗
水
か
ら
林
博
士
）
へ
と
相
承
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
訥
庵
→
栗
水
ス
ク
ー
ル
を
貫

い
て
い
る
一
の
鉄
案
で
あ
っ
た
。
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