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王
陽
明
の
「
心
中
の
賊
を
破
る
は
難
し
」
に
つ
い
て斐

健

は
じ
め
に

　
王
陽
明
は
そ
の
門
人
醇
尚
謙
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

　
　
即
日
已
に
竜
南
に
賜
り
、
明
日
巣
に
入
る
。
四
路
の
兵
、
皆
な
已
に
期
の
ご
と
く
並
び
進
む
。
賊
必
ず
破
る
の
勢
あ
り
。
日
向
に
横

　
　
水
に
在
り
、
曽
て
書
を
仕
徳
に
寄
せ
て
云
う
、
　
『
山
中
の
賊
を
破
る
は
易
く
、
心
中
の
賊
を
破
る
は
難
し
。
区
々
鼠
蠣
を
前
刀
除
す
る
、

　
　
何
ぞ
異
と
な
す
に
足
ら
ん
。
も
し
諸
賢
心
腹
の
冠
を
掃
蕩
し
て
、
以
て
廓
清
平
定
の
功
を
収
め
ば
、
此
れ
誠
に
大
丈
夫
万
世
の
偉
績

　
　
な
ら
ん
』
と
。
数
日
来
諒
に
已
に
必
勝
の
策
を
得
た
り
。
捷
奏
期
あ
ら
ん
。
何
の
喜
び
か
ζ
れ
に
如
か
ん
。
（
『
王
文
成
公
全
書
』

　
　
巻
四
、
以
下
『
全
書
』
と
略
称
す
る
）

　
こ
の
書
簡
は
王
陽
明
が
正
徳
十
三
年
（
一
五
一
八
）
、
四
十
七
歳
の
時
、
江
西
省
不
図
県
竜
南
の
農
民
暴
動
を
鎮
定
し
た
際
に
送
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
翰
の
中
に
「
某
向
に
墨
水
に
在
り
、
曽
て
書
を
季
春
に
寄
す
」
と
あ
る
の
は
、
正
徳
十
二
年
十
月
、
江
西
省
崇
義

県
財
界
の
農
民
暴
動
を
鎮
定
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
翰
か
ら
、
次
の
三
つ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、

王
陽
明
は
「
山
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
た
。
第

二
に
、
所
謂
「
難
し
」
と
い
う
結
論
は
長
期
に
わ
た
る
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
活
動
の
中
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、

王
陽
明
が
二
つ
の
書
翰
で
「
心
中
の
賊
を
破
る
は
難
し
」
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
陽
明
は
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
及
び
そ
の
困
難
さ
を
深
く
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
正
徳
三
年
、
王
陽
明
が
三
十
七
歳
の
時
、
竜

場
で
の
大
悟
で
、
良
知
心
学
は
そ
の
基
礎
を
構
築
し
て
か
ら
、
正
徳
十
六
年
、
五
十
歳
の
頃
に
致
良
知
説
を
提
唱
す
る
ま
で
、
十
三
年
間
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を
経
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
、
寧
王
の
乱
を
含
め
て
、
　
「
山
中
の
賊
」
を
軽
易
に
鎮
定
し
た
が
、
良
知
の
説
に
お
い
て
は
「
百
妙
筆
難

中
よ
り
得
来
る
」
の
で
あ
る
。
　
「
心
中
の
賊
を
破
る
は
難
し
」
に
つ
い
て
の
思
想
は
王
陽
明
が
四
十
七
歳
、
致
良
知
説
の
成
熟
し
か
け
る

時
期
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
陽
明
の
思
想
形
成
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
を
提
出
し
た
前
後
、
王

陽
明
は
，
『
朱
子
晩
年
定
論
』
、
　
『
古
本
大
学
』
を
刊
行
し
、
ま
た
『
象
山
文
集
』
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
「
心
中

の
賊
」
を
破
る
重
要
な
手
段
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
心
中
の
賊
」
は
良
知
の
対
立
物
で
あ
る
の
で
、
　
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
こ

と
は
即
ち
良
知
を
致
す
こ
と
で
あ
り
、
良
知
を
致
す
こ
と
は
即
ち
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
こ
と
で
あ
る
。
良
知
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
は
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
こ
と
は
致
良
知

の
鍵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
心
中
の
賊
を
破
る
は
難
し
」
に
つ
い
て
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
致
良
知
の
功
夫
論
及
び
王
陽
明

の
日
常
活
動
と
そ
の
学
術
思
想
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
も
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

「
、

u
心
中
の
賊
」
と
は
何
か
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王
陽
明
の
所
謂
「
山
中
の
賊
」
は
山
の
中
に
隠
れ
る
「
悪
い
人
」
、
す
な
わ
ち
「
反
乱
者
」
で
あ
る
が
、
人
々
の
心
の
中
に
隠
れ
る

「
賊
」
は
明
ら
か
に
人
々
の
心
の
中
に
潜
む
邪
悪
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
で
は
王
陽
明
に
と
っ
て
善
と
悪
を
判
別
す
る
標
準
は
何
で
あ
ろ

う
か
、
勿
論
「
良
知
」
の
二
字
し
か
あ
る
ま
い
。
彼
は
良
知
は
即
ち
天
理
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
、
良
知
に
合
致
し
て
い
る
も
の
は

「
善
」
で
あ
り
、
人
々
が
「
良
知
」
を
致
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
「
悪
」
す
な
わ
ち
「
心
中
の
賊
」
で
あ
る
。
で
は
、
良
知
に
と
っ
て
、

「
賊
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
以
下
、
王
陽
明
の
所
謂
「
心
中
の
賊
」
を
主
と
し
て
二
つ
の
点
か
ら
捉
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
に
、
私
欲
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
王
陽
明
は
心
即
理
説
を
主
張
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
心
は
即
ち
理
な
り
。
噛
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
　
心
の
虚
霊
明
覚
は
即
ち
所
謂
本
然
の
良
知
な
り
。
．
（
同
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
だ

　
　
良
知
の
人
心
に
在
る
は
、
台
風
を
間
つ
る
こ
と
な
し
、
天
下
古
今
の
同
じ
き
所
な
り
。
　
（
『
伝
習
録
』
下
）



　
王
陽
明
の
思
考
に
従
え
ば
、
心
は
即
ち
理
で
あ
り
、
天
理
は
即
ち
良
知
で
あ
り
、
人
心
に
在
る
良
知
は
、
聖
人
で
も
常
人
で
も
等
し
く

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
問
題
が
出
て
来
る
。
つ
ま
り
「
人
皆
こ
の
心
あ
り
、
心
は
即
ち
理
な
り
、
何
を
以
て
か

善
を
為
す
こ
と
あ
り
、
不
善
を
為
す
こ
と
あ
り
ゃ
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
な
ぜ
「
良
知
を
致
す
の
上
に
あ
っ

て
、
一
番
の
功
夫
を
用
い
ざ
る
こ
と
能
は
ざ
」
（
『
全
書
』
巻
五
）
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
王
陽
明
は
「
悪
人
の
心
は
、
そ
の
本
体
を
失
う
な
り
」
、
　
「
知
は
こ
れ
心
の
本
体
に
し
て
、
心
は
自
然

に
知
る
こ
と
を
会
す
…
…
も
し
良
知
の
発
に
し
て
、
更
に
私
意
の
障
碍
な
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
所
謂
そ
の
側
隠
の
心
を
充
た
せ
ば
、
仁

勝
げ
て
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
常
人
に
在
り
て
は
私
意
の
障
碍
な
き
こ
と
能
わ
ず
、
所
以
に
須
く
致
知
格
物
の
功
を
用
い
、

私
に
勝
ち
理
に
削
る
べ
し
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
陽
明
は
人
心
の
本
体
を
失
わ
せ
る
原
因
こ

そ
、
私
欲
の
障
蔽
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
で
は
、
王
陽
明
の
所
謂
「
私
欲
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
陽
明
学
の
中
で
「
欲
」
、
　
「
私
欲
」
、
　
「
私
心
」
、
　
「
私
意
」
、
　
「
物
欲
」
、
　
「
人

欲
」
等
は
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
概
念
で
あ
り
、
即
ち
色
を
好
み
、
貨
を
好
み
、
名
を
好
む
こ
と
と
七
情
の
過
不
及
す
る
こ
と
及
び
間

思
雑
慮
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
王
陽
明
も
、
朱
子
も
、
　
「
天
理
を
存
し
、
人
欲
を
去
る
」
を
口
に
し
て
い
た
が
、
そ
の
意
味
あ
い
が
等
し
い
の
で
あ
る
か
、
異

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
勿
論
、
そ
の
間
に
ず
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
五
欲
を
生
ず
る
原
因
に
つ
い
て
、
両
者
の
考
え
方
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
子
は
性
即
理
の
立
場
か
ら
出
発
し
て
、
人

間
が
こ
の
形
（
肉
体
）
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
限
り
、
誰
で
も
気
・
形
の
原
理
に
も
と
つ
く
「
人
心
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
「
人
、
是
の
形
を
有
せ
ざ
る
莫
し
、
故
に
上
智
と
錐
も
、
人
心
無
き
こ
と
能
は
ず
」

（
中
庸
章
句
序
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
王
陽
明
は
心
即
身
の
立
場
か
ら
出
発
し
て
、
思
欲
を
生
ず
る
原
因
は
「
後
世
良
知
の
学
明
ら
か
な

ら
ず
し
て
、
天
下
の
人
そ
の
私
智
を
用
ひ
て
以
て
済
い
比
侍
す
」
（
『
伝
習
録
』
中
）
と
考
え
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
即
ち
「
人

は
だ
だ
至
善
の
吾
心
に
あ
る
を
知
ら
ず
し
て
、
そ
の
私
智
を
用
ひ
て
以
て
こ
れ
を
外
に
求
む
」
（
『
全
書
』
巻
七
「
親
民
堂
記
」
）
、
し
た

が
っ
て
、
是
非
の
道
を
誤
り
、
私
欲
功
利
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
天
理
が
滅
び
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
子
の
考
え
方
に
よ

る
と
人
欲
は
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
、
聖
人
で
あ
っ
て
も
存
在
し
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
王
陽
明
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
　
「
人
欲
は

［
4
9一



吾
の
本
よ
り
な
き
所
」
（
『
文
書
』
巻
六
「
答
季
明
徳
」
）
で
、
聖
人
は
人
語
を
持
っ
て
い
る
は
ず
は
な
く
、
　
「
常
人
」
だ
け
「
私
意
の
障

碍
な
き
こ
と
能
は
」
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
天
理
と
人
欲
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
両
者
の
考
え
方
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
子
は
「
天
理
人
欲
は
、
予
定
す
る
の
界

無
し
」
、
　
「
思
欲
の
中
に
自
ら
天
理
有
り
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
十
三
）
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
聖
人
と
常
人
と
の
区
別
は
人
欲

と
い
う
も
の
が
あ
る
か
な
い
か
で
は
な
く
、
多
少
の
区
別
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
朱
子
は
「
必
ず
道
心
を
し
て
常
に
一
身
の
主

た
ら
し
め
、
而
し
て
人
心
毎
に
命
を
聴
く
」
（
中
庸
章
句
序
）
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
王
陽
明
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
朱
子
の
考

え
方
に
従
え
ば
、
人
欲
を
去
る
こ
と
が
徹
底
で
き
な
い
。
そ
れ
で
、
王
陽
明
は
「
天
理
と
人
欲
と
は
並
び
立
た
ず
。
安
ん
ぞ
天
理
、
主
と

な
り
て
、
人
欲
ま
た
従
い
て
命
を
聴
く
こ
と
あ
ら
ん
や
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
王
陽
明
の
所
謂
［
人
欲
」
は
、
朱
子
の
所
謂
幽
人
欲
」
と
意
味
が
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
良
知
と
私
欲
と
の
関

係
は
ど
う
で
あ
る
か
、
王
陽
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
若
し
物
欲
の
交
響
あ
る
こ
と
な
く
し
て
、
但
だ
良
知
の
遵
用
流
行
に
循
っ
て
去
け
ば
、
即
ち
こ
れ
道
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
無
し
。
但
だ

　
　
常
人
に
あ
っ
て
は
多
く
物
欲
の
無
賃
の
た
め
に
、
良
知
に
支
い
得
る
こ
と
能
は
ず
。
　
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
つ
ま
り
、
王
陽
明
は
心
の
本
体
を
恢
復
す
る
た
め
に
私
欲
の
障
碍
を
排
除
す
べ
く
、
心
の
良
知
を
充
塞
流
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
良
知
に
と
っ
て
「
心
中
の
賊
」
は
、
ま
ず
私
欲
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
人
間
の
胸
中
に
纏
い
つ
く
旧
説
旧
習
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
王
陽
明
の
思
想
に
よ
れ
ば
、
良
知
は
人
人
具
足
し
て
い

る
が
、
た
だ
私
欲
が
誤
答
す
る
た
め
に
人
心
の
本
体
を
失
う
の
で
あ
り
、
　
「
人
当
を
去
り
、
天
理
を
存
す
る
」
こ
と
に
功
夫
を
用
い
れ
ば
、

即
ち
そ
の
良
知
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
人
欲
を
去
ら
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
欲
を
生
ず
る
原
因
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
欲
を
生
ず
る
原
因
は
す
で
に
前
に

述
べ
た
よ
う
に
、
王
陽
明
は
一
良
知
の
学
明
ら
か
な
ら
」
ざ
る
た
め
と
考
え
て
い
る
が
、
で
は
、
ど
う
い
う
わ
け
で
、
良
知
の
学
は
明
ら

か
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
言
い
換
え
れ
ば
な
ぜ
世
人
は
良
知
説
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
難
し
い
か
。
王
陽
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
　
是
非
の
心
は
、
人
皆
こ
れ
あ
り
、
彼
は
そ
れ
但
だ
積
習
に
蔽
は
る
、
故
に
吾
が
説
に
お
い
て
卒
に
未
だ
解
し
易
か
ら
ず
。
　
（
『
伝
習
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録
』
上
）

　
　
此
の
学
、
世
に
明
ら
か
な
ら
ざ
る
こ
と
久
し
、
而
し
て
旧
聞
旧
習
、
障
旧
冬
乱
す
れ
ば
、
一
旦
験
に
吾
が
説
を
聞
く
の
み
に
て
は
未

　
　
だ
非
誠
疑
議
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ず
。
　
（
『
全
書
』
巻
四
）

　
つ
ま
り
、
王
陽
明
は
、
良
知
は
誰
で
も
が
あ
る
が
、
旧
説
旧
習
が
人
を
溺
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
人
々
は
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
思
考
様

式
に
慣
れ
て
い
て
、
良
知
の
学
に
お
い
て
、
す
ぐ
に
理
解
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
王
陽
明
の
門
人
徐
愛
で
さ
え
も
、
　
「
先
生
の
か
く
の
ご
と
き
の
説
を
聞
い
て
、
愛
、
已
に
省
悟
す
る
処
あ
る
を
覚
ゆ
。
但
だ
旧
説
胸
中

に
纏
り
て
、
尚
ほ
未
だ
脱
然
た
ら
ざ
る
も
の
あ
り
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
明
ら
か
に
、
王
陽
明
は
、
世
人
が
良
知
説
を
受
け
入
れ
に
く
い
の
は
、
世
人
の
胸
中
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
旧
説
旧
習
の
せ
い
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
で
は
、
王
陽
明
の
所
謂
「
旧
説
旧
習
」
は
主
と
し
て
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
所
謂
「
朱
子
の
中
年
未
定
の
説
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
王
陽
明
は
そ
の
説
は
「
独
り
朱
子
の
説
に
於
い
て
相
抵
帯
す
る
あ
り
」
（
朱
子
晩
年
定
論
序
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
王
陽
明
は
三
十
七
歳
で
竜
場
に
お
い
て
「
格
物
致
知
の
旨
を
大
悟
し
た
」
後
、
朱
子
の
格
物
説
と
異
な
る
見
解
を
示
し
た
。
彼
は
、

　
　
朱
子
の
所
謂
格
物
と
云
う
も
の
は
「
物
に
即
い
て
そ
の
理
を
窮
む
る
」
に
在
り
…
…
鄙
人
の
所
謂
致
知
格
物
の
ご
と
き
は
、
吾
が

　
　
心
の
良
知
を
事
々
物
々
に
致
す
な
り
」
（
『
伝
習
録
』
中
）

と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
王
陽
明
の
講
学
は
ほ
と
ん
ど
朱
子
学
を
批
判
す
る
口
調
を
取
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
『
伝
習
録
』
だ
け
を
見

て
も
、
朱
子
を
引
用
し
た
の
は
全
部
で
二
十
個
所
で
あ
る
が
、
　
「
天
理
の
極
を
尽
く
し
て
、
＝
毫
の
人
欲
の
私
無
し
」
の
ほ
か
は
、
朱
子

と
全
面
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
立
場
は
異
な
る
か
ら
、
朱
子
学
の
影
響
を
人
々
の
心
か
ら
除
か
な
け
れ
ば
、
陽
明
の
致

良
知
の
新
説
を
人
々
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
王
陽
明
の
所
謂
「
旧
説
旧
習
」
は
ま
ず
朱
子
学
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
王
陽
明
は
、
人
々
が
良
知
を
致
す
こ
と
が
で
き
な
い
原
因
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
君
子
の
学
は
、
以
て
そ
の
心
を
明
に
す
。
そ
の
心
は
本
昧
き
こ
と
な
し
、
干
る
に
欲
こ
れ
が
蔽
を
為
し
、
習
こ
れ
が
害
を
為
す
。
故

　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ

　
　
に
蔽
と
害
と
を
去
け
ば
明
復
す
。
　
（
『
全
書
』
巻
七
）

　
そ
の
門
人
王
龍
渓
も
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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コ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
だ

　
学
ぶ
者
、
筍
に
能
く
旧
聞
に
泥
ま
ず
￥
務
め
て
実
に
其
の
良
知
を
致
し
、
物
欲
の
問
て
を
去
り
、
以
て
其
の
虚
体
に
早
る
を
求
む
れ

　
ば
、
そ
れ
萬
物
の
感
に
於
い
て
当
体
具
足
し
、
虚
中
り
て
善
応
ず
。
（
『
王
龍
渓
全
集
』
尊
母
「
宛
陵
會
語
」
）

明
ら
か
に
、
王
門
は
「
旧
聞
」
と
「
物
欲
」
と
を
良
知
を
致
す
こ
と
を
妨
げ
る
二
つ
の
障
蔽
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
所
謂

「
心
中
の
賊
」
で
あ
る
。二

、
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
と
は
何
か

　
周
知
の
よ
う
に
、
王
陽
明
は
将
領
と
儒
者
を
一
身
に
兼
ね
て
い
た
。
将
領
と
し
て
の
王
陽
明
は
「
山
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
を
任
務
と

し
て
い
た
が
、
儒
者
と
し
て
の
王
陽
明
は
常
に
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　
「
山
中
の
賊
を
破
る
」
こ
と
は
即
ち
「
兵
を
調
し
て
剃
殺
す
」
と
「
斬
首
を
行
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
　
「
心
中
の
賊
を
破
る
」

こ
と
は
明
ら
か
に
人
々
の
心
中
の
私
欲
と
胸
中
に
纏
い
つ
い
て
い
る
旧
説
旧
習
を
除
く
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
心
を
正
し
、

邪
説
を
息
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
王
陽
明
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
人
心
を
正
し
、
邪
説
を
息
ん
じ
て
、
心
中
の
賊
を
破
ろ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
。

　
（
1
）
　
私
欲
に
つ
い
て
は
、
　
「
聖
学
」
を
宏
揚
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
私
に
勝
ち
理
に
復
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま

　
王
陽
明
は
「
聖
学
煙
く
し
て
邪
説
横
な
り
、
教
う
る
者
は
復
た
こ
れ
を
以
て
教
と
為
さ
ず
、
而
し
て
学
ぶ
者
も
復
た
こ
れ
を
以
て
学

と
為
さ
ず
」
（
『
伝
習
録
』
中
）
、
　
「
後
世
良
知
の
学
明
ら
か
な
ら
ず
し
て
、
天
下
の
人
そ
の
私
智
を
用
い
て
固
い
比
軋
す
」
（
同
上
）
と

い
う
状
況
に
対
し
て
、
　
「
良
知
の
学
を
天
下
に
明
ら
か
に
し
、
天
下
の
人
を
し
て
皆
な
自
ら
そ
の
良
知
を
致
す
こ
と
を
知
り
、
以
て
痒
い

安
ん
じ
、
相
い
養
い
て
、
そ
の
自
私
自
利
の
蔽
を
去
り
、
誕
妬
芭
蕉
の
習
を
一
洗
し
て
、
以
て
大
同
を
済
さ
し
む
」
（
同
上
）
こ
と
を
求

め
て
、
　
「
聖
学
」
を
宏
尽
す
る
こ
と
を
以
て
己
の
任
と
為
し
、
生
涯
講
煙
し
て
、
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
ば
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
。　

　
君
子
の
学
は
、
同
志
の
友
、
日
に
相
い
規
切
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
亦
た
以
て
悠
々
と
日
を
挙
り
易
く
し
て
、
激
励
暴
発

　
　
の
益
あ
る
な
し
。
山
中
の
友
朋
、
去
た
此
の
学
を
以
て
日
に
相
い
講
質
す
る
者
あ
り
ゃ
。
孔
子
云
う
「
徳
の
修
め
ざ
る
、
学
の
講
ぜ
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ざ
る
、
こ
れ
吾
が
憂
い
な
り
」
と
。
宥
る
を
況
ん
や
、
吾
が
緕
に
お
い
て
を
や
。
（
『
全
書
』
巻
町
「
与
陳
国
英
」
）

　
　
書
を
読
み
、
学
を
講
ず
る
は
、
此
れ
最
も
吾
が
宿
澄
す
る
所
な
り
。
今
干
文
擾
擁
の
中
と
難
も
、
四
方
よ
り
来
塾
す
る
者
あ
れ
ば
、

　
　
吾
、
亦
た
未
だ
か
つ
て
之
を
拒
ま
ざ
る
な
り
。
（
同
上
巻
二
十
六
）

　
彼
は
各
地
の
叛
乱
や
暴
動
を
征
討
す
る
際
に
あ
っ
て
も
、
弟
子
た
ち
に
学
を
講
ず
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
年
譜
に
も
「
先
生
、
賊

量
に
出
入
し
、
未
だ
寧
合
す
る
に
暇
あ
ら
ず
、
門
人
…
…
皆
講
聚
し
て
散
ぜ
ず
。
」
（
『
年
譜
』
正
徳
十
三
年
七
月
）
と
あ
る
。

　
彼
は
至
る
所
に
よ
く
「
郷
約
」
を
立
て
た
り
、
学
校
を
興
し
た
り
、
　
「
書
院
」
を
創
っ
た
り
し
て
、
　
「
聖
賢
の
学
を
興
起
し
て
習
染
の

廼
を
一
洗
す
る
」
に
務
め
て
い
た
。
臨
終
の
際
も
門
人
に
「
近
来
、
進
学
如
何
」
（
『
年
譜
』
嘉
靖
七
年
二
月
）
と
尋
ね
て
い
る
。
故
に

そ
の
弟
子
銭
徳
洪
も
言
っ
て
い
る
。

　
　
平
生
、
天
下
の
非
試
を
冒
し
、
万
死
一
生
を
推
量
し
、
舞
々
然
と
し
て
講
学
を
忘
れ
ず
。
惟
だ
吾
人
斯
道
を
聞
か
ず
し
て
、
功
利
機

　
　
智
に
流
れ
、
以
て
日
に
夷
秋
禽
獣
に
堕
ち
て
覚
ら
ざ
る
こ
と
を
攣
る
る
な
り
。
（
『
伝
習
録
』
序
）

　
彼
は
「
教
化
」
を
通
じ
て
「
そ
の
心
体
の
同
然
」
に
復
ら
せ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
て
、
一
生
の
大
部
分
の
精
力
を
教
育
、
講
学
、
つ
ま

り
「
聖
学
」
を
宏
揚
す
る
面
に
投
じ
た
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
旧
説
旧
習
に
つ
い
て
は
、
朱
子
学
批
判
を
通
じ
て
、
習
俗
の
害
を
去
る
。

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
王
陽
明
の
思
考
に
よ
れ
ば
旧
説
旧
習
は
人
々
の
私
欲
の
生
ず
る
原
因
で
あ
る
し
、
人
々
は
良
知
の
説
を
受
け
入

れ
な
い
原
因
で
あ
る
。
旧
説
旧
習
を
批
判
せ
ず
、
邪
説
を
止
め
さ
せ
な
け
れ
ば
、
　
「
聖
学
」
を
宏
利
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
、
良

知
の
学
を
天
下
に
明
ら
か
に
す
る
障
害
は
何
で
あ
る
か
。
明
ら
か
に
前
に
述
べ
た
よ
う
に
朱
子
学
で
あ
る
。
朱
子
学
は
当
時
の
思
想
界
で

主
導
的
地
位
を
持
っ
て
い
て
、
朱
子
学
的
な
考
え
方
は
世
の
通
念
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
陽
明
が
世
人
に
自
分
の
新
説
を
理
解
さ
せ
る
の

は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
陽
明
の
旧
説
旧
習
に
対
す
る
批
判
は
朱
子
学
を
攻
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
三
つ

の
点
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
①
朱
の
言
を
借
り
て
、
以
て
朱
を
攻
め
る
。

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
子
学
万
能
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
朱
子
学
に
対
し
て
は
、
針
鋒
相
対
の
批
判
で
は
な
く
批
判
が
ま
し
い
口
調

と
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
世
の
朱
子
学
者
の
怒
り
を
か
い
、
彼
等
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
激
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
王
陽
明
は
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そ
の
非
難
の
鋒
を
避
け
、
彼
等
の
口
を
封
ず
る
た
め
に
、
　
『
朱
子
晩
年
定
論
』
を
著
わ
し
た
。
彼
は
「
世
の
学
者
、
徒
ら
に
朱
子
の
中
年

未
定
の
説
を
守
り
て
、
復
た
そ
の
二
歳
既
に
悟
る
の
論
を
求
む
る
を
知
ら
ず
」
（
朱
子
晩
年
定
論
序
）
、
　
「
朱
子
の
晩
年
悔
悟
の
説
を
取
り
、

集
め
て
定
論
と
為
し
…
…
こ
れ
を
表
鎖
し
、
一
嵩
も
加
へ
ず
、
器
差
あ
り
と
難
も
、
将
に
そ
の
怒
り
を
施
す
愚
な
か
ら
ん
」
（
『
年
譜
』

正
徳
十
三
年
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
勿
論
、
　
『
朱
子
晩
年
定
論
』
の
是
非
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
百
五
十
年
の
問
論
争
が
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
当
時
こ
の
『
定
論
』

が
出
版
さ
れ
た
の
は
朱
子
学
へ
の
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
②
「
古
本
」
を
借
り
て
、
「
新
本
」
を
攻
め
る

　
所
謂
「
古
本
大
学
」
は
即
ち
『
礼
記
』
所
収
の
も
の
を
指
し
、
　
「
新
本
大
学
」
は
即
ち
朱
子
が
改
正
し
た
も
の
を
指
す
。
王
陽
明
の
思

考
に
よ
れ
ば
、
古
本
の
方
が
文
意
も
明
白
で
、
工
夫
実
践
の
上
か
ら
も
易
簡
で
入
り
易
い
。
朱
子
の
よ
う
に
何
ら
改
正
補
与
す
る
必
要
が

な
い
の
で
、
朱
子
の
新
本
の
誤
り
を
正
し
て
『
古
本
大
学
』
の
正
当
性
を
論
じ
、
か
つ
そ
の
本
文
の
わ
き
に
傍
釈
を
つ
け
て
、
こ
れ
を
出

版
し
た
。
勿
論
、
古
本
大
学
の
出
版
は
い
ろ
い
ろ
な
議
論
と
非
難
を
招
い
た
が
、
朱
子
学
の
権
威
地
位
を
あ
る
程
度
揺
る
が
し
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
古
本
大
学
』
と
『
朱
子
晩
年
定
論
』
の
刊
行
は
「
心
中
の
賊
」
の
書
簡
を
出
し
た
後
、
同
じ
年
の
大
き
な
行
動
で
あ
り
、
　
「
心
中
の

賊
を
破
る
」
こ
と
と
の
関
係
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

③
陸
を
揚
げ
て
、
以
て
朱
を
抑
え
る
。

　
朱
子
と
陸
象
山
と
は
南
宋
思
想
界
の
双
壁
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
哲
学
観
点
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
宋
末
以
来
下
学
が

衰
退
し
、
朱
子
学
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
。
明
に
な
る
と
、
朱
子
学
が
官
学
と
し
て
一
層
重
視
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
王
陽
明
は
朱
子
と
異

な
る
考
え
方
を
持
っ
て
い
て
、
心
学
と
角
い
通
じ
る
。
故
に
陸
学
が
世
の
人
々
に
重
ん
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
王
陽
明
に
は
忍
び

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
「
天
下
の
捻
り
を
冒
し
、
以
て
象
山
の
た
め
に
一
た
び
そ
の
説
を
暴
は
さ
ん
」
（
『
年
譜
』
正
徳
六
年
）
と
欲

し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
最
初
は
陸
学
に
加
担
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
陸
学
も
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
王
陽

明
が
四
十
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
寧
王
の
乱
を
平
定
し
て
、
良
知
学
も
熟
し
て
来
て
い
て
、
以
前
の
よ
う
に
当
時
の
朱
子
学
者
に
遠

慮
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
、
陽
明
は
『
象
山
文
集
』
の
重
刻
に
際
し
、
序
を
著
し
て
以
て
こ
れ
を
表
彰
し
た
。
朱
子
学
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亜
流
の
欠
点
を
指
摘
し
彼
等
の
民
意
非
難
を
痛
烈
に
駁
論
し
、
聖
賢
の
学
が
心
学
で
あ
り
、
隷
属
は
そ
れ
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、

陸
学
を
称
誉
し
た
。
こ
れ
は
王
陽
明
が
四
十
九
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
朱
子
学
に
対
し
て
批
判
す
る
際
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
『
明
史
』
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。

　
　
（
王
陽
明
）
教
を
為
す
に
、
専
ら
致
良
知
を
持
て
主
と
為
す
。
　
「
宋
の
周
、
程
二
子
の
後
、
惟
だ
象
山
陸
氏
の
み
簡
易
直
捷
に
し
て
、

　
　
以
て
孟
氏
の
伝
に
接
す
る
こ
と
あ
り
、
到
る
に
朱
子
『
集
注
』
、
　
『
或
問
』
の
類
は
乃
ち
中
年
未
定
の
説
な
り
」
と
謂
う
。
学
ぶ
者

　
　
は
翁
然
と
し
て
之
に
従
ふ
、
世
に
遂
に
「
陽
明
学
」
あ
り
と
云
う
。
　
（
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
五
「
王
守
仁
」
）

三
、
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
は
、
な
ぜ
「
難
し
」
か

　
将
領
と
し
て
の
王
陽
明
は
兵
法
に
所
謂
「
三
軍
も
気
を
奪
う
べ
く
、
将
軍
も
心
を
奪
う
べ
し
」
を
深
く
知
っ
て
い
て
、
　
「
山
中
の
賊
」

を
破
る
時
に
心
を
攻
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
利
を
取
っ
た
例
が
乏
し
く
な
い
が
、
儒
者
と
し
て
の
王
陽
明
は
論
語
の
所
謂
「
三
軍
も
帥

を
奪
う
べ
き
な
り
、
匹
夫
も
志
を
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
を
深
知
す
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
長
期
的
な
実
践
に
よ
っ
て
、
　
「
山
中
の
賊
」

を
取
り
除
く
こ
と
は
易
し
い
が
、
人
々
の
思
想
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
痛
感
し
た
。
で
は
、
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
の
難
き
所

は
ど
う
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
己
私
に
克
つ
は
難
し
。

　
所
謂
「
山
中
の
賊
」
を
破
る
に
は
、
兵
を
下
し
て
剃
殺
し
て
も
、
こ
れ
を
は
ら
い
除
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
　
「
心
中
の
賊
」
に
対
し
て

は
そ
う
で
は
な
い
。
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
は
、
自
分
に
つ
い
て
は
「
克
己
」
と
言
い
、
人
に
つ
い
て
は
「
人
心
を
正
す
」
と
言
う
。

従
っ
て
、
人
心
を
正
す
こ
と
は
、
外
か
ら
の
強
制
力
に
よ
っ
て
悪
を
は
ら
い
除
く
こ
と
で
は
な
く
、
説
得
、
教
育
に
よ
っ
て
、
人
々
が
私

に
勝
ち
、
理
に
復
っ
て
、
　
「
掃
除
廓
清
」
す
る
と
い
う
目
的
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
り
び
と
り
に
と
っ
て
己
に
克
つ
こ
と
も

難
し
い
。
王
陽
明
の
友
人
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
私
意
萌
す
時
、
分
明
に
蕩
心
に
知
得
す
る
も
、
只
だ
こ
れ
他
を
し
て
す
な
は
ち
去
ら
し
む
る
こ
と
能
は
ず
。
（
『
伝
習
録
』
上
）
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王
陽
明
の
門
人
は
王
陽
明
に
「
山
続
克
ち
難
し
、
奈
何
せ
ん
」
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
王
陽
明
は
「
人
は
須
く
『
己
の
た
め
に
す
る
』

の
心
あ
る
べ
く
し
て
、
方
に
能
く
己
に
克
た
ん
。
能
く
己
に
克
ち
て
、
之
に
能
く
己
を
成
さ
ん
…
…
才
か
に
一
毫
の
非
礼
の
萌
動
ず
る

こ
と
あ
ら
ば
、
便
ち
刀
の
割
く
が
ご
と
く
、
針
の
刺
す
が
ご
と
く
、
忍
耐
し
て
過
さ
ず
、
必
ず
須
く
刀
を
去
り
、
針
を
抜
く
べ
し
、
這
れ

才
か
に
こ
れ
己
の
た
め
に
す
る
の
心
あ
り
、
誉
れ
能
く
己
に
克
つ
な
り
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
言
っ
て
い
る
。

　
実
は
王
陽
明
自
身
で
も
、
　
「
己
私
克
ち
難
し
」
と
感
じ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
門
人
た
ち
の
た
め
に
心
配
し
た
。
彼
は
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
毎
に
己
私
の
克
ち
難
き
に
因
り
て
、
輯
ち
白
図
の
た
め
に
憂
慮
す
る
こ
と
一
番
。
　
（
『
全
書
』
巻
四
［
正
座
宗
賢
」
）

　
王
陽
明
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
己
私
に
克
つ
こ
と
は
全
く
各
人
の
省
察
克
治
の
功
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
願
望
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
。
彼
の
言
で
言
え
ば
間
こ
れ
各
人
に
あ
り
、
願
望
し
得
べ
き
に
あ
ら
ず
（
同
上
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
陽
明
は

「
人
に
学
を
為
す
を
教
ふ
る
は
、
一
偏
を
執
る
べ
か
ら
ず
…
…
須
く
他
を
し
て
省
察
克
治
せ
し
む
べ
し
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
言
っ
て

い
る
。
陽
明
の
門
人
た
ち
の
中
に
、
後
進
を
感
情
の
お
も
む
く
ま
ま
に
指
導
し
よ
う
と
し
た
人
が
い
た
が
、
反
っ
て
仇
敵
視
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
王
陽
明
は
「
力
量
の
範
囲
内
に
お
い
て
導
き
励
ま
す
こ
と
が
な
に
よ
り
も
大
切
で
あ
る
」
（
『
全
書
』
巻
四

「
与
楊
仕
鳴
」
）
と
説
い
た
。

　
も
う
一
つ
は
「
天
理
六
欲
、
其
の
精
微
を
必
ず
時
々
に
力
を
用
い
て
省
察
克
治
す
、
方
に
日
に
漸
く
見
る
あ
り
…
…
蓋
し
窃
発
し
て

知
ら
ざ
る
者
あ
り
、
力
を
用
い
て
、
之
を
察
す
る
と
錐
も
、
尚
た
見
る
こ
と
、
易
き
に
は
あ
ら
ず
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
。
よ
っ
て
、

己
私
に
克
つ
こ
と
の
難
し
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

②
邪
説
を
息
ん
ず
る
は
難
し
。

　
一
つ
の
新
し
い
思
想
を
伝
播
さ
せ
る
こ
と
及
び
人
々
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
は
、
旧
思
想
と
旧
学
説
か
ら
の
反
発
が
あ
る
は
ず
で
、

非
常
に
難
し
い
。
逆
に
、
一
つ
の
思
想
と
学
説
は
一
旦
人
々
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
と
、
こ
れ
を
人
々
の
中
か
ら
取
り
除
く
こ
と
は
、
同
じ

く
難
し
い
。
王
陽
明
ば
こ
れ
を
熟
知
し
て
い
た
の
で
、
邪
説
を
息
ん
ず
る
こ
と
を
「
亦
た
草
率
と
し
て
能
く
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
（
『
全

書
』
巻
六
「
寄
郷
謙
之
」
）
と
言
っ
て
い
る
。

　
邪
説
を
息
ん
ず
る
こ
と
は
、
人
心
を
正
す
こ
と
と
同
じ
く
、
強
制
的
な
方
法
で
は
い
け
な
く
て
、
教
育
、
説
得
に
よ
る
し
か
で
き
な
い
。
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当
時
の
漸
江
省
嘉
上
県
の
長
官
李
道
夫
は
、
陽
明
学
を
信
奉
し
、
性
急
か
つ
強
制
的
な
方
法
で
陽
明
学
を
以
て
政
教
と
し
ょ
う
と
し
た
。

失
敗
の
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
王
陽
明
は
李
道
夫
に
手
紙
を
寄
せ
て
、
　
「
力
を
為
す
こ
と
易
く
、
効
を
囲
む
る
こ
と
薄
し
」
（
『
全
書
』
巻

四
「
寄
李
道
夫
」
）
無
理
を
し
な
い
で
順
序
を
追
っ
て
導
く
よ
う
に
と
遣
え
を
引
き
な
が
ら
説
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
陽
明
学
の
論
敵
は
朱
子
学
で
あ
る
が
、
　
「
晦
巷
の
学
は
天
下
の
人
、
童
よ
り
し
て
こ
れ
を
習
う
、
既
已
に
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

入
る
こ
と
の
深
き
、
論
弁
を
容
さ
ざ
る
も
の
あ
り
」
（
『
年
譜
』
正
徳
六
年
正
月
）
、
し
か
も
「
そ
れ
是
非
同
異
は
、
毎
に
人
の
勝
心
を
持

し
、
旧
習
を
便
と
し
て
、
己
が
見
を
是
と
す
る
よ
り
起
る
。
故
に
勝
心
旧
習
の
患
た
る
、
賢
者
も
免
れ
ず
」
（
『
全
書
』
五
七
「
象
山
文

集
序
」
）
。
し
た
が
っ
て
、
王
陽
明
は
「
聖
人
の
学
は
、
明
か
に
し
難
く
し
て
惑
ひ
易
し
、
習
俗
の
降
る
こ
と
、
愈
々
下
く
し
て
益
々
回

す
べ
か
ら
ず
」
（
『
全
書
』
巻
三
十
二
）
と
痛
感
し
た
。
そ
の
門
人
王
龍
渓
も
「
功
利
の
毒
、
漸
々
人
の
心
髄
に
入
る
こ
と
千
百
年
よ
り

薮
に
於
い
て
す
」
、
　
「
吾
人
千
百
年
の
後
に
生
ま
れ
、
千
百
年
の
随
習
を
一
洗
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
以
て
上
、
絶
学
の
伝
を
窺
う
も
、
亦
た
，

其
の
難
き
を
見
る
な
り
」
（
『
王
龍
渓
全
集
』
三
二
「
以
西
同
志
會
籍
」
）
と
言
っ
て
い
る
。

四
、
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
は
可
能
か

［
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王
陽
明
は
「
心
中
の
賊
を
破
る
」
こ
と
は
「
難
し
」
と
は
言
う
も
の
の
、
不
可
能
と
は
説
い
て
い
な
い
。
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
過
程

こ
そ
、
良
知
を
致
す
功
夫
で
あ
る
。
良
知
を
致
す
こ
と
は
「
明
白
簡
易
」
で
あ
り
、
誰
で
も
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
人

皆
な
発
舜
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
皆
な
聖
賢
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
エ
　
良
知
は
人
人
自
ら
有
す
。

　
致
良
知
の
学
は
な
ぜ
「
明
白
簡
易
」
と
言
わ
れ
、
な
ぜ
誰
で
も
が
で
き
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
論
的
根
拠
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
王
陽
明
の
思
考
に
よ
る
と
、
そ
の
理
由
は
良
知
は
人
人
自
ら
有
す
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
某
近
来
却
っ
て
良
知
の
両
字
を
見
得
す
る
こ
と
日
に
益
々
真
切
簡
易
な
り
。
朝
夕
朋
輩
と
講
習
す
る
も
、
只
だ
こ
れ
こ
の
空
字
を
発

　
　
棄
し
出
で
ず
、
こ
の
両
字
は
人
人
自
ら
有
す
る
所
に
縁
る
が
故
に
至
愚
下
品
と
難
も
、
一
た
び
提
す
れ
ば
便
ち
省
覚
す
。
　
（
『
全
書
』

　
　
巻
山
ハ
「
寄
郷
一
謙
之
」
）



　
　
良
知
の
人
心
に
在
る
は
、
但
に
聖
賢
の
み
な
ら
ず
、
常
人
と
難
も
亦
た
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ざ
る
な
し
。
　
（
『
伝
習
録
』
中
「
答
陸

　
　
原
静
」
）

　
つ
ま
り
、
良
知
は
聖
賢
と
常
人
と
の
別
な
く
、
誰
で
も
先
天
的
に
具
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
尽
く
す
と
尽
く
さ
ざ
る
と
こ
ろ

に
、
こ
れ
ら
の
区
別
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
愚
不
肖
で
も
良
知
は
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
尽
く
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
聖
人
と
な
れ
る
。
そ
れ
で
王
陽
明
は
「
こ
れ
良
知
、
聖
愚
に
同
じ
く
具
り
て
、
人
皆
以
て
尭
舜
と
な
る
べ
し
と
な
す
ゆ

え
ん
の
も
の
は
、
こ
れ
を
以
て
な
り
」
（
『
全
書
』
巻
斗
「
書
魏
師
孟
母
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
み
な
尭
と
な
る
こ
と
が
で
き
る

理
由
は
、
聖
愚
の
別
な
く
、
誰
で
も
が
良
知
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
王
陽
明
が
致
良
知
説
を
提
唱
す
る
目
的
は
、
人
々
に
「
善
を
為
し
、
悪
を
去
る
」
こ
と
を
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
が
、
彼
は

そ
の
「
立
言
宗
旨
」
を
ま
と
め
て
「
善
な
く
悪
な
き
は
こ
れ
心
の
体
、
善
あ
り
悪
あ
る
は
こ
れ
意
の
動
、
善
を
知
り
悪
を
知
る
は
こ
れ
良

知
、
善
を
為
し
悪
を
去
る
は
こ
れ
格
物
」
（
『
伝
習
録
』
下
）
の
「
四
句
教
」
と
し
た
。
人
心
の
本
体
は
も
と
も
と
善
も
な
く
悪
も
な
い

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
至
善
」
と
言
う
。
そ
し
て
「
善
は
す
な
は
ち
良
知
な
り
」
（
『
全
書
』
巻
六
「
夏
季
明
徳
」
）
。
で
は
、
王
陽
明
は

な
ぜ
「
致
良
知
の
三
字
を
首
引
す
る
」
（
『
全
書
』
旧
序
「
刻
文
録
叙
説
」
）
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
「
良
知
を
言
へ
ば
即
ち
人
を

　
　
　
　
へ
さ
と

し
て
尤
も
司
り
易
し
と
為
さ
し
む
」
（
「
上
昇
明
徳
」
）
、
　
「
本
体
を
直
指
し
て
、
学
者
を
し
て
言
下
に
悟
る
こ
と
あ
ら
し
む
」
（
「
刻
文
録

敲
説
」
）
、
　
「
た
だ
こ
れ
致
良
知
の
三
字
は
尤
も
簡
易
明
白
、
実
に
手
を
下
す
処
あ
る
」
（
『
全
書
』
采
六
「
与
陳
惟
溶
」
）
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
良
知
を
致
す
た
め
に
ま
ず
手
を
下
す
処
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
王
陽
明
は
「
良
知
は
即
ち
天
理
な
り
」
「
人
欲
を
去
り
得
ば
、
便

ち
天
理
を
識
ら
ん
」
（
『
伝
習
録
』
上
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
吾
が
輩
の
功
を
用
ふ
る
、
只
だ
日
に
減
ず
る
こ
と
を
求
め

て
、
日
に
増
す
こ
と
を
求
め
ず
、
一
分
の
情
欲
を
減
じ
得
ば
、
便
ち
こ
れ
一
分
の
天
理
を
復
し
得
る
な
り
」
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
こ
の
よ
う
に
、
私
欲
を
克
服
す
る
こ
と
こ
そ
、
良
知
を
致
す
こ
と
の
手
を
下
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
王
陽
明
は
朱
子
学
の
よ
う
に
文
義
の
上
に
工
夫
を
し
て
、
実
に
行
わ
な
い
や
り
方
に
反
対
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
す
ら

　
　
今
、
吾
が
所
謂
格
物
の
学
を
為
す
も
の
、
尚
ほ
多
く
は
口
耳
に
採
る
…
…
只
管
に
天
理
を
講
じ
来
た
り
て
、
頓
放
し
着
し
て
循
は

　
　
ず
、
人
欲
を
講
じ
来
た
り
て
、
頓
放
し
着
し
て
去
ら
ず
。
豊
に
格
物
致
知
の
学
な
ら
ん
や
。
　
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
　
人
も
し
真
実
に
已
に
切
に
功
を
用
ひ
て
已
ま
ず
ん
ば
、
す
な
は
ち
こ
の
心
に
お
い
て
天
理
の
精
微
は
日
に
一
日
よ
り
も
見
え
、
私
欲
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の
細
微
も
亦
た
日
に
一
日
よ
り
も
見
え
ん
。
も
し
克
己
の
工
夫
を
用
ひ
ず
ん
ば
、
終
日
只
だ
こ
れ
説
話
す
る
の
み
に
し
て
、
天
理
終

　
　
に
自
ら
見
ず
。
人
目
も
亦
た
終
に
自
ら
見
ず
…
…
今
の
人
、
己
に
知
る
の
天
理
に
お
い
て
肯
て
存
せ
ず
、
已
に
知
る
の
人
欲
も
肯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
ら

　
　
て
去
ら
ず
、
且
つ
只
管
に
尽
く
知
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
愁
へ
て
、
只
管
に
閑
講
ず
る
も
、
何
の
益
か
こ
れ
あ
ら
ん
。
且
く
自
己
に
克

　
　
ち
、
私
の
克
つ
べ
き
も
の
な
き
を
待
ち
て
、
方
に
尽
く
知
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
愁
へ
よ
、
亦
た
未
だ
遅
か
ら
ず
。
　
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
王
陽
明
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
何
を
天
理
と
為
し
何
を
人
欲
と
為
す
か
を
口
だ
け
で
論
叢
す
る
の
は
意
味
が
な
い
。
人
は
必
ず
已
に
知
っ

て
い
る
人
欲
を
去
る
こ
と
か
ら
、
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
す
れ
ば
、
何
を
天
理
と
為
し
、
何
を
人
欲
と
為
す
か
は
自
ら
日

に
一
日
よ
り
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
良
知
を
致
す
た
め
に
は
私
意
を
克
去
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
只
だ
須
く
私
意
を
克
罰
す
べ
く
、
便
ち
是
な
ら
ん
、
ま
た
其
の
理
と
欲
と
の
明
か
な
ら
ざ
る
こ
と
を
愁
へ
ん
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
こ
の
よ
う
に
、
王
陽
明
の
「
聖
と
作
る
の
功
」
は
朱
子
学
の
「
聖
と
作
る
の
功
」
と
相
反
し
て
い
る
。
朱
子
学
の
方
は
知
識
の
日
に
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

え
る
こ
と
を
求
め
、
今
日
は
一
物
に
格
っ
て
明
日
も
一
物
に
格
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
支
離
田
舟
」
と
な
り
、
人
々
に
と
っ
て
聖
賢
は
眺

め
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。
陽
明
学
の
方
は
、
　
「
日
に
増
す
こ
と
を
求
め
ず
」
、
　
「
只
だ
日
に
減

ず
る
こ
と
を
求
む
る
の
み
」
、
　
「
人
智
を
減
じ
得
ば
、
即
ち
聖
賢
に
な
る
べ
し
」
。
良
知
の
学
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
「
軽
快
脱
洒
」
、
こ
の

よ
う
に
「
簡
易
明
白
」
で
あ
り
、
　
「
凡
そ
門
培
に
在
る
者
、
辞
説
を
煩
わ
さ
ず
し
て
、
本
体
を
指
宣
す
る
こ
と
、
真
に
日
月
の
天
に
麗
く

が
ご
と
し
、
大
地
山
河
、
万
象
の
森
列
、
即
製
の
鬼
魅
、
皆
な
化
し
て
精
光
と
な
り
、
革
製
の
曲
径
、
皆
な
坦
と
し
て
大
道
と
な
る
。
至

愚
不
肖
と
錐
も
、
一
た
び
こ
の
体
に
触
れ
て
真
知
せ
ば
、
皆
な
尭
舜
た
る
べ
し
」
（
「
刻
文
型
叙
説
」
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
　
「
良
知
は
人
人
自
ら
有
す
る
所
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
根
拠
な
の
で
あ
る
。

　
2
　
天
地
万
物
を
以
て
一
体
と
為
す
。

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
は
な
ぜ
私
心
が
あ
る
の
か
、
良
知
の
学
が
天
下
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

即
ち
、
　
「
人
は
天
地
の
心
に
し
て
、
天
地
万
物
は
本
管
が
一
体
な
る
も
の
」
（
『
伝
習
録
』
中
「
答
覇
文
蔚
」
）
と
い
う
道
理
が
分
か
ら
な

い
の
で
、
始
め
て
「
有
我
の
私
」
が
出
て
来
る
。
し
た
が
っ
て
「
そ
の
天
地
万
物
一
体
の
仁
を
推
し
て
以
て
天
下
に
教
へ
、
こ
れ
を
し
て

皆
な
以
て
そ
の
私
に
克
ち
て
、
そ
の
蔽
を
去
り
、
以
て
そ
の
心
体
の
同
然
に
復
る
こ
と
あ
ら
し
む
」
（
『
伝
習
録
』
中
「
答
顧
東
橋
書
」
）
。

こ
の
一
体
の
心
は
、
聖
人
愚
人
の
別
な
く
、
何
人
も
本
来
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
民
の
困
苦
を
見
れ
ば
、
吾
が
身
の
疾
呼
と
同
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じ
く
心
に
痛
み
を
感
ず
る
。
こ
れ
が
良
知
で
あ
っ
て
、
こ
の
良
知
を
致
す
こ
と
に
務
め
る
な
ら
ば
、
　
「
天
下
の
人
を
視
る
こ
と
内
外
遠
近

と
な
く
、
凡
そ
血
肉
あ
る
も
の
皆
そ
の
昆
弟
赤
子
の
親
の
ご
と
く
、
安
全
し
て
こ
れ
を
教
養
す
」
（
同
上
）
。
是
非
を
公
に
し
好
悪
を
同
じ

う
し
、
人
を
視
て
も
己
の
よ
う
に
、
国
を
視
て
も
家
の
よ
う
に
な
り
、
天
下
を
一
家
と
し
、
中
国
を
一
人
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
王
陽
明
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
私
欲
を
除
き
、
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
た
め
に
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
　
「
天
地
天
物
一

体
の
仁
を
立
つ
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
王
陽
明
は
致
良
知
説
を
掲
げ
て
か
ら
、
特
に
そ
の
晩
年
、
　
「
天
地
万
物
を
以
て
一
体
と
な
す
」

と
い
う
理
論
を
重
視
し
た
。
良
知
の
本
体
は
即
ち
「
天
地
万
物
一
体
の
仁
」
で
あ
り
、
良
知
を
致
す
根
本
的
な
問
題
は
そ
の
心
体
の
同
然

に
復
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
時
期
、
王
陽
明
が
本
学
し
た
中
心
内
容
は
、
　
「
天
地
万
物
一
体
」
の
論
で
あ
る
。

年
譜
に
よ
る
と
、
回
章
三
年
、
王
陽
明
は
五
十
三
歳
、
越
に
あ
っ
て
学
を
講
じ
た
時
、
　
「
た
だ
大
学
の
、
万
物
、
体
を
同
じ
く
す
る
の
旨

を
発
し
、
人
を
し
て
各
々
本
性
を
求
め
、
良
知
を
致
し
極
め
て
以
て
至
善
に
止
ま
ら
し
む
」
（
『
年
譜
』
嘉
靖
三
年
正
月
）
。
嘉
靖
四
年
、

王
陽
明
が
五
十
四
歳
の
時
、
有
名
な
「
抜
本
塞
源
の
論
」
を
公
表
し
、
万
物
一
体
の
思
想
を
痛
論
し
た
。
嘉
靖
六
年
、
つ
ま
り
、
亡
く
な

る
一
年
前
、
征
途
中
の
王
陽
明
は
南
浦
に
つ
い
た
。
そ
の
翌
日
、
明
倫
堂
で
『
大
学
』
の
講
義
を
行
っ
た
。

　
王
陽
明
は
、
　
『
大
学
』
と
は
、
大
人
の
学
で
あ
り
、
　
「
大
人
は
天
地
万
物
を
以
て
一
体
と
為
す
も
の
な
り
」
（
『
全
書
』
巻
二
十
六

「
大
学
問
」
）
と
『
大
学
』
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
王
陽
明
の
思
考
に
よ
れ
ば
、
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
民
に
親
し
む
こ
と
、

至
善
に
止
ま
る
こ
と
は
、
　
『
大
学
』
の
三
つ
の
綱
領
で
あ
る
が
、
こ
の
三
者
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

民
に
親
し
む
こ
と
に
あ
り
、
明
徳
親
民
の
極
則
は
即
ち
所
謂
至
善
で
あ
る
。
至
善
は
即
ち
明
徳
の
本
体
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
良
知
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
徳
、
親
民
、
至
善
を
説
く
『
大
学
』
は
大
人
の
学
で
、
大
人
と
は
天
地
万
物
を
以
て
一
体
と
為
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
人
畜
を
一
体
と
し
、
天
下
の
民
の
苦
し
み
を
見
る
こ
と
、
己
れ
の
身
の
疾
痛
と
感
ず
る
よ
う
な
万
物
一
体
の
心
を
尽
く
す
こ
と

は
、
良
知
を
致
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
　
「
吾
の
父
に
親
し
み
て
以
て
人
の
父
に
及
ぼ
せ
ば
、
す
な
は
ち
天
下
の
父
子
親
し
ま

ざ
る
は
な
し
。
吾
の
兄
に
親
し
み
て
以
て
人
の
兄
に
及
ぼ
せ
ば
、
す
な
は
ち
天
下
の
兄
弟
親
し
ま
ざ
る
は
な
し
。
君
臣
や
、
夫
婦
や
、
朋

友
や
、
推
し
て
鳥
獣
草
木
に
至
る
ま
で
、
す
な
は
ち
皆
な
以
て
こ
れ
に
親
し
む
こ
と
あ
り
」
（
『
全
書
』
巻
七
「
親
子
堂
記
」
）
と
。

　
従
っ
て
、
王
陽
明
の
思
想
に
お
い
て
、
人
欲
を
去
り
、
天
理
を
存
す
る
根
本
的
な
問
題
は
、
人
々
が
「
天
地
万
物
を
以
て
一
体
と
為
す
」

点
に
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
万
物
一
体
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
自
ら
天
下
を
以
て
公
と
為
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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致
良
知
の
学
は
「
知
り
易
く
、
従
い
易
し
」
と
い
う
の
は
、

ず
る
所
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
」
（
『
伝
習
録
』
中
）
。

「
正
に
大
端
は
惟
だ
心
体
の
同
然
に
復
る
に
在
っ
て
、
　
　
　
　
あ
ず
か

知
識
技
能
は
与
り
論

お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
は
、
良
知
を
致
す
こ
と
の
鍵
で
あ
り
、
致
良
知
説
の
中
に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
良
知
は
人
人
が
自
ら
有
す
る
」
と
い
う
論
は
、
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
こ
と
が
で
ぎ
る
理
論
的
根
拠
で
あ
り
、

「
万
物
一
体
」
の
論
は
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
思
想
的
武
器
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
心
中
の
賊
」
を
破
る
力
は
良
知
自
体
の
中
に
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
良
知
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
真
に
良
知
を
信
じ
き
れ
た
な
ら
ば
、
良
知
本
来
固
有
の
…
機
能
を

十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
太
陽
の
よ
う
な
も
の
で
、
　
「
一
た
び
太
陽
が
出
る
と
ど
ん
な
ば
け
も
の
も
姿
を
か
く
す
」
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
　
　
い
　
か

『
全
書
』
艦
種
「
否
々
仕
鳴
」
）
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
王
陽
明
は
「
良
知
の
人
に
在
る
こ
と
、
随
ひ
禰
如
何
す
と
も
、
混
滅
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
能
は
ず
」
、
　
「
爾
の
那
の
一
点
の
良
知
は
、
こ
れ
爾
が
自
家
底
準
則
な
り
…
…
実
々
落
々
に
他
に
依
着
し
て
徹
し
去
か
ば
、
善
は
便
ち

存
し
、
悪
は
便
ち
去
ら
ん
」
、
　
「
今
日
、
良
知
の
見
在
す
る
こ
と
か
く
の
ご
と
く
ん
ば
、
只
だ
今
日
知
る
所
に
随
っ
て
拡
充
到
底
し
、
明

日
良
知
ま
た
開
悟
す
る
あ
ら
ば
、
便
ち
明
日
知
る
所
に
従
っ
て
拡
充
到
底
す
。
か
く
の
ご
と
き
は
方
に
こ
れ
精
一
の
功
夫
な
り
」
（
『
伝

習
録
』
下
）
と
述
べ
て
い
る
。
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