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王
龍
渓
思
想
に
関
す
る
一
考
察

1
最
双
江
と
の
比
較
を
通
し
て

木

村

慶

二

　
陽
明
学
と
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
学
問
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
明
確
な
解
答
が
、
荒
木
見
悟
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
陽
明
は
朱
子
学
実
践
論
を
支
え
る
基
本
的
理
観
た
る
定
理
論
そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
「
理
は
あ
ら
か
じ
め
措

定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
良
知
に
よ
っ
て
自
由
に
創
造
さ
れ
ゆ
く
も
の
」
と
し
て
理
の
有
り
様
を
と
ら
え
な
お
し
、
朱
子

学
よ
り
も
大
幅
に
、
自
己
の
核
と
し
て
の
個
性
の
反
映
す
る
余
地
を
学
問
に
与
え
た
。
陽
明
学
と
は
、
他
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
（
た
と
え
そ
れ
が
普
遍
的
安
定
性
を
備
え
る
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
）
、
自
己
の
心
の
奥
底
よ
り
湧
き
出
つ
る
已
め
ん
と
し
て
已
あ
難

き
思
い
に
こ
そ
、
第
一
義
の
重
み
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
荒
木
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
、
「
理
の
創
造
」
と
表
現
さ
れ
た
が
、
い
っ
た
い
「
理
を
創
造
す
る
」
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
行
為
を
意
味

す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
日
常
生
活
の
場
面
く
に
於
て
自
己
の
依
っ
て
立
つ
べ
き
規
範
・
法
則
を
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
る
こ

と
で
あ
り
、
も
し
個
々
の
日
常
性
の
奥
に
哲
学
大
系
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
の
責
任
と
判
断
に
よ
っ
て
既
成
の
も
の

で
は
な
い
新
た
な
価
値
の
大
系
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
汝
に
と
っ
て
一
等
大
切
な
も
の
と
は
何
な
の
か
。

そ
れ
は
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
を
指
す
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
実
践
論
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
。
」
こ
れ

が
、
陽
明
に
よ
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
課
題
の
核
心
で
あ
る
。
陽
明
以
後
の
人
々
は
、
主
体
的
自
我
た
る
心
が
定
理
よ
り
解
放
さ
れ
た
喜

び
に
ひ
た
る
と
同
時
に
、
各
自
が
各
々
の
主
体
性
に
徹
し
、
自
己
自
身
が
承
認
し
う
る
価
値
の
大
系
を
、
他
へ
の
よ
り
か
か
り
を
一
切
排

し
、
自
己
の
手
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
重
大
に
し
て
困
難
な
責
務
を
、
背
負
わ
さ
れ
允
わ
け
で
あ
る
。
「
陽
明
没
し
て
の
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ち
、
そ
の
学
派
は
四
分
五
裂
し
、
陽
明
学
の
本
旨
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
の
か
困
惑
さ
せ
る
状
況
を
呈
し
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
右
の

よ
う
な
事
情
に
由
来
す
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
陽
明
没
後
の
思
想
界
に
於
て
知
的
困
惑
が
甚
し
か
っ
た
と
い
う
状
況
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
、
そ
れ
だ
け
学
問
に
自
己
の
個
性
が
存
分
に
反
映
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
重
責
へ
の
嘆
息
と
同
時
に
、
自
由
へ
の
讃
歌

も
う
た
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
困
難
な
責
務
の
遂
行
は
、
自
由
の
喜
び
の
顕
現
と
一
体
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
時
代
の
先
駆
け
と
し
て
、
下
龍
渓
は
存
在
す
る
。
し
か
も
、
豊
年
は
、
王
心
斎
と
と
も
に
、
心
の
自
由
性
を
最
も
力
強
く

宣
言
し
た
良
知
現
成
論
を
積
極
的
に
推
進
し
た
一
人
と
さ
れ
て
い
る
。
龍
渓
思
想
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
我
々
は
、
陽
明
以
後
の
思
想
界

に
属
す
る
人
々
が
等
し
く
荷
つ
た
苦
悩
の
一
典
型
を
見
出
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
、
心
の
自
由
性
も
人
一
倍
強
く
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
、
龍
渓
思
想
に
関
す
る
研
究
は
、
先
学
に
よ
り
、
か
な
り
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
陽
明
思
想
に
内
包
さ
れ
て

い
た
「
無
善
無
悪
説
」
「
良
知
現
成
論
」
等
を
積
極
的
に
継
承
し
、
深
化
・
発
展
さ
せ
た
と
い
う
評
価
は
、
今
日
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
と

言
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
致
知
議
略
」
（
王
龍
渓
全
集
巻
六
・
最
双
江
戸
巻
＝
所
収
）
に
於
て
彼
の
論
敵

と
し
て
知
ら
れ
る
最
双
江
の
思
想
と
比
較
し
つ
つ
、
龍
渓
思
想
を
解
明
し
た
い
。
龍
渓
と
直
接
交
渉
の
あ
っ
た
双
江
の
思
想
と
対
照
さ
せ

る
こ
と
で
、
従
来
の
研
究
を
、
よ
り
個
別
的
・
具
体
的
に
進
展
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
コ
両
者
の
思
想
的
相
違
は
、
ど
こ
に
帰
因
す
る
の

か
。
さ
ら
に
、
そ
の
相
違
性
の
奥
に
は
、
人
間
と
し
て
の
何
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
両
者
の

思
想
を
検
討
し
、
陽
明
以
後
の
思
想
界
を
生
き
る
人
々
が
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
問
題
と
は
一
体
何
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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龍
渓
思
想
の
も
つ
無
善
無
悪
説
・
良
知
現
成
論
等
は
、
先
学
の
つ
と
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
龍
渓
は
、
ど
の
よ
う
な

問
題
意
識
の
下
で
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
結
実
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
吾
人
、
今
日
の
病
を
受
く
る
こ
と
、
又
た
未
だ
道
理
分
疏
に
碕
博
す
る
を
免
れ
ず
し
て
、
肯
て
直
下
に
根
に
帰
せ
ず
。

　
　
今
日
の
良
知
の
学
は
、
乃
ち
千
聖
相
伝
の
心
機
、
言
訳
・
明
道
の
敢
て
言
わ
ざ
る
所
の
も
の
。
後
の
儒
者
は
宗
旨
を
明
ら
か
に
せ
ず
、



　
　
砥
だ
認
れ
子
張
以
下
の
学
術
を
伝
え
得
る
の
み
に
し
て
、
顧
っ
て
疑
う
、
『
良
知
の
孤
単
は
、
以
て
万
物
の
変
を
尽
す
に
足
ら
ず
。
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
か

　
　
ら
ず
知
識
・
聞
見
を
馨
り
て
合
に
之
を
発
す
べ
し
』
と
。
反
っ
て
直
裁
根
源
を
将
っ
て
、
脈
さ
れ
て
繁
難
瞑
鼻
息
に
入
り
去
る
。
其

　
　
れ
亦
た
思
わ
ざ
る
こ
と
甚
し
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
龍
渓
は
、
良
知
の
み
で
は
万
物
の
変
化
営
為
を
尽
せ
ぬ
と
す
る
態
度
、
す
な
わ
ち
、
自
己
以
外
の
他
者
へ
寄
り

か
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
極
力
排
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
当
時
の
学
問
功
夫
は
、
龍
渓
の
目
に
は
、
直
接
的
根
源
的
な

も
の
か
ら
離
脱
し
、
繁
雑
困
難
な
小
道
へ
至
れ
こ
ん
で
い
る
も
の
と
映
っ
た
。
で
は
、
陽
明
学
右
派
の
代
表
と
目
さ
れ
る
志
念
篭
の
場
合

は
ど
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
　
今
の
学
ぶ
者
以
え
ら
く
、
『
本
体
、
未
だ
復
せ
ず
。
博
学
以
っ
て
之
を
充
す
を
須
ち
て
、
然
る
後
露
な
し
』
と
。
寒
雷
す
る
に
似
た
り
。

　
　
只
だ
恐
る
ら
く
は
、
想
像
を
捉
摸
し
、
己
を
牽
き
て
之
に
従
わ
ん
と
す
。
豊
に
虚
中
安
止
の
道
な
ら
ん
。
豊
に
寂
然
不
動
・
感
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か

　
　
遂
に
通
ず
る
者
な
ら
ん
。
塵
を
去
れ
ば
、
則
ち
明
、
自
ら
復
す
。
未
だ
研
掻
の
形
を
定
め
て
、
以
て
照
の
不
及
を
補
う
者
有
る
を
聞

　
　
か
ざ
る
な
り
㎎

　
念
蕎
に
よ
れ
ば
、
今
の
学
ぶ
者
が
行
っ
て
い
る
博
学
に
よ
っ
て
心
の
本
体
を
充
満
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
は
、
良
知
の
根
源
性
・
真
実

性
よ
り
は
る
か
に
遠
ざ
か
り
、
実
体
の
な
い
空
虚
な
「
想
像
」
を
つ
か
ま
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
己
の
主
体
性
を
保
持
し
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
や
り
方
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
翼
長
・
念
苓
と
も
に
、
博
識
を
功
夫
と
し
て
い
た
当
時
の
い
わ
ゆ
る
学
問
に
対
し
て
、
等
し
く
不
満
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
彼
ら
の

よ
う
に
陽
明
没
直
後
の
思
想
界
を
生
き
た
人
々
の
念
頭
を
離
れ
え
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
、
陽
明
の
場
合
と
同
様
に
、
朱
子
学
の
格
物

致
知
実
践
論
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
中
か
ら
、
龍
渓
は
、
自
己
の
思
想
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
彼

が
自
己
の
主
体
性
に
徹
し
つ
つ
創
造
し
た
彼
自
身
に
対
し
て
最
も
切
実
か
つ
尊
重
す
べ
き
も
の
と
は
、
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
「
現
在
そ
の
ま
ま
の
心
」
「
良
知
一
念
の
微
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
龍
渓
に
漁
る
学
問
と
は
、
以
下
の
如
き
も
の

と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
た
り

　
　
吾
人
、
与
に
直
下
に
承
当
せ
ん
と
欲
す
。
更
に
功
直
な
し
。
惟
だ
心
よ
り
悟
入
し
身
よ
り
発
揮
し
、
当
否
裏
に
お
い
て
真
臼
を
営
ま

　
　
ず
、
意
見
裏
に
お
い
て
途
轍
を
尋
ね
ず
。
ロ
バ
だ
一
念
独
知
の
処
に
お
い
て
、
黙
黙
改
過
・
徹
底
掃
蕩
・
徹
底
超
脱
す
る
を
須
ち
て
、
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良
知
の
真
体
、
精
融
昏
乱
に
し
て
繊
騎
は
悉
く
除
き
万
象
は
昭
ら
か
に
察
し
、
．
千
百
年
の
絶
学
を
緯
焦
し
て
、
以
っ
て
昌
大
休
明
に

　
　
抵
る
。

　
　
　
　
　
そ
の
ま
ま
　
　
う
け
あ
た
る

　
龍
渓
は
、
「
直
下
の
承
当
」
以
外
に
、
更
に
学
問
は
な
い
と
断
言
す
る
。
「
直
下
」
と
は
、
『
語
録
訳
義
』
に
よ
れ
ば
、
「
時
刻
を
も
移
さ

ず
他
の
助
け
を
も
待
た
ず
、
た
だ
ち
に
そ
の
下
に
す
ぐ
さ
ま
に
と
い
う
こ
と
」
と
あ
る
。
耳
当
の
独
自
性
は
、
現
在
州
念
独
知
の
処
に
於

て
、
既
成
の
理
に
ま
つ
わ
る
意
識
を
徹
底
的
に
排
除
・
超
脱
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
に
し
て
霊
な
る
良
知
の
本
体
を
一
挙
に
回
復
せ
ん
と

す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
思
想
は
、
従
来
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
良
知
現
成
に
対
す
る
深
い
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
龍
渓
思
想
に
お
い
て
、
是
非
善
悪
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
　
使
し
衆
人
、
学
を
知
り
念
に
克
ち
、
良
知
、
主
宰
と
廻
り
得
ば
、
便
ち
亘
れ
聖
と
作
る
。
卑
し
聖
人
、
一
時
念
に
克
た
ず
し
て
、
良

　
　
知
、
主
宰
と
重
り
得
ず
ん
ば
、
便
ち
是
れ
狂
と
作
る
。
聖
・
狂
の
分
は
、
只
だ
克
と
妄
と
の
間
に
在
り
。
実
に
二
事
有
る
に
あ
ら
ざ

　
　
る
な
り
。
そ
の
妄
有
る
に
因
る
が
故
に
、
須
ら
く
掃
除
す
べ
し
。
若
し
本
と
妄
の
掃
除
す
る
な
く
ん
ば
、
箇
の
態
の
聖
人
な
り
。
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い

　
　
静
は
是
れ
徳
性
の
真
体
。
時
時
主
宰
と
倣
り
得
る
は
、
便
ち
崩
れ
聖
人
の
学
。
『
修
』
と
は
此
の
真
体
を
修
復
す
る
の
み
。
『
惇
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
は
此
の
真
体
を
惇
棄
す
る
の
み
。
間
散
棲
遣
は
、
原
と
是
れ
学
な
ら
ず
。

　
衆
人
と
い
え
ど
も
、
現
在
の
一
念
に
お
い
て
克
己
を
果
た
せ
ば
聖
と
な
り
、
聖
人
と
い
え
ど
も
、
一
念
独
知
の
処
に
早
る
功
夫
を
怠
れ

ば
、
た
ち
ま
ち
狂
に
堕
す
る
。
龍
渓
思
想
に
興
る
善
悪
の
問
題
も
、
彼
の
思
想
中
一
等
大
切
な
も
の
と
さ
れ
た
「
現
在
の
良
知
一
念
」
を

軸
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
龍
渓
に
と
っ
て
、
コ
念
独
知
の
処
」
と
は
、
他
で
も
な
い
学
問
す
べ
て
の
浮
沈
を

か
け
、
そ
れ
を
根
底
よ
り
支
え
る
と
こ
ろ
の
関
鍵
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
問
を
こ
そ
、
古
よ
り
相
伝
さ
れ
て
き

た
真
正
の
学
問
だ
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
大
抵
、
吾
人
、
真
に
聖
賢
と
倣
ら
ん
と
欲
せ
ざ
れ
ば
則
ち
已
む
。
古
よ
り
聖
に
入
り
賢
に
入
る
に
は
、
須
ら
く
真
血
脈
路
有
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
形
迩
も
て
把
捉
し
格
套
も
て
支
持
す
る
と
、
絶
え
て
同
じ
か
ら
ず
。

　
形
遊
や
格
套
に
よ
っ
て
は
絶
対
に
と
ら
え
ら
れ
ぬ
も
の
、
こ
れ
が
彼
の
言
う
血
脈
路
で
あ
っ
た
り
陽
明
は
良
知
の
特
質
を
「
滴
浄
血
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
が
、
龍
渓
の
良
知
も
こ
れ
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
体
内
か
ら
次
々
と
生
み
出
さ
れ
、
全
身
を
く
ま

一
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な
く
駆
け
め
ぐ
り
、
暖
か
く
そ
し
て
何
よ
り
も
現
実
の
自
己
に
最
も
切
実
に
迫
っ
て
く
る
血
液
の
赤
。
流
動
し
已
ま
ぬ
現
在
生
命
の
ぎ
り

ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
、
・
龍
渓
は
良
知
を
措
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
現
実
の
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
確
か
に
最
も
切
実
で
あ
り
最
も
力
強
く
主
体
を
揺
り
動
か
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

が
、
し
か
し
、
現
在
の
一
念
の
心
に
、
「
聖
が
狂
へ
転
落
す
る
」
と
い
う
可
能
性
を
不
断
に
秘
め
た
恐
る
べ
き
思
想
で
も
あ
る
。
’
そ
れ
ゆ
え
、

他
の
人
々
か
ら
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
首
肯
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
さ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
執
事
、
『
不
肖
（
龍
渓
）
、
上
品
の
資
を
置
け
、
故
に
玄
遠
の
説
を
為
し
て
以
て
人
の
信
を
噺
む
る
が
若
し
』
と
謂
う
は
、
惟
に
過
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
の
誉
の
敢
て
当
た
る
と
こ
ろ
な
る
の
み
な
ら
ず
し
て
、
亦
た
区
区
就
正
の
初
心
に
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
あ
な
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
最
双
江
に
、
「
尊
兄
（
豊
穣
）
の
高
明
な
る
こ
と
人
に
過
ぐ
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
龍
渓
は
万
履
庵
な
る
人
物
か
ら

「
あ
な
た
は
上
品
の
資
質
を
受
け
、
こ
と
さ
ら
に
玄
妙
な
説
を
立
て
て
、
人
に
信
じ
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
一
念
に
於
て
聖
・
狂
の
決
着
を
つ
け
る
と
い
う
あ
る
種
激
烈
な
玉
璽
思
想
に
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
下
さ
れ

て
い
た
の
は
十
分
予
想
で
き
る
。
常
識
的
な
批
判
で
す
ら
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
論
評
さ
れ
る
中
、
龍
渓
は
他
人
の
学

説
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
た
か
。

　
　
あ
な
た
は

　
　
公
　
（
双
江
）
、
吾
人
、
格
致
の
学
を
為
む
る
者
、
知
識
を
認
め
て
良
知
と
為
し
、
入
微
に
其
の
自
然
の
覚
を
致
す
こ
と
能
わ
ず
し
て
、

　
　
終
日
応
迩
上
に
在
て
有
象
に
執
青
し
、
安
排
・
湊
泊
以
て
其
の
是
迄
を
求
む
る
を
見
る
。
故
に
苦
口
し
虚
寂
の
話
頭
を
拮
出
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
以
て
学
者
の
弊
を
救
わ
ん
と
す
。

　
最
長
江
の
帰
寂
説
の
真
意
を
汲
み
と
ろ
う
と
す
る
努
力
が
認
め
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
。
言
書
と
い
う
人
は
、
少
な
く
と
も
自
説
の
正
当

性
を
む
や
み
に
主
張
す
る
ば
か
り
で
他
人
の
言
説
に
耳
を
借
さ
ぬ
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
器
の
小
さ
な
人
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
次
の

よ
う
な
発
言
も
興
味
深
い
Q

　
　
吾
人
の
致
知
の
学
問
、
未
だ
嘗
て
形
迩
を
照
寄
し
格
套
を
循
守
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
然
も
必
ず
形
迩
を
以
て
人
を
観
、
格
套
を
以
て

　
　
人
を
律
し
、
其
の
自
信
の
真
機
を
遺
つ
れ
ば
、
未
だ
殿
誉
を
以
て
是
非
と
為
し
、
同
異
を
得
失
と
為
す
を
免
か
れ
ず
し
て
、
未
だ
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
に
違
う
の
行
、
義
に
徊
う
の
名
有
る
を
免
か
れ
ず
。
襲
う
所
は
、
但
だ
毫
董
の
問
の
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
か
た

　
王
龍
渓
は
心
の
自
立
性
、
現
在
性
を
尊
び
、
既
成
の
価
値
へ
の
よ
り
か
か
り
を
極
度
に
排
し
た
人
で
あ
っ
た
が
、
単
純
に
形
迩
を
廃
し

一
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き
ま
り
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
り
　
　
　
　
　
　
ま
も
る

格
套
を
棄
て
去
れ
ば
よ
い
と
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
「
我
々
の
学
問
は
、
形
遊
を
照
潔
し
、
配
管
を
循
守
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」
と

い
う
言
葉
を
彼
の
思
想
大
系
の
中
で
と
ら
え
れ
ば
、
龍
渓
は
、
す
で
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
形
式
に
、
心
の
現
在
の
み
ず
み
ず
し
さ
に

よ
っ
て
新
し
い
息
吹
き
を
吹
き
こ
み
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
再
生
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
学
問
を
多
角
的
に
検
証
し
弾
力
的
に
構
成
し
た
そ
の
上
で
、
龍
渓
は
「
良
知
な
る
も
の
は
現
在
の
知
覚
を
は
な
れ
ぬ
」

と
い
う
自
説
の
普
遍
妥
当
性
を
力
強
く
宣
言
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
良
知
は
知
覚
の
謂
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
知
覚
を
舎
き
て
は
良
知
な
し
。

　
　
吾
人
、
今
日
の
学
、
知
識
は
良
知
に
あ
ら
ず
と
謂
う
は
則
ち
可
な
る
も
、
良
知
は
知
覚
に
外
た
る
と
謂
う
は
則
ち
不
可
。
〈
中
略
〉
後

　
　
儒
、
穐
か
に
知
れ
ば
即
ち
是
れ
已
発
と
謂
い
て
別
に
未
発
の
時
を
求
む
。
未
だ
動
静
の
分
を
免
れ
ず
。
支
離
に
入
り
て
自
覚
せ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　

　
　
所
以
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
知
覚
と
良
知
の
相
即
は
、
陽
明
に
よ
っ
て
す
で
に
提
唱
さ
れ
て
い
た
が
、
贈
呈
に
な
る
と
一
層
力
強
く
な
る
。
心
の
現
在
性
・
流
動
性

に
重
き
を
お
き
、
知
覚
そ
の
も
の
の
中
に
本
体
を
考
え
る
の
が
龍
渓
の
良
知
な
の
で
あ
っ
た
。

　
王
盤
渓
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
良
知
、
及
び
そ
れ
を
柱
と
し
て
展
開
さ
れ
る
自
己
の
学
問
の
正
当
性
を
確
信
し
て
い
た
。
上
根
の
人

に
限
ら
ず
、
学
問
に
携
わ
る
人
間
に
と
っ
て
、
心
の
現
在
生
命
み
ず
か
ら
に
よ
る
当
下
の
承
当
（
「
悟
り
」
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
）
以

外
に
有
効
な
手
段
は
な
い
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
何
に
対
し
て
の
正
当
性
か
。
先
師
の
学
説
に
対
し
て
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
天
に
対
し

て
で
も
な
い
。
他
な
ら
ぬ
自
己
自
身
（
「
主
体
的
自
我
」
「
自
立
し
た
精
神
」
「
透
明
な
る
自
意
識
」
な
ど
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
）
に
対
し
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
龍
渓
思
想
の
特
色
は
、
龍
渓
と
最
も
距
離
の
あ
っ
九
と
言
わ
れ
る
最
鼻
下
の
思
想
を
見
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
鮮
明
に
浮
か
び
あ

が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
次
章
で
は
龍
渓
思
想
と
双
江
思
想
を
比
較
さ
せ
な
が
ら
そ
れ
ら
の
本
質
へ
と
迫
っ
て
み
た
い
。

「
4
0

一
’

三

最
品
濃
の
思
想
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
、
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
心
の
本
体
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

そ
こ
か
ら
完
全
広
大
な
る
作
用
を
自
然
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
囎

「
虚
」
及
び
「
寂
」
を
先
ず
確
立
し
、



　
　
要
人
の
見
に
霜
か
に
謂
え
ら
く
、
心
体
は
是
れ
根
、
単
為
は
是
れ
枝
葉
、
事
為
の
其
の
当
処
を
得
る
は
詰
れ
花
実
。
虚
を
致
し
寂
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か

　
　
守
り
て
以
て
未
発
の
中
を
養
い
、
而
し
て
感
応
の
変
化
に
於
て
は
、
其
の
自
然
に
聴
し
、
人
力
、
与
る
所
な
き
な
り
。
却
っ
て
塗
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
一
心
、
根
上
に
培
灌
す
る
に
在
り
て
、
枝
葉
花
実
の
想
を
作
さ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
虚
を
致
し
寂
を
守
る
は
、
方
に
是
れ
不
賭
事
聞
の
学
、
帰
根
復
命
の
要
。
蓋
し
嘗
て
学
の
未
だ
能
く
せ
ざ
る
を
以
て
憂
い
と
為
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
而
し
て
乃
ち
虚
寂
に
偏
し
以
て
宝
物
の
明
察
を
該
ぬ
る
に
足
ら
ず
と
謂
う
は
、
則
ち
過
れ
り
。
膨
れ
倫
を
明
ら
か
に
し
物
を
察
し
、

　
　
仁
義
に
よ
り
て
行
う
は
、
方
に
誉
れ
性
体
自
然
の
覚
に
し
て
、
明
察
を
以
て
格
物
の
功
と
為
す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
如
し
明
察
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
格
物
の
功
と
為
さ
ば
、
是
れ
仁
義
を
行
い
て
焉
を
襲
う
者
な
り
。

　
虚
を
致
し
寂
を
守
っ
て
未
発
の
中
を
培
養
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
は
、
毫
髪
の
人
力
も
加
え
る
こ
と
な
く
、
未
発
の
中
（
心
の
本
体
）

の
持
つ
内
発
力
に
任
せ
切
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
直
根
復
命
」
の
学
で
あ
り
、
こ
の
功
夫
に
よ
っ
て
は
じ
あ
て
人
間
の
良
知
は
真
に
正
し
く

致
さ
れ
る
と
双
江
は
信
じ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
「
未
発
の
中
」
の
性
格
を
少
し
く
追
っ
て
み
る
。

　
　
今
、
天
下
の
良
知
の
学
に
従
事
す
る
者
、
乃
ち
潜
く
以
て
其
の
真
を
失
う
は
何
ぞ
や
。
良
和
は
未
発
の
中
に
し
て
、
物
を
備
え
て
化

　
　
を
渇
く
し
知
覚
に
属
さ
ず
。
而
る
に
、
世
、
常
に
知
覚
を
以
て
之
を
求
む
。
蓋
し
核
提
愛
敬
の
言
に
得
ず
し
て
之
を
失
ヶ
な
り
。
孟

　
　
子
曰
く
、
『
核
提
の
童
も
学
ば
ず
慮
ら
ず
し
て
愛
す
る
を
知
り
敬
す
る
を
知
る
』
と
。
是
れ
蓋
し
其
の
発
す
る
所
に
即
き
て
以
て
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
中
の
有
す
る
所
を
験
す
。
故
に
即
く
、
『
親
を
親
し
む
は
仁
な
り
、
長
を
敬
う
は
義
な
り
』
と
。
初
よ
り
愛
敬
を
指
し
て
良
知
と
為
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
猶
お
側
隠
差
悪
は
仁
義
の
端
と
日
う
が
ご
と
し
。
而
る
に
遂
に
側
隠
差
悪
を
以
て
仁
義
と
為
し
て
可
な
ら
ん
や
。

　
こ
の
資
料
に
於
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
良
知
は
知
覚
に
属
さ
ぬ
と
す
る
双
江
の
学
問
的
態
度
で
あ
る
。
「
親
を
親
し
み
長
を
敬
す
る
」
と

い
う
日
常
底
の
現
在
の
心
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
良
知
と
し
て
認
め
ら
れ
ぬ
。
双
江
に
漏
る
良
知
と
は
、
知
覚
と
し
て
現
実
界
に
発
現
し
た

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
奥
に
位
置
し
知
覚
発
現
の
根
本
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
未
発
の
中
で
あ
っ
た
。

　
　
孟
子
言
う
、
至
宝
の
童
も
学
ば
ず
慮
ら
ず
し
て
愛
を
知
り
敬
を
知
る
。
蓋
し
言
う
、
其
の
中
に
物
の
以
て
之
を
主
ど
る
も
の
有
り
て
、

　
　
愛
・
敬
は
則
ち
主
の
発
す
る
所
な
り
。
今
、
主
ど
る
所
に
従
事
し
て
以
て
本
体
の
量
を
充
満
せ
ず
し
て
、
坐
な
が
ら
に
し
て
其
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
学
不
慮
の
成
を
享
け
ん
と
欲
す
る
は
難
き
か
な
。

　
「
愛
」
「
敬
」
と
い
う
心
情
は
、
現
実
レ
ベ
ル
を
越
え
た
存
在
で
あ
る
「
未
発
の
中
」
の
発
動
で
あ
り
、
心
情
の
充
実
は
、
本
体
と
し
て
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の
未
発
の
量
的
充
満
に
よ
る
と
双
江
は
い
う
。
双
江
は
、
知
覚
活
動
の
次
元
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
す
根
元
の

も
の
を
指
し
て
学
問
の
中
心
に
す
え
る
。
良
知
な
る
も
の
を
未
発
レ
ベ
ル
に
措
定
し
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
学
問
構
築
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

良
知
を
知
覚
に
即
し
て
と
ら
え
た
龍
渓
思
想
と
の
距
離
が
最
も
大
き
い
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
双
江
思
想
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

龍
渓
の
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
い
わ
ゆ
る
功
夫
を
重
ん
ず
る
学
問
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
『
未
だ
応
ぜ
ざ
る
も
理
れ
先
な
ら
ず
。
已
に
応
ず
る
も
是
れ
後
な
ら
ず
』
と
は
、
程
子
、
蓋
し
心
体
の
阻
め
に
言
う
な
り
。
然
も
学

　
　
問
の
功
に
於
て
は
、
則
ち
未
だ
之
に
及
ば
ず
。
そ
の
下
に
曰
く
、
『
讐
え
ば
百
尺
の
木
の
如
し
。
根
本
よ
り
枝
葉
に
至
る
ま
で
一
貫
な

　
　
り
。
樹
を
種
う
る
者
を
し
て
、
百
尺
一
貫
の
説
を
堅
守
し
て
、
培
灌
の
功
に
於
て
そ
の
施
す
所
に
昧
か
ら
し
む
れ
ば
、
安
ん
ぞ
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
能
く
百
尺
た
る
を
望
ま
ん
や
と
。

　
　
其
の
『
寂
に
即
し
て
感
在
り
。
感
に
即
し
て
寂
行
わ
る
』
と
日
う
は
、
此
を
以
て
見
成
を
論
ず
る
に
似
た
る
な
り
。
若
し
学
者
の
為

　
　
あ
に
法
を
立
つ
る
と
き
は
、
中
る
ら
く
は
当
に
更
に
一
転
語
を
下
す
べ
し
。
易
に
内
外
を
言
い
、
中
庸
に
も
亦
た
内
外
を
言
う
に
、
，

　
　
今
、
内
外
な
し
と
肯
う
。
易
に
先
後
を
言
い
、
大
学
に
も
亦
た
先
後
を
言
う
に
、
今
、
先
後
な
し
と
習
う
。
是
れ
皆
な
統
体
を
以
て

　
　
工
夫
を
言
い
て
、
百
尺
一
貫
を
以
て
種
樹
を
論
じ
て
、
枝
葉
の
碩
茂
は
根
本
の
盛
大
に
よ
り
、
根
本
の
盛
大
は
培
灌
の
積
累
に
よ
る

　
　
　
た
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
を
原
ね
ざ
る
が
如
し
。
此
れ
鄙
人
の
内
外
先
後
の
説
な
り
。

　
蟹
江
に
よ
れ
ば
、
根
本
を
培
灌
す
る
こ
と
の
積
累
が
根
本
の
盛
大
を
も
た
ら
し
、
根
本
の
盛
大
が
枝
葉
の
毒
筆
を
導
く
。
良
知
の
現
成

を
信
じ
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
学
ぶ
者
の
た
め
に
功
夫
に
於
る
先
後
軽
重
を
段
階
的
に
提
示
す
る
学
問
、

こ
れ
が
双
江
思
想
だ
と
思
わ
れ
る
。
良
知
の
当
下
具
足
を
確
信
し
、
「
直
下
の
承
当
以
外
に
更
に
功
法
な
し
」
と
言
い
切
っ
た
龍
渓
思
想
と

の
差
違
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。

　
そ
こ
で
、
次
に
、
両
者
の
思
想
的
食
い
違
い
の
状
況
を
具
体
的
に
考
察
し
た
い
。

　
　
愚
夫
愚
婦
の
知
、
未
だ
意
欲
に
動
か
ざ
る
の
時
聖
人
と
同
じ
く
是
な
れ
ば
、
則
ち
夫
の
致
知
の
功
、
要
は
意
欲
の
動
か
ざ
る
に
在
り
。

　
　
　
　
あ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か

　
　
物
に
周
ね
く
し
て
之
を
過
ぎ
ざ
る
を
以
て
致
と
為
す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
『
鏡
、
此
に
懸
り
て
物
来
る
と
き
自
ら
照
せ
ば
、
則
ち
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
が

　
　
す
所
の
者
は
広
し
。
若
し
鏡
を
執
り
物
に
随
い
て
以
て
其
の
形
を
鑑
み
ば
、
照
す
所
は
幾
何
ぞ
』
と
。
延
平
の
此
の
喩
、
未
だ
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
し
と
為
さ
ず
。
致
知
は
鏡
を
磨
く
が
如
く
、
格
物
は
鏡
の
照
す
が
如
し
。
謬
り
て
格
物
に
工
夫
な
し
と
謂
う
は
此
を
以
て
な
り
。
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「
鏡
、
此
に
懸
り
て
物
来
る
と
き
自
ら
照
せ
ば
、
則
ち
照
す
所
の
者
は
広
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
功
夫
な
る
も
の
を
動
静
に
分
け
た
と

き
の
静
中
の
功
夫
と
そ
の
効
験
の
大
き
さ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
「
若
し
鏡
を
執
り
物
に
随
い
て
以
て
其
の
形
を
鑑
み
ば
、
照
す
所

は
幾
何
ぞ
」
と
は
、
霧
中
の
功
夫
の
危
険
性
を
突
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
双
江
は
こ
の
李
延
平
の
語
（
出
処
未
詳
）
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ノ

て
、
未
発
の
次
元
に
良
知
を
措
定
し
た
自
己
の
学
問
の
正
当
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
龍
渓
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
こ

　
　
良
知
は
鏡
の
明
の
如
く
、
格
物
は
鏡
の
照
の
如
し
。
鏡
の
厘
に
在
り
台
に
在
る
は
、
動
静
を
以
て
言
う
べ
き
も
、
鏡
体
の
明
は
時
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
　
し
て
照
さ
ざ
る
な
く
、
匝
に
在
る
と
台
に
在
る
と
を
分
つ
な
き
な
り
。
故
に
吾
妻
格
物
の
功
、
動
静
に
間
あ
る
こ
と
な
し
。

　
こ
の
資
料
は
、
淫
酒
の
場
合
と
明
ら
か
に
異
な
り
、
心
の
本
体
と
し
て
の
「
黒
体
の
明
」
に
対
す
る
強
い
信
頼
が
よ
み
と
れ
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
「
動
静
に
か
か
わ
ら
ず
、
鏡
体
の
明
は
不
断
に
事
物
を
う
つ
し
つ
づ
け
る
」
と
い
う
良
知
へ
の
信
頼
感
の
上
に
こ
そ
、
良
知

現
成
論
を
掲
げ
知
覚
に
即
し
て
良
知
を
措
定
し
た
龍
渓
の
学
問
は
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
双
江
は
「
静
時
の
功
夫
」
を
主
張
し
、
龍
渓

は
「
良
知
へ
の
信
頼
」
を
強
調
す
る
。
両
者
の
立
場
の
相
違
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
次
の
資
料
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。　

　
首
春
、
兄
（
龍
渓
）
、
著
す
と
こ
ろ
の
三
山
語
録
に
云
う
、
『
千
古
の
聖
学
、
ロ
バ
だ
幾
上
に
出
て
功
を
用
う
る
の
み
。
有
無
の
間
は
吊
れ

　
　
人
心
の
真
の
体
用
。
当
下
具
足
は
、
亘
れ
無
謬
無
感
を
謂
い
、
是
れ
常
尋
常
感
を
謂
う
。
是
れ
寂
感
一
体
な
り
』
と
。
此
の
段
の
意

　
　
と
同
じ
く
、
倶
に
養
成
を
以
て
工
夫
と
照
し
て
看
る
。
寂
然
不
動
な
る
者
は
誠
な
り
。
感
じ
て
遂
に
通
じ
る
者
は
神
な
り
。
今
、
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
だ

　
　
神
を
謂
い
て
学
問
の
真
の
工
夫
と
為
さ
ず
し
て
、
有
無
の
間
を
以
て
人
心
の
真
の
体
用
と
為
す
は
、
筏
を
果
て
て
岸
を
求
む
る
に
幾

　
　
か
ら
ず
や
。
能
く
望
洋
の
嘆
を
免
れ
ん
や
。

　
良
知
の
当
下
具
足
を
信
じ
、
知
覚
と
相
即
さ
せ
て
良
知
を
と
ら
え
た
窯
業
は
、
有
無
の
間
と
い
わ
れ
る
「
幾
」
に
功
夫
を
つ
け
よ
う
と

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
双
江
は
、
「
幾
」
を
う
み
だ
す
本
源
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
箒
神
」
（
誠
は
心
の
本
体
の
本
体
的
側
面
、
神
は
心
の
本
体
の

作
用
的
側
面
）
へ
功
夫
を
つ
け
ん
と
す
る
。
知
覚
活
動
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
生
み
だ
す
根
源
の
も
の
へ
目
を
向
け
て
い
た
双
江

思
想
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
双
江
に
と
っ
て
、
龍
渓
思
想
は
、
見
習
と
工
夫
を
混
同
し
た
も
の
と
し
か
見
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
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四

　
我
々
は
、
こ
れ
ら
思
想
的
ズ
レ
の
由
来
を
、
一
体
ど
こ
に
求
あ
た
ら
よ
い
の
か
。
龍
渓
、
双
江
そ
れ
ぞ
れ
が
、
片
や
良
知
を
知
覚
に
相

即
さ
せ
、
片
や
良
知
を
知
覚
の
内
奥
に
措
定
し
た
理
由
は
一
体
何
な
の
か
。
そ
も
そ
も
一
個
の
人
間
が
自
己
自
身
の
浮
沈
を
か
け
た
思
想

的
立
脚
地
を
決
定
す
る
に
至
っ
た
経
緯
の
基
底
に
は
、
他
者
に
よ
っ
て
軽
々
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
個
々
の
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
状
況
・
体
験

が
、
厳
然
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
論
に
於
て
は
、
現
在
筆
者
が
考
え
ら
れ
る
限
り
で
こ
の
問
題
に
触
れ
て
み
た
い
。

　
　
先
師
、
良
知
の
二
字
を
提
出
す
る
は
、
正
に
見
在
を
指
し
て
言
う
。
見
在
の
良
知
、
聖
人
と
未
だ
嘗
て
同
じ
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
同
じ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
者
は
、
能
く
致
す
と
致
す
能
わ
ざ
る
乏
の
み
。

　
　
聖
人
の
地
位
は
、
正
に
回
れ
初
学
の
手
を
下
す
処
な
り
噛

　
　
来
諭
に
又
た
謂
う
、
良
知
は
本
よ
り
寂
と
。
誠
に
然
り
、
誠
に
然
り
。
此
れ
先
師
の
言
に
あ
ら
ず
や
。
師
云
う
、
良
知
は
焦
れ
未
発

　
　
の
中
、
寂
然
太
公
の
本
体
な
り
と
。
但
だ
知
ら
ず
、
腫
れ
其
の
賦
界
の
初
め
を
指
し
て
之
を
言
う
か
、
亦
た
其
の
見
在
す
る
者
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
し
て
之
を
言
う
か
を
。
如
し
そ
の
見
在
す
る
者
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
気
に
拘
わ
れ
物
に
蔽
わ
れ
し
後
に
し
て
、
吾
は
故
の
吾

　
　
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
生
身
の
鏡
に
窺
う
れ
ば
、
虚
明
の
体
は
未
だ
嘗
て
在
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
磨
盈
の
功
、
未
だ

　
　
如
え
ず
し
て
、
遽
か
に
昏
蝕
の
照
を
以
て
精
明
の
体
の
発
す
る
所
と
為
す
な
り
。
世
に
固
よ
り
賊
を
認
あ
て
子
と
作
す
者
有
り
。
此

　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
の
類
是
れ
な
り
。

　
「
陽
明
先
師
の
良
知
と
は
、
現
在
良
知
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
良
知
は
聖
人
の
そ
れ
と
同
様
完
全
円
満
だ
9
だ
か
ら

初
学
の
立
場
と
は
聖
人
の
立
場
に
他
な
ら
ぬ
。
」
と
い
う
霊
寺
と
、
「
良
知
は
元
来
虚
言
だ
と
た
し
か
に
先
師
は
言
及
し
た
が
、
そ
の
発
言

が
人
間
の
如
何
な
る
存
在
状
況
を
指
し
た
も
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
見
在
（
現
実
の
人
間
存
在
）
を
指
し
て
言
う
な
ら
、
そ

れ
は
気
に
拘
わ
れ
物
に
蔽
わ
れ
た
の
ち
の
姿
で
あ
り
、
本
来
の
自
己
と
は
異
な
る
も
の
だ
。
」
と
い
う
双
江
。
現
実
の
人
間
存
在
を
と
ら
え

る
視
点
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
人
間
の
現
在
を
聖
人
に
等
し
い
と
と
ら
え
れ
ば
、
現
在
の
自
己
を
深
く
信
頼
し
、
活
澄
濃
地
た
る

現
在
の
知
覚
活
動
に
即
し
て
良
知
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
人
間
の
現
在
は
本
来
の
自
己
の
完
全
円
満
な
る
輝
き
が
不
純
物
に
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よ
っ
て
蔽
わ
れ
た
の
ち
の
姿
だ
と
と
ら
え
れ
ば
、
現
在
の
自
己
に
信
頼
を
お
か
ず
、
現
実
の
知
覚
活
動
か
ら
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、

そ
れ
ら
を
う
み
だ
す
純
粋
至
正
な
る
根
本
因
を
想
定
し
た
上
で
、
良
知
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
両
者
の
思
想
的
立
場
を

決
す
る
重
要
な
契
機
が
こ
の
あ
た
り
に
存
す
る
の
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
次
の
資
料
は
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
王
龍
華
を
み
た
も
の
で

あ
る
。

　
公
は
、
性
、
坦
夷
寛
厚
、
そ
の
人
と
言
う
や
、
或
は
未
だ
深
く
襲
わ
ず
ん
ば
、
従
容
と
し
て
苫
葺
し
、
反
覆
を
厭
わ
ず
、
士
、
多
く
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
従
う
を
楽
し
む
。
而
七
て
そ
の
興
起
す
る
者
も
亦
た
諸
君
子
に
視
ぶ
れ
ば
着
せ
り
と
為
す
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
さ
ら

公
、
年
八
十
に
し
て
す
ら
猶
お
出
遊
を
廃
せ
ず
。
之
を
止
む
る
者
有
ら
ば
、
輻
ち
謝
し
て
辛
く
、
『
子
、
誠
に
我
を
愛
せ
り
。
我
も
亦
た
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か

に
労
を
好
む
に
は
あ
ら
ず
。
但
だ
念
う
、
久
し
く
安
処
す
れ
ば
、
則
ち
志
・
気
、
日
に
呼
集
に
就
く
と
。
朋
友
と
相
い
慨
世
し
て
自
ら
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

命
を
了
す
る
を
求
め
ん
と
欲
す
。
専
ら
以
て
教
を
行
う
に
あ
ら
ざ
る
な
り
』
と
。

　
前
者
は
、
龍
渓
の
人
柄
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
せ
か
せ
か
せ
ず
ゆ
っ
た
り
と
構
え
、
し
か
も
教
育
に
情
熱
を
も
っ
て
い
た
て
と
が
理

解
さ
れ
る
。
後
者
は
、
晩
年
に
な
っ
て
も
出
遊
し
つ
づ
け
る
理
由
に
つ
い
て
の
言
及
。
学
友
と
切
磋
琢
磨
す
る
中
で
、
自
己
に
内
在
す
る

天
命
の
性
（
良
知
）
の
本
旨
を
究
め
た
い
と
、
龍
渓
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
如
何
様
に
も
解
さ
れ
よ
う
が
、
私
に
は
、

こ
れ
ら
は
、
思
想
的
立
場
が
確
定
さ
れ
た
の
ち
そ
こ
か
ら
流
出
し
て
く
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
思
想
形
成
に
於
る
要
因
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
龍
渓
自
身
の
こ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
個
性
に
彼
の
学
問
は
支
え
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
や
や
言
及
が
過
ぎ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
今
後
も
常
に
念
頭
に
お
き
、

発
展
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
以
上
、
龍
渓
思
想
を
双
江
思
想
と
此
写
し
つ
つ
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、
そ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
・
「
人
間
の
現
在
を
ど
う
と
ら
え
る

か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
、
日
々
の
生
活
の
中
で
「
自
己
自
身
は
如
何
に
穿
く
べ
き
か
」
と
い
う
切
実
な
問
い
を
発
し
掛
け

て
い
る
そ
の
自
分
自
身
の
立
場
を
ど
こ
に
お
く
か
が
、
思
想
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
「
現
在
の
自
己
と
は
何
者
か
」

と
い
う
問
い
に
苦
慮
し
た
と
言
え
る
。
今
回
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
こ
の
限
り
で
あ
る
が
、
今
後
は
こ
の
自
己
の
立
場
を
築
か
し
あ

た
要
因
に
も
目
を
向
け
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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注

ω
　
『
仏
教
と
陽
明
学
』
（
第
三
文
明
社
）
、
『
仏
教
と
儒
教
』
（
平
楽
寺
書
店
）
、
「
近
世
儒
学
の
発
展
－
朱
子
学
か
ら
陽
明
学
へ
一
」
（
『
朱
子
・
王
陽
明
』

　
所
収
、
中
央
公
論
社
）
、
『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
（
研
文
出
版
）
等
参
照
。

ω
　
前
掲
『
仏
教
と
陽
明
学
』
、
「
心
学
と
理
学
」
（
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
』
所
収
、
流
露
社
）
等
参
照
。

㈹
　
荒
木
氏
、
陽
明
学
大
系
6
、
『
陽
明
門
下
（
中
）
』
序
文
、
（
明
徳
出
版
社
）
参
照
。

ω
　
岡
田
武
彦
氏
『
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
』
（
明
徳
出
版
社
）
参
照
。

㈲
　
荒
木
田
、
上
記
以
外
に
『
明
代
思
想
研
究
』
（
創
文
社
）
等
。
岡
田
氏
、
前
掲
書
、
及
び
「
良
知
西
成
論
の
成
立
－
王
龍
頭
の
学
的
精
神
1
」
（
九

　
州
大
学
哲
学
研
究
会
、
哲
学
年
報
1
5
）
。
山
下
龍
二
氏
、
『
陽
明
学
の
研
究
上
・
下
』
（
現
代
情
報
社
）
。
柴
田
篤
氏
、
「
王
龍
渓
の
思
想
－
良
知
説
の

　
一
展
開
l
」
（
九
州
大
学
中
国
哲
学
論
集
1
）
、
良
知
現
成
の
思
想
－
王
龍
渓
を
中
心
に
し
て
一
」
（
『
陽
明
学
の
世
界
』
所
収
、
明
徳
出
版
社
）
。
島

　
蘇
蜜
次
氏
、
「
王
龍
渓
先
生
談
話
録
並
に
解
説
」
（
東
洋
史
研
究
1
2
i
2
）
。
上
田
弘
毅
氏
、
「
聖
誕
渓
の
良
知
説
に
於
け
る
無
分
別
」
（
東
北
大
学
、

　
集
利
東
洋
学
5
4
）
、
等
。

㈲
　
王
龍
渓
全
集
（
以
下
「
龍
渓
集
」
と
略
す
）
巻
九
、
答
郷
東
廓
。

ω
　
同
、
巻
九
、
答
季
彰
山
龍
鏡
書
。

㈲
　
念
奄
羅
先
生
全
集
、
巻
二
、
奉
李
谷
平
先
生
。

㈲
　
柴
田
氏
前
掲
論
文
参
照
。

㈹
　
龍
渓
集
、
巻
九
、
答
季
彰
山
龍
鏡
書
。

　
　
柴
田
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑫
　
龍
渓
集
、
巻
九
、
答
章
介
庵
。

⑬
　
同
、
三
九
、
答
胡
石
川
。

ω
　
王
文
成
公
全
書
、
年
譜
、
五
〇
歳
の
条
。
，

㈲
　
龍
渓
集
、
巻
九
、
答
万
履
庵
。

⑯
　
最
双
江
集
（
以
下
「
双
江
集
」
と
略
す
）
、
巻
＝
、
答
王
覇
渓
（
即
致
知
議
略
）
。

　
　
龍
渓
集
、
巻
六
、
致
知
議
弁
。

⑯
　
同
、
巻
九
、
答
胡
石
川
。
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㈲
　
同
、
巻
一
〇
、
答
羅
念
蕎
。

⑳
　
同
、
巻
六
、
致
知
議
略
。

⑳
　
楽
は
是
れ
心
の
本
体
な
り
。
七
情
の
楽
に
同
じ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
而
も
亦
た
七
情
の
楽
に
外
な
ら
ず
。
聖
賢
に
真
面
有
り
と
い
え
ど
も
、

　
而
も
亦
た
常
人
の
同
じ
く
有
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
（
伝
習
録
、
巻
中
、
答
陸
原
静
二
書
）

　
未
発
は
立
干
の
中
に
在
り
て
、
已
発
の
中
、
未
だ
嘗
て
別
に
未
発
な
る
者
在
る
こ
と
有
ら
ず
。
活
発
は
未
発
の
中
に
在
り
て
、
未
発
の
中
、
未
だ

　
嘗
て
別
に
已
発
な
る
者
在
る
こ
と
有
ら
ず
。
是
れ
未
だ
嘗
て
動
静
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
し
て
、
動
静
を
以
て
分
つ
べ
か
ら
ざ
る
者
な
れ
ば
な
り
。

　
（
同
、
巻
中
、
答
陸
原
静
二
書
）

　
こ
れ
ら
は
、
「
心
の
本
体
」
と
「
七
情
」
、
「
未
発
」
と
「
已
発
」
が
相
即
す
る
こ
と
を
の
べ
た
資
料
で
あ
る
。
「
知
覚
」
な
る
語
こ
そ
使
用
さ
れ
て

　
い
な
い
が
、
「
七
情
」
「
粗
垣
」
は
「
知
覚
」
と
質
的
に
は
変
わ
ら
ぬ
概
念
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
陽
明
思
想
に
握
る
「
良
知
」
と
「
知
覚
」

　
の
相
即
を
示
す
資
料
と
し
て
引
用
し
た
。

働
　
龍
虎
自
身
、
「
悟
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
（
龍
半
身
、
巻
一
、
難
題
証
道
紀
）
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
柴
田
氏
前
掲
論
文
「
九
州
大
学

　
中
哲
論
集
1
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

㈱
　
吉
田
公
平
氏
、
「
郷
東
廓
」
（
陽
明
学
大
系
5
、
『
陽
明
門
下
（
上
）
』
所
収
）
参
照
。

⑫
φ@
最
揺
籠
に
関
し
て
は
、
岡
田
氏
前
掲
書
、
及
び
荒
木
氏
、
「
最
双
江
に
お
け
る
陽
明
学
の
後
退
」
（
『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
所
収
）
等
の
研
究

　
が
あ
る
。

㈱
　
双
江
集
、
巻
一
一
、
答
王
龍
渓
。

㈱
　
同
右
。

⑳
　
同
、
巻
四
、
送
王
惟
中
帰
泉
州
序
。

㈱
　
同
、
巻
一
一
、
答
王
龍
渓
。

㈲
　
功
夫
を
重
ん
ず
る
と
い
う
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る
修
証
言
の
諸
子
も
そ
う
で
あ
る
。
（
岡
田
氏
前
掲
書
参
照
）
。
だ
が
、
此
派
の
鏡
緒
山
は
、
「
現
在

　
の
功
夫
」
を
主
張
す
る
。

　
「
格
物
の
学
は
、
実
に
良
知
見
在
の
工
夫
な
り
。
」
（
明
儒
学
案
、
漸
中
学
案
一
、
与
陳
爾
湖
）

　
「
未
発
は
寛
に
何
処
よ
り
覚
む
る
か
。
已
発
を
離
れ
て
未
発
を
求
む
る
も
、
必
ず
得
べ
か
ら
ず
。
」
（
同
、
漸
中
学
案
一
、
緒
山
伝
）

　
し
た
が
っ
て
、
「
功
夫
の
重
視
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
、
修
証
派
の
諸
子
に
も
触
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
到
が
、
そ
れ
ら
の
言
及
は
、
後
日
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⑳⑳働
㈹

㈹㈲㈲⑳㈱㈲
へ
譲
る
こ
と
に
す
る
。

双
江
集
、
巻
＝
、
答
王
龍
渓
。

同
右
。

同
右
。

龍
渓
集
、
巻
六
、
致
知
議
弁
。

双
三
集
、
巻
一
一
、
答
王
龍
渓
。

龍
渓
集
、
巻
四
、
与
獅
泉
劉
子
問
答
。

同
、
巻
三
、
答
中
准
呉
子
問
。

双
江
集
、
巻
八
、
答
王
龍
渓
二
書
。

龍
渓
集
、
龍
渓
王
先
生
伝
、
徐
階
撰
。

同
右
。

「
王
龍
渓
全
集
」
は
、
清
の
道
光
二
年
刻
本
を
底
本
に
し
、
適
宜
、
和
刻
本
も
参
照
し
た
。
「
最
双
江
集
」
は
、
九
州
大
学
所
蔵
『
隻
江
最
先
生
文

集
』
を
底
本
に
し
た
。
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