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荒
木
見
悟
先
生
の
思
い
出

野

　口

　善

　敬

　
荒
木
先
生
に
関
す
る
思
い
出
と
い
え
ば
、
真
面
目
で
酒
も
飲
ま
ず
、
タ
バ
コ
も
吸
わ
ず
、
学
問
研
究
一
筋
に
生
涯
を
捧
げ
た
大
学
者
と

い
う
姿
を
、
誰
し
も
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
本
来
性
」
と
「
現
実
性
」
を
基
軸
と
し
た
そ
の
研
究
が
、
一
時
代
を
画
し
、
思

想
史
の
視
座
と
し
て
現
在
で
も
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、資
料
調
査
に
は
必
ず
奥
様
の
良
子
様
が
御
一
緒
さ
れ
、

先
生
の
横
に
坐
っ
て
資
料
を
書
き
取
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
奥
様
が
先
生
の
論
文
の
浄
書
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
誰
も
が

知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
が
存
じ
上
げ
て
い
る
荒
木
先
生
の
姿
も
同
様
で
あ
り
、
大
き
く
異
な
る
像
を
描
く
こ
と
は
恐
ら
く
で
き
ま

い
。

　
私
は
門
下
生
の
一
人
で
は
あ
る
が
、
文
字
通
り
の
不
肖
の
弟
子
で
あ
る
。
大
し
た
研
究
成
果
も
出
し
て
い
な
い
私
に
、
先
生
に
つ
い
て

語
る
資
格
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
せ
め
て
私
自
身
と
関
わ
る
思
い
出
を
い
く
つ
か
並
べ
て
、
報
恩
の
一
端
と
し
た
い
。

講
義
の
試
験
問
題

　
こ
の
原
稿
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
か
つ
て
荒
木
先
生
か
ら
頂
戴
し
た
手
紙
や
ハ
ガ
キ
な
ど
の
資
料
を
入
れ
た
封
筒
を
取
り
出
し
、
久
し

ぶ
り
に
開
い
て
み
た
。
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左
に
あ
る
手
書
き
原
稿
の
写
真
は
、そ
の
資
料
の
中
の
一
つ
で
、昭
和
五
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）、荒
木
先
生
が
退
官
さ
れ
る
直
前
、

九
州
大
学
で
最
後
に
行
わ
れ
た
大
学
院
講
義
の
試
験
問
題
で
あ
る
。

　
一
見
し
て
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
な
設
問
で
、
ど
れ
だ
け
時
間
あ
っ
て
も
答
え
切
れ
る
内
容
で
は
な
い
。
筆
跡
は
先
生
ご
本
人
の
も
の
で
は

な
く
、
奥
様
の
も
の
で
あ
る
。

  

試
験
時
間
は
午
前
十
一
時
半
か
ら
午
後
一
時
半
ま
で
、
二
時
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
ど
ん
な
答
え
を
書
い
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
が
、

い
か
に
も
荒
木
先
生
ら
し
い
出
題
で
あ
る
。
張
九
成
と
大
慧
宗
杲
に
関
す
る
第
一
問
は
、
も
し
か
し
た
ら
私
向
き
に
作
成
さ
れ
た
も
の
か

も
知
れ
な
い
。
第
三
問
は
、
南
宋
の
儒
者
で
あ
る
張
栻
（
南
軒･
一
一
三
三
～
一
一
八
〇
）
の
詩
で
あ
る
。
試
験
を
受
け
た
当
時
、
私
は
そ

の
典
拠
が
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
今
回
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
を
行
い
、『
南
軒
集
』
巻
五
の
「
晩
晴
」
と
い
う
題

目
の
七
絶
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
当
時
は
パ
ソ
コ
ン
も
存
在
せ
ず
、
手
作
業
で
の
出
典
探
し
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
出
典
検
索
に

つ
い
て
は
、
科
学
技
術
の
発
達
に
伴
い
、
当
時
と
今
と
で
は
天
地
の
差
ほ
ど
、
便
利
さ
に
開
き
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
荒
木
先
生
の
よ
う
に
思
索
が
深
ま
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
が
…
…
。
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講
義
と
演
習

　
私
が
中
国
哲
学
史
の
研
究
室
に
進
学
し
た
当
時
、
中
哲
の
学
部
生
は
、
講
義
に
し
ろ
演
習
に
し
ろ
、
学
部
の
授
業
だ
け
受
講
す
れ
ば
良

い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
先
輩
か
ら
、「
大
学
院
の
授
業
も
全
部
受
け
る
の
が
当
た
り
前
だ
」
と
言
わ
れ
て
吃
驚
し
た
。
そ
の
授
業
も
一

コ
マ
の
時
間
が
長
く
、今
の
大
学
は
九
十
分
授
業
だ
が
、当
時
は
百
十
分
で
あ
っ
た
。
多
く
の
先
生
方
は
授
業
時
間
の
前
後
を
か
な
り
削
っ

て
短
く
し
て
お
ら
れ
た
が
、
荒
木
先
生
の
授
業
は
、
ほ
ぼ
時
間
通
り
で
、
少
し
で
も
早
く
終
わ
る
時
に
は
、「
ま
だ
時
間
が
あ
り
ま
す
が
」

と
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
し
て
お
ら
れ
た
。

　
学
部
生
の
時
に
は
、
儒
教
の
用
語
な
ど
も
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
あ
っ
た
し
、
大
学

院
の
演
習
な
ど
、
異
国
の
言
葉
を
聞
い
て
い
る
よ
う
で
、
た
だ
た
だ
眠
か
っ
た
。
い
や

実
際
に
し
ば
し
ば
居
眠
り
を
し
て
し
ま
い
、
授
業
が
終
わ
っ
た
後
、
先
輩
方
か
ら
「
君
、

寝
て
た
だ
ろ
う
」
と
注
意
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　
学
部
で
最
初
に
担
当
し
た
演
習
の
テ
キ
ス
ト
は
『
二
程
全
書
』
だ
っ
た
が
、「
釈
氏
」

を
「
お
釈
迦
様
」
と
訳
し
て
、
先
輩
に
笑
わ
れ
た
思
い
出
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
荒
木
先

生
は
表
情
を
変
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
）。

　
荒
木
先
生
の
授
業
以
外
に
も
、助
教
授
で
あ
っ
た
町
田
三
郎
先
生
の
『
十
三
経
注
疏
』

『
韓
非
子
集
釈
』
な
ど
の
演
習
は
も
と
よ
り
、
福
田
殖
先
生
の
『
荘
子
集
解
』、
長
節
子

先
生
の
『
李
朝
実
録
』
な
ど
、
と
に
か
く
漢
文
漬
け
の
毎
日
だ
っ
た
が
、
や
は
り
一
番

大
変
だ
っ
た
の
は
荒
木
先
生
の
演
習
の
予
習
だ
っ
た
。

　
宋
明
学
の
漢
文
を
読
む
際
に
最
も
手
間
が
か
か
る
の
は
出
典
探
し
で
あ
る
。
今
と

違
っ
て
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
シ
ス
テ
ム
も
存
在
し
な
い
時
代
、
研

究
室
に
夜
ま
で
残
っ
て
、『
大
漢
和
辞
典
』
は
も
と
よ
り
、『
四
書
索
引
』
や
『
五
経
索
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引
』
な
ど
を
引
き
ま
く
っ
て
、
手
が
か
り
を
探
し
た
。
だ
が
、
た
と
え
典
拠
が
分
か
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
文
章
の
意
味
は
分
か
ら
ず
、

先
輩
方
に
教
示
を
請
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
学
部
進
学
当
時
に
助
手
を
し
て
お
ら
れ
た
竹
内
弘
行
先
生
は
、
毎
日
、
研
究
室
に
残
っ
て
夜

遅
く
ま
で
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
た
が
、
分
か
ら
な
い
箇
所
を
質
問
に
行
く
と
、「
教
え
ら
れ
る
の
は
辞
書
や
索
引
の
調
べ
方
だ
け
だ
か
ら
、

あ
と
は
自
分
で
考
え
な
さ
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
通
り
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
荒
木
先
生
の
演
習
は
、
各
回
に
発
表
者
は
一
人
だ
け
で
、
漢
籍
で
四
丁
分
く
ら
い
の
分
量
を
担
当
し
た
。
担
当
箇
所
の
漢
文
の
書
き
下

し
文
を
読
み
、
口
語
訳
を
し
、
出
典
な
ど
の
説
明
を
し
終
わ
る
と
、
荒
木
先
生
が
御
自
分
で
読
み
直
し
を
さ
れ
る
が
、
特
に
間
違
い
を
指

摘
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、正
し
い
読
み
方
と
口
語
訳
を
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
時
折
、「
こ
こ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」

と
か
、「
こ
こ
は
ど
う
読
ま
れ
ま
し
た
か
」
と
か
尋
ね
ら
れ
た
。
予
想
外
の
質
問
も
あ
り
、
発
表
の
段
階
で
、
担
当
し
た
私
自
身
は
何
も

典
拠
を
示
し
て
い
な
い
の
に
、「
こ
こ
は
『
孟
子
』
の
何
篇
だ
っ
た
で
す
か
ね
」
な
ど
と
聞
か
れ
、「
え
っ
、
出
典
が
あ
る
の
」
と
思
う
こ

と
も
あ
っ
た
。
別
段
、怒
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、語
気
を
荒
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、演
習
が
終
わ
っ
た
後
、先
輩
か
ら
、「
荒

木
先
生
は
本
当
は
怒
っ
て
お
ら
れ
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
、
よ
り
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
た
。

　
演
習
な
ど
と
平
行
し
て
、
荒
木
先
生
の
指
示
で
、
和
刻
本
の
『
仏
祖
統
紀
』
を
借
り
出
し
、
そ
の
返
り
点
を
白
文
に
付
け
て
読
む
作

業
を
個
人
的
に
や
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
作
業
が
漢
文
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
の
に
有
効
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、『
仏
祖
統
紀
』

を
部
分
的
に
し
ろ
読
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
後
に
役
立
っ
た
。
人
生
に
無
駄
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

「
答
辞
」
の
手
直
し

　
学
部
を
卒
業
す
る
直
前
の
昭
和
五
十
二
年
の
春
先
、
荒
木
先
生
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
。「
君
が
卒
業
式
で
答
辞
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た

か
ら
」
と
の
お
言
葉
で
あ
っ
た
。
別
段
、
成
績
が
全
学
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
立
派
な
背
景
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
単

に
九
大
の
卒
業
式
の
答
辞
は
学
部
の
持
ち
回
り
で
、
更
に
文
学
部
内
の
学
科
の
持
ち
回
り
と
な
っ
て
お
り
、
た
ま
た
ま
中
哲
が
そ
の
順
番

に
当
た
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、「
名
誉
な
こ
と
だ
か
ら
」
と
先
生
か
ら
言
わ
れ
、
原
稿
を
書
い
て
先
生
に
出
す
よ

う
に
言
わ
れ
た
。
事
務
か
ら
前
年
の
原
稿
は
見
せ
て
貰
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
パ
ソ
コ
ン
も
な
い
時
代
で
、
ネ
ッ
ト
で
文
例
を
探
す
こ
と
も
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で
き
ず
、
苦
心
惨
憺
し
て
手
書
き
で
文
章
を
書
き
提
出
し
た
が
、
す
ぐ

に
手
を
入
れ
た
原
稿
が
返
っ
て
き
た
。
真
っ
赤
と
言
う
よ
り
新
た
に
書

き
下
ろ
さ
れ
た
よ
う
に
変
容
し
て
い
た
。
例
え
ば
書
き
出
し
の
最
初
の

段
落
は
、
も
と
も
と
次
の
上
段
の
様
に
書
い
て
い
た
が
、
下
段
の
よ
う

な
原
稿
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。

　
光
陰
矢
の
如
く
、
四
箇
年
に
わ
た
る
大
学
生
生
活
も
瞬
時
の
間

に
過
ぎ
去
り
、
我
々
も
早
や
卒
業
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
も
皆
、
直
接
間
接
に
御
世
話
に
な
っ
た
方
々
の
御
蔭
と
感
謝

致
し
て
お
り
ま
す
。
又
、
只
今
は
学
長
先
生
よ
り
有
意
義
な
お
言

葉
を
頂
き
、
我
々
一
同
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
致
し
て
お
り

ま
す
。

　
先
生
の
原
稿
を
活
字
に
起
こ
せ
ば
、
次
の
様
に
な
る
。

真
理
に
あ
こ
が
れ
、
学
問
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
培
う
べ
く
、
わ

が
九
州
大
学
の
門
を
く
ぐ
っ
て
よ
り
、は
や
四
星
霜
。
き
び
し
い
学
道
と
わ
き
上
が
る
問
題
意
識
に
す
べ
て
を
賭
け
た
学
生
生
活
も
、

よ
う
や
く
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
苦
楽
哀
歓
を
共
に
し
た
卒
業
生
が
一
同
に
会
し
、
諸
先
生
方
御
臨
席

の
も
と
、
盛
大
な
卒
業
式
を
挙
行
さ
れ
ま
す
こ
と
は
、
誠
に
感
激
に
た
え
ま
せ
ん
。
只
今
学
長
先
生
よ
り
賜
り
ま
し
た
お
言
葉
は
、

学
生
生
活
の
し
め
く
く
り
と
し
て
、
深
く
膽
に
銘
じ
ま
す
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
今
後
の
生
活
指
針
と
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
第
二
段
落
以
降
は
、
あ
る
程
度
原
形
を
留
め
て
い
た
が
、
ご
想
像
に
お
任
せ
す
る
。
私
の
文
章
に
比
べ
れ
ば
、
さ
す
が
に
見
事
な
も
の

で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
書
き
直
し
、
卒
業
式
で
拝
読
さ
せ
て
頂
い
た
。
ど
う
見
て
も
聞
い
て
も
全
く
私
の
文
章
で
は
な
い
が
…
…
。
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壇
上
で
答
辞
末
尾
の
「
昭
和
五
十
一
年
度
九
州
大
学
学
士
総
代
　
野
口
善
敬
」
と
読
ん
だ
後
で
、「
荒
木
見
悟
代
作
」
と
呟
い
た
が
、
誰

に
も
聞
こ
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
式
後
、
友
人
か
ら
「
大
学
院
の
答
辞
よ
り
君
の
方
が
立
派
だ
っ
た
よ
」
と
言
わ
れ
た
が
、
私
の
手
柄

で
は
な
い
し
、「
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
。

私
が
受
け
た
指
導

　
答
辞
に
限
ら
ず
、
論
文
で
も
文
章
の
手
直
し
を
受
け
た
が
、
も
ち
ろ
ん
答
辞
ほ
ど
極
端
で
は
な
く
、
細
か
な
言
い
回
し
や
、
資
料
の
追

加
指
示
が
主
で
あ
っ
た
。

　
大
学
院
の
頃
、
東
洋
史
に
お
ら
れ
た
川
勝
賢
亮
先
生
か
ら
、「
荒
木
先
生
は
学
生
の
こ
と
を
良
く
見
て
把
握
し
て
お
ら
れ
る
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
自
分
の
学
問
研
究
に
没
頭
し
て
回
り
を
見
て
い
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
だ
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ

る
。
実
際
、
学
部
・
大
学
院
を
通
し
て
、
私
が
サ
ボ
り
気
味
に
な
る
と
荒
木
先
生
は
何
か
本
を
持
っ
て
き
て
無
理
や
り
貸
し
て
く
れ
た
。

ま
る
で
お
釈
迦
様
の
掌
の
上
を
飛
ん
で
い
る
孫
悟
空
の
よ
う
な
気
分
で
あ
っ
た
。

　
私
が
先
生
か
ら
初
め
て
直
接
指
導
を
受
け
た
の
は
学
部
の
時
で
あ
る
。
学
部
三
年
生
の
秋
、
卒
論
で
大
慧
宗
杲
を
扱
う
こ
と
を
決
め
、

荒
木
先
生
に
お
伝
え
し
た
。
す
ぐ
に
御
自
分
が
使
わ
れ
て
い
た
校
訂
蔵
経
本
の
『
大
慧
普
説
』
を
貸
し
て
頂
き
、
ま
た
福
岡
教
育
大
学
に

あ
る
和
刻
本
の
『
大
慧
語
録
』
な
ど
を
ご
自
分
で
、「
つ
い
で
が
あ
っ
た
か
ら
」
と
借
り
て
き
て
コ
ピ
ー
さ
せ
て
頂
い
た
。
先
生
の
本
に

は
、
赤
鉛
筆
で
の
傍
線
や
書
き
込
み
が
あ
り
、
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。
冬
休
み
に
自
分
の
部
屋
に
こ
も
っ
て
大
慧
関
係
の
資
料
を
読
み
、

資
料
カ
ー
ド
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
四
年
生
の
春
に
自
分
な
り
に
大
慧
禅
の
特
質
を
ま
と
め
た
原
稿
用
紙
三
十
五
枚
の
レ
ポ
ー
ト
を
書

い
て
荒
木
先
生
に
提
出
し
た
。
こ
れ
が
私
の
最
初
の
論
文
ら
し
き
も
の
で
あ
る
。
す
ぐ
に
返
っ
て
き
た
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
次
の
様
な
紙
片

が
付
さ
れ
て
い
た
。
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今
か
ら
見
れ
ば
恥
ず
か
し
い
内
容
の
原
稿
で
、
見
る
価
値
は
全
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
資
料
の
幅
を
広
げ
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
は

当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
た
だ
纏
め
れ
ば
良
い
の
で
は
な
く
、
自
分
な
り
の
独
自
の
視
座
を
作
れ
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
っ

た
。

　
そ
の
後
、
大
学
院
、
助
手
時
代
を
経
て
、
元
代
か
ら
明
清
代
へ
と
研
究
対
象
を
広
げ
た
が
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
必
ず
指
導
教
官

で
あ
っ
た
荒
木
先
生
に
下
書
き
が
終
わ
っ
た
段
階
で
見
て
頂
い
て
い
た
。
荒
木
先
生
が
退
官
さ
れ
て
か
ら
後
は
、
先
生
が
自
宅
に
お
ら
れ

る
時
に
、
直
接
、
ご
自
宅
に
お
伺
い
し
て
原
稿
を
見
て
貰
う
か
、
前
も
っ
て
郵
送
し
て
後
日
、
受
け
取
り
に
行
っ
た
。

　
先
生
の
お
宅
に
伺
っ
て
原
稿
を
お
渡
し
す
る
と
、
パ
ラ
パ
ラ
と
捲
り
な
が
ら
凄
い
ス
ピ
ー
ド
で
目
を
通
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
質
問
を
さ

れ
た
り
、
鉛
筆
で
訂
正
を
書
き
込
ん
だ
り
し
、
時
折
、
立
ち
上
が
っ
て
書
籍
や
資
料
の
入
っ
た
封
筒
を
持
っ
て
き
て
、「
こ
ん
な
資
料
も

あ
り
ま
す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
多
く
の
場
合
、
論
旨
の
補
強
に
な
る
資
料
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
教
示
し
て
い
た
だ
い
た
資
料
を
差

し
込
む
と
、
論
文
の
展
開
に
そ
ぐ
わ
ず
、
話
が
や
や
こ
し
く
な
る
の
で
困
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
資
料
一
つ
で
話

が
崩
れ
る
よ
う
な
論
文
は
ダ
メ
だ
と
、
論
旨
の
脆
弱
さ
を
指
摘
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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休
学

　
荒
木
先
生
が
九
州
大
学
を
退
官
さ
れ
る
二
年
前
の
昭
和
五
十
四
年
春
、
博
士
後
期
課
程
に
進
学
し
た
私
は
、
大
学
院
を
休
学
し
て
久
留

米
市
に
あ
る
梅
林
専
門
道
場
に
一
年
間
掛
搭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
報
告
に
先
生
の
部
屋
に
伺
っ
た
。

　
荒
木
先
生
は
、
大
学
の
ご
自
分
の
部
屋
に
は
研
究
の
た
め
の
資
料
や
本
を
一

切
置
か
ず
、
仕
事
は
専
ら
ご
自
宅
で
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
授
業
や
教
授
会
が

あ
る
時
以
外
、
あ
ま
り
大
学
に
は
来
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
授
業
の
前
だ
っ
た
か
、
後
だ
っ
た
か
は
忘
れ
た
が
、
二
階
に
あ
る
先
生
の
部

屋
を
訪
ね
、
休
学
す
る
こ
と
を
お
伝
え
し
た
。
先
生
は
、「
そ
う
で
す
か
。
せ
っ

か
く
だ
か
ら
し
っ
か
り
頑
張
っ
て
き
な
さ
い
」
と
真
面
目
な
顔
を
し
て
言
わ
れ

た
。
学
問
の
裏
付
け
と
し
て
修
行
も
重
要
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
痛
切

に
感
じ
ら
れ
、
住
職
の
資
格
を
得
る
た
め
に
最
低
限
の
修
行
期
間
を
消
化
し
よ

う
と
思
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
は
耳
が
痛
か
っ
た
。
先
生
の
部
屋
を
出
た
後
、

当
時
、
助
教
授
を
勤
め
て
お
ら
れ
た
町
田
三
郎
先
生
の
と
こ
ろ
に
も
、
同
じ
よ

う
に
休
学
を
伝
え
に
行
っ
た
が
、
町
田
先
生
は
、「
君
も
親
孝
行
だ
ね
」
と
い
う

言
葉
を
返
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
あ
る
意
味
、
普
通
の
反
応
な
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
私
の
本
音
を
見
透
か
さ
れ
た
思
い
だ
っ
た
。

　
私
が
休
学
し
て
い
た
そ
の
間
、
荒
木
先
生
は
八
月
に
『
仏
教
と
陽
明
学
』（
レ

グ
ル
ス
文
庫
、
第
三
文
明
社
）
を
、
十
月
に
は
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
―
管
東
溟
の

生
涯
と
そ
の
思
想
』（
創
文
社
）
を
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
陸
続
と
大
き
な
研
究
成

果
を
出
し
続
け
て
お
ら
れ
た
。（
下
の
写
真
は
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
』「
八
、
東
溟
と
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林
兆
恩
」
の
草
稿
。）

　
私
に
と
っ
て
梅
林
寺
に
お
け
る
一
年
間
の
修
行
は
色
々
な
意
味
で
得
る
も
の
が
あ
っ
た
し
、
今
日
の
私
が
あ
る
の
は
、
そ
の
お
蔭
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
後
悔
も
な
い
し
深
く
感
謝
し
て
い
る
が
、
修
行
道
場
に
い
た
こ
の
一
年
間
は
、
荒
木
先
生
が
九
大

で
さ
れ
る
講
義
・
演
習
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
残
り
二
年
の
半
分
に
当
た
っ
て
お
り
、
そ
の
機
会
を
逸
し
た
こ
と
は
、
今
に
な
っ
て
も

少
し
残
念
に
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
残
念
に
思
う
の
は
、
梅
林
僧
堂
か
ら
戻
り
復
学
し
て
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
時
、「
修
行
は
ど
う
で
し
た
か
」

と
聞
か
れ
た
時
、
お
答
え
で
き
る
よ
う
な
大
悟
と
呼
べ
る
よ
う
な
修
行
の
成
果
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

絵
ハ
ガ
キ

　
手
元
に
あ
る
先
生
か
ら
の
ハ
ガ
キ
の
中
で
、
一
枚
だ
け
絵
ハ
ガ
キ
が
あ
る
。
消
印
が
半
分

し
か
見
え
な
い
の
で
正
確
な
時
期
は
分
か
ら
な
い
が
、
前
後
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
ハ
ガ
キ
の

消
印
か
ら
推
測
し
て
、
平
成
初
年
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
　
先
日
は
何
か
と
お
骨
折
頂
き
ま
し
た
。
益
々
御
発

展
を
祈
り
ま
す
。
此
の
絵
ハ
ガ
キ
は
、
名
古
屋
で
催
さ
れ
た
禅
宗
展
で
求
め
た
も
の
で

す
。
白
隠
を
た
く
さ
ん
集
め
て
あ
り
ま
し
た
が
、
入
場
者
も
多
く
、
ど
う
い
う
心
理
だ

ろ
う
か
と
、
椅
子
に
坐
っ
て
考
え
込
ん
だ
こ
と
で
す
。
仮
り
に
大
慧
の
墨
跡
を
こ
れ
だ

け
集
め
た
ら
、
ど
ん
な
感
動
を
さ
そ
う
で
あ
ろ
う
か
と
―
―
。

　
今
年
は
奇
し
く
も
白
隠
慧
鶴
禅
師
の
二
百
五
十
年
遠
諱
の
年
に
当
た
っ
て
い
る
。
近
年
、

芳
澤
勝
弘
先
生
の
研
究
な
ど
を
通
じ
て
白
隠
禅
へ
の
理
解
も
進
み
、
各
地
で
展
覧
会
が
開
催
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さ
れ
て
国
の
内
外
を
問
わ
ず
知
名
度
も
上
が
っ
て
い
る
。
僧
侶
と
し
て
宗
門
に
籍
を
置
く
私
に
と
っ
て
、
日
本
臨
済
禅
中
興
の
祖
と
目
さ

れ
る
白
隠
禅
師
と
、
看
話
禅
の
完
成
者
で
あ
り
中
国
思
想
史
上
、
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
大
慧
宗
杲
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
簡
単
に
は
で

き
な
い
。
だ
か
ら
、
先
生
の
こ
の
ハ
ガ
キ
を
読
み
直
し
て
ド
キ
ッ
と
し
た
。
年
月
の
推
移
と
白
隠
評
価
の
進
展
を
別
に
し
て
も
、
私
に
は

永
久
に
口
に
で
き
な
い
研
究
者
と
し
て
の
言
葉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

北
京
図
書
館
で
の
資
料
調
査

　
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
十
月
、
荒
木
先
生
ご
夫
妻
と
共
に
資
料
調
査
の
た
め
北
京

図
書
館
（
現
在
の
国
家
図
書
館
）
を
訪
問
し
た
。
私
の
主
目
的
は
陳
垣
著
『
清
初
僧
諍
記
』

に
引
用
さ
れ
た
未
見
書
籍
を
見
る
た
め
で
あ
っ
た
。
当
時
は
同
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
た

善
本
は
閲
覧
が
困
難
で
あ
り
、
こ
の
頃
、
中
国
人
民
大
学
に
留
学
し
て
お
ら
れ
た
難
波

征
男
先
生
の
お
骨
折
り
で
、
人
民
大
学
の
張
立
文
教
授
の
紹
介
を
得
て
入
館
し
、
館
長

で
あ
っ
た
任
継
愈
先
生
と
も
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
私
は
単
な
る

随
行
員
で
あ
っ
た
。（
下
の
写
真
は
北
京
図
書
館
の
館
長
室
で
撮
影
。
右
か
ら
荒
木
良
子
、張
立
文
、

任
継
愈
、
荒
木
見
悟
、
野
口
善
敬
、
難
波
征
男
）

　
先
生
は
、
善
本
室
に
案
内
さ
れ
る
と
、
普
段
の
資
料
調
査
同
様
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
、

出
さ
れ
た
書
籍
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
凄
い
勢
い
で
め
く
っ
て
読
ま
れ
、
目
に
と

ま
っ
た
個
所
が
あ
れ
ば
、
鉛
筆
で
隣
に
い
る
奥
様
共
々
書
き
写
し
て
お
ら
れ
た
。

　
手
元
の
資
料
の
中
に
、
荒
木
先
生
直
筆
の
「
北
京
図
書
館
往
訪
記
（
下
書
き
）」
と
題

さ
れ
た
原
稿
が
あ
る
（
下
付
の
写
真
は
書
き
出
し
の
二
枚
）。
二
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
十
二

枚
ほ
ど
の
短
文
で
あ
り
、
ど
こ
か
の
雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
か
と
思
う
が
、
私
が

あ
れ
こ
れ
書
く
よ
り
、
そ
れ
を
一
読
頂
け
れ
ば
、
当
時
の
様
子
が
良
く
分
か
る
。
そ
の
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原
稿
の
末
尾
に
、

「
結
局
、
わ
れ
わ
れ
が
眼
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
八
部
の
書
籍
に
終
わ
っ

た
が
、
折
角
持
ち
帰
っ
た
資
料
を
ど
の
よ
う
に
生
か
す
か
と
い
う
宿
題
が
残
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
恐
ら
く
今
一
度
彼
女
た
ち
に
会
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
日
が
訪
れ
る
で

あ
ろ
う
。」

と
あ
る
。

　
彼
女
た
ち
と
は
、
北
京
図
書
館
の
閲
覧
室
の
女
子
職
員
の
こ
と
で
あ
る
。
事
前
に
閲

覧
申
請
し
て
い
た
二
十
五
部
の
う
ち
、
八
部
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が

悔
や
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
当
時
七
十
四
歳
だ
っ
た
先
生
は
こ
の
後
、
北
京
図

書
館
を
再
訪
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。

　
私
自
身
も
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
図
書
館
を
後
に
し
た
が
、
中
国
社
会
科
学
院

の
陳
智
超
先
生
（
陳
垣
氏
の
お
孫
さ
ん
）
と
の
交
流
を
通
し
て
、
何
種
類
か
の
善
本
の
複

写
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
で
は
、
北
京
図
書
館
の
善
本
の
一
部
は
ネ
ッ
ト
上

で
公
開
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
今
の

研
究
者
は
感
謝
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
び

　
荒
木
先
生
の
お
宅
に
伺
う
時
に
は
、
年
始
の
挨
拶
は
別
に
し
て
、
必
ず
何
か
研
究
に
関
わ
る
用
事
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
学

生
の
頃
は
先
生
と
会
っ
て
話
を
す
る
の
が
恐
ろ
し
い
こ
と
も
あ
り
、
論
文
の
原
稿
を
見
て
貰
う
時
以
外
に
わ
ざ
わ
ざ
伺
う
こ
と
も
な
か
っ

た
。
先
生
の
古
稀
の
お
祝
い
を
し
よ
う
と
し
た
時
に
は
、「
そ
ん
な
暇
が
あ
る
な
ら
、
自
分
の
勉
強
を
し
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
し
、
叙

勲
さ
れ
た
時
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
私
に
電
話
を
か
け
て
き
て
、「
何
も
し
な
い
よ
う
に
」
と
釘
を
打
た
れ
た
。
私
が
、
あ
る
程
度
年
を
取
っ
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て
か
ら
は
、
所
用
で
近
く
に
行
っ
た
時
な
ど
に
、
ア
ポ
を
と
ら
ず
に
お
訪
ね
す
る
よ
う
に
な
り
、
奥
様
共
々
優
し
く
迎
え
、
接
し
て
い
た

だ
い
た
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
、
い
つ
も
一
貫
し
て
学
問
に
関
す
る
話
以
外
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
学
者
や
学
界
の
話
を
す
る
時
に
も
、
私
が
他
の
先

生
方
の
批
判
を
す
る
と
、
話
題
を
変
え
ら
れ
て
い
た
。
修
行
を
積
ん
で
自
讃
毀
他
戒
を
守
っ
て
い
る
禅
門
の
老
師
方
に
似
た
風
情
を
具
え

ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　
ま
た
、
論
文
の
本
文
中
で
、
他
者
の
意
見
を
挙
名
で
批
判
す
る
こ
と
を
好
ま
れ
ず
、
正
し
い
事
実
内
容
を
示
す
こ
と
が
最
も
大
切
で
、

他
人
の
論
文
の
間
違
い
は
、
せ
い
ぜ
い
注
記
で
触
れ
る
よ
う
注
意
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　『
論
語
』
憲
問
篇
に
あ
る
有
名
な
「
古
の
学
者
は
己
の
為
に
し
、
今
の
学
者
は
人
の
為
に
す
」
の
語
を
、
楠
本
正
継
先
生
門
下
同
門
の

岡
田
武
彦
先
生
と
は
違
っ
た
意
味
で
彷
彿
と
さ
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
白
隠
禅
師
は
五
百
年
間
出
の
存
在
と
さ
れ
る
が
、
荒
木
先
生
も
そ
う
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
門
下
生
の
一
人
と
し
て
努
力
不
足
を
恥

じ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

（
二
〇
一
七
・
九
・
一
九
）

荒
木
見
悟
先
生
年
譜

一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
五
月
二
十
一
日
　
出
生
（
本
籍
地
：
広
島
県
佐
伯
郡
廿
日
市
町
三
〇
〇
号
）

一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
三
月
　
廿
日
市
尋
常
高
等
小
学
尋
常
科
卒
業
　
　
四
月
　
広
島
県
立
広
島
第
一
中
学
校
入
学

一
九
三
五
年
（
昭
和
十
年
）
三
月
　
広
島
第
一
中
学
卒
業

一
九
三
六
年
（
昭
和
十
一
年
）
龍
谷
大
学
専
門
部
入
学

一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
年
）
三
月
　
龍
谷
大
学
専
門
部
卒
業

一
九
四
〇
年
（
昭
和
十
五
年
）
四
月
　
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
入
学
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一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
年
）
九
月
　
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
卒
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
月
　
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
助
手

一
九
四
三
年
（
昭
和
十
八
年
）
四
月
　
広
島
県
立
竹
原
高
等
女
子
学
校
教
諭

一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
年
）
十
一
月
　
長
崎
師
範
学
校
助
教
授

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
十
一
年
）
二
月
　
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
研
究
所
特
別
研
究
生

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
十
四
年
）
十
一
月
　
福
岡
学
芸
大
学
福
岡
第
二
師
範
学
校
助
教
授

一
九
五
九
年
（
昭
和
三
十
四
年
）
七
月
　
九
州
大
学
文
学
博
士

一
九
六
二
年
（
昭
和
三
十
七
年
）
四
月
　
九
州
大
学
文
学
部
助
教
授

一
九
六
八
年
（
昭
和
四
十
八
年
）
七
月
　
九
州
大
学
文
学
部
教
授

一
九
六
九
年
（
昭
和
四
十
四
年
）
四
月
　
九
州
大
学
評
議
員

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
十
六
年
）
十
一
月
　
九
州
大
学
文
学
部
長

一
九
七
二
年
（
昭
和
四
十
七
年
）
六
月
　
九
州
大
学
文
学
部
長
を
辞
任

一
九
八
一
年
（
昭
和
五
十
六
年
）
四
月
　
九
州
大
学
文
学
部
教
授
退
官
　
九
州
大
学
文
学
部
名
誉
教
授
　
皇
学
館
大
学
教
授

一
九
八
二
年
（
昭
和
五
十
七
年
）
九
月
　
皇
学
館
大
学
教
授
退
官

一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
四
月
　
北
九
州
大
学
教
授

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
三
月
　
北
九
州
大
学
教
授
退
官

一
九
八
七
年
（
昭
和
六
十
二
年
）
四
月
　
久
留
米
大
学
教
授

一
九
八
八
年
（
昭
和
六
十
三
年
）
三
月
　
久
留
米
大
学
教
授
退
官
　
　
四
月
　
久
留
米
大
学
客
員
教
授
　
日
本
中
国
学
会
名
誉
顧
問

一
九
九
〇
年
（
平
成
二
年
）
四
月
　
勲
二
等
瑞
宝
章
を
受
章

一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
四
月
、
中
華
仏
学
院
客
員
教
授

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）
三
月
　
久
留
米
大
学
客
員
教
授
退
官
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二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
十
一
年
）
十
一
月
　
西
日
本
文
化
賞
を
受
賞

二
〇
一
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
三
月
二
十
二
日
　
逝
去
　
享
年
九
十
九
歳
　
叙
正
四
位

著
作･

編
著
及
び
論
文
目
録

一
．
著
作
及
び
編
著

亀
井
南
冥
と
役
藍
泉
（
徳
山
市
立
図
書
館
叢
書
　
第
十
集
） 

徳
山
市
立
図
書
館
　
一
九
六
三
年
一
月

仏
教
と
儒
教
─
中
国
思
想
を
形
成
す
る
も
の
― 

平
楽
寺
書
店
　
一
九
六
三
年
四
月

大
慧
書
（『
禅
の
語
録
』
第
十
七
巻
） 

筑
摩
書
房
　
一
九
六
九
年
五
月

竹
窓
隨
筆
（
中
国
古
典
新
書
） 

明
徳
出
版
社
　
一
九
六
九
年
十
月

貝
原
益
軒
・
室
鳩
巢
（
日
本
思
想
大
系
）（
井
上
忠
氏
と
共
著
） 

岩
波
書
店
　
一
九
七
〇
年
十
一
月

明
代
思
想
研
究 

創
文
社
　
一
九
七
二
年
十
二
月

朱
子
・
王
陽
明
（
世
界
の
名
著
）（
溝
口
雄
三
氏
と
共
著
） 

中
央
公
論
社
　
一
九
七
四
年
六
月

大
応
（『
日
本
の
禅
語
録
』
第
三
巻
） 

講
談
社
　
一
九
七
八
年
五
月

亀
井
南
冥
・
昭
陽
全
集
（
全
八
巻
）（
井
上
忠
氏
等
と
共
編
） 

葦
書
房
　
一
九
七
八
年
四
月
～
一
九
八
〇
年
十
月

仏
教
と
陽
明
学
（
レ
グ
ル
ス
文
庫
一
一
六
） 

第
三
文
明
社
　
一
九
七
九
年
八
月

明
末
宗
教
思
想
研
究
─
管
東
溟
の
生
涯
と
そ
の
思
想
― 

　
創
文
社
　
一
九
七
九
年
十
月

楠
本
端
山
・
碩
水
全
集
（
全
一
巻
）（
岡
田
武
彦
氏
と
共
編
） 

葦
書
房
　
一
九
八
〇
年
八
月

輔
教
編
（『
禅
の
語
録
』
第
十
四
巻
） 

筑
摩
書
房
　
一
九
八
一
年
五
月
（
新
装
版
：
二
〇
一
六
年
四
月
）

大
応
国
師
語
錄
（『
禅
の
古
典
』
二
） 

講
談
社
　
一
九
八
二
年
十
二
月
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吉
村
秋
陽
・
東
沢
瀉
（『
叢
書
　
日
本
の
思
想
家
』
四
十
六
）（
荒
木
龍
太
郎
氏
と
共
著
） 

明
徳
出
版
社
　
一
九
八
二
年
六
月

陽
明
学
の
開
展
と
仏
教 

研
文
出
版
　
一
九
八
四
年
七
月

雲
棲
袾
宏
の
研
究 

大
蔵
出
版
　
一
九
八
五
年
七
月

呻
吟
語
（
中
国
の
古
典
） 

講
談
社
　
一
九
八
六
年
五
月

楞
厳
経
（
仏
教
経
典
選
十
四
・
中
国
撰
述
経
典
二
） 

筑
摩
書
房
　
一
九
八
六
年
七
月

亀
井
南
冥
・
亀
井
昭
陽
（『
叢
書
　
日
本
の
思
想
家
』
二
十
七
） 

明
徳
出
版
社
　
一
九
八
八
年
十
月

中
国
思
想
史
の
諸
相 

中
国
書
店
　
一
九
八
九
年
一
月

李
二
曲
（
シ
リ
ー
ズ
陽
明
学
） 

明
徳
出
版
社
　
一
九
八
九
年
九
月

呻
吟
語
（
講
談
社
学
術
文
庫
） 

講
談
社
　
一
九
九
一
年
三
月

陽
明
学
の
位
相 

研
文
出
版
　
一
九
九
二
年
三
月

明
清
思
想
論
考 

研
文
出
版
　
一
九
九
二
年
一
月

新
版
　
仏
教
と
儒
教 

研
文
出
版
　
一
九
九
三
年
十
一
月

中
国
心
学
の
鼓
動
と
仏
教 

中
国
書
店
　
一
九
九
五
年
十
月

容
肇
祖
著
　
新
版
明
代
思
想
史
（
秋
吉
久
紀
夫
氏
と
共
訳
） 

北
九
州
中
国
書
店
　
一
九
九
六
年
六
月

草
場
船
山
日
記 

文
献
出
版
　
一
九
九
七
年
十
月

島
田
藍
泉
伝 

ぺ
り
か
ん
社
　
二
〇
〇
〇
年
二
月

憂
国
烈
火
禅
―
禅
僧
覚
浪
道
盛
の
た
た
か
い
― 

研
文
出
版
　
二
〇
〇
〇
年
七
月

珊
瑚
林
―
中
国
文
人
の
禅
問
答
集
― 

ぺ
り
か
ん
社
　
二
〇
〇
一
年
三
月

竹
窓
随
筆
―
明
末
仏
教
の
風
景
― 

中
国
書
店
　
二
〇
〇
七
年
六
月

陽
明
学
と
仏
教
心
学 

研
文
出
版
　
二
〇
〇
八
年
九
月
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二
．
論
文

朱
子
の
実
践
論 

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
一
集
　
一
九
四
九
年
十
月

本
来
性
と
現
実
性
─
中
庸
と
華
厳
経
に
よ
る
解
明
― 

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
集
　
一
九
五
〇
年
十
月

頓
悟
漸
修
論 

『
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
』
第
一
号
　
一
九
五
二
年
三
月

李
通
玄
の
立
場 

『
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
』
第
二
号
　
一
九
五
三
年
二
月

朱
子
格
物
論
の
周
辺 

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
集
　
一
九
五
四
年
十
月

機
根
の
問
題 

『
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
』
第
六
号
　
一
九
五
四
年
十
二
月

陳
北
渓
と
楊
慈
湖 

『
哲
学
』
第
六
輯
　
一
九
五
六
年
三
月

亀
井
南
冥
研
究
（
そ
の
一
） 

『
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
』
第
八
号
　
一
九
五
六
年
十
二
月

亀
井
南
冥
研
究
（
そ
の
二
） 

『
九
州
儒
学
思
想
研
究
』　
一
九
五
七
年
三
月

宗
密
の
絶
対
知
論
―
知
之
一
字
衆
妙
之
門
に
つ
い
て 

『
南
都
仏
教
』
第
三
号
　
一
九
五
七
年
五
月

知
行
合
一
論
の
一
検
討 

『
支
那
学
研
究
』
第
十
八
号
　
一
九
五
七
年
十
月

陽
明
学
と
禅
学 

『
斯
文
』
第
二
十
号
　
一
九
五
八
年
二
月

陳
白
沙
と
太
虚
法
師 

『
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
』
第
九
号
　
一
九
五
九
年
十
二
月

管
東
溟
―
明
末
に
お
け
る
一
儒
仏
調
和
論
者
の
思
惟
構
造
― 

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
十
二
集
　
一
九
六
〇
年
十
月

真
心
を
め
ぐ
る
儒
仏
の
対
立
―
宋
明
思
想
研
究
覚
書
― 

『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
七
巻
　
一
九
六
一
年
六
月

明
末
の
禅
僧
湛
然
円
澄
に
つ
い
て 
『
支
那
学
研
究
』
第
二
十
八
号
　
一
九
六
二
年
十
二
月

禅
僧
玉
芝
法
聚
と
陽
明
学
派 
『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
十
巻
　
一
九
六
四
年
五
月

明
儒
張
陽
和
論
―
良
知
現
成
論
の
一
屈
折
― 
『
哲
学
年
報
』
第
二
十
五
輯
　
一
九
六
四
年
十
月

思
想
家
と
し
て
の
宋
濂 

『
目
加
田
誠
博
士
還
暦
記
念
論
集
』　
一
九
六
四
年
十
一
月
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羅
近
渓
の
思
想 

『
九
大
文
学
部
四
〇
周
年
記
念
論
文
集
』　
一
九
六
六
年
一
月

丘
瓊
山
の
思
想 

『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
十
二
集
　
一
九
六
六
年
五
月

明
末
に
お
け
る
儒
仏
調
和
論
の
性
格 

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
十
八
集
　
一
九
六
六
年
十
月

周
海
門
の
思
想 

『
哲
学
年
報
』
第
二
十
六
輯
　
一
九
六
七
年
三
月

玉
龍
渓
の
中
鑑
録
に
つ
い
て 

『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
十
三
巻
　
一
九
六
七
年
五
月

中
国
中
世
の
思
想(
六
朝
隋
唐
仏
教
思
想
史) 

中
国
文
化
叢
書
第
三
巻
『
思
想
史
』（
大
修
館
書
店
）　
一
九
六
七
年
十
月

智
旭
の
思
想
と
陽
明
学
―
あ
る
仏
教
心
学
者
の
歩
ん
だ
道
― 

『
仏
教
史
学
』
第
十
三
巻
第
三
号
　
一
九
六
七
年
十
一
月

士
大
夫
と
禅 

中
国
文
化
叢
書
第
六
巻
『
宗
教
』（
大
修
館
書
店
）　
一
九
六
七
年
十
二
月

湛
甘
泉
と
王
陽
明
―
な
ぜ
甘
泉
学
は
陽
明
学
ほ
ど
発
展
し
な
か
っ
た
か
― 

『
哲
学
年
報
』
第
二
十
七
輯
　
一
九
六
八
年
三
月

禅
者
へ
の
提
言
―
中
国
思
想
史
家
の
立
場
か
ら
― 

『
禅
文
化
』
第
四
十
九
号
　
一
九
六
八
年
六
月

宋
代
の
儒
教
と
仏
教 

『
歷
史
教
育
』
第
十
七
巻
第
三
号
　
一
九
六
九
年
七
月

四
書
湖
南
講
に
つ
い
て 

『
哲
学
年
報
』
第
二
十
八
輯
　
一
九
六
九
年
八
月

心
学
と
理
学 

『
禅
学
研
究
』
第
五
十
八
号
　
一
九
七
〇
年
三
月

斉
物
論
釈
訓
註
（
そ
の
一
） 

『
哲
学
年
報
』
第
二
十
九
輯
　
一
九
七
〇
年
三
月

斉
物
論
釈
訓
註
（
そ
の
二
） 

『
哲
学
年
報
』
第
三
〇
輯
　
一
九
七
一
年
三
月

陽
明
学
と
明
代
の
仏
教 

陽
明
学
大
系
第
一
巻
『
陽
明
学
入
門
』（
明
徳
出
版
社
）　
一
九
七
一
年
九
月

聶
雙
江
の
思
想 

『
日
本
中
国
学
報
』
第
二
十
三
集
　
一
九
七
一
年
十
月

斉
物
論
釈
訓
註
（
そ
の
三
） 

『
哲
学
年
報
』
第
三
十
一
輯
　
一
九
七
二
年
三
月

謝
上
蔡
語
録
解
題 

近
世
漢
籍
叢
刊
『
謝
上
蔡
語
録
』
所
収
（
中
文
出
版
社
）　
一
九
七
二
年
五
月

濂
洛
風
雅
解
題 

近
世
漢
籍
叢
刊
『
濂
洛
風
雅
』（
中
文
出
版
社
）　
一
九
七
二
年
五
月

性
善
説
と
無
善
無
悪
説 
『
ア
ジ
ア
文
化
』
第
九
巻
四
号
　
一
九
七
三
年
三
月
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羅
近
渓 

陽
明
学
大
系
第
六
巻
『
陽
明
門
下
』
中
（
明
徳
出
版
社
）　
一
九
七
三
年
三
月

欧
陽
南
野 

陽
明
学
大
系
第
五
巻
『
陽
明
門
下
』
上
（
明
徳
出
版
社
）　
一
九
七
三
年
五
月

呉
蘇
原
の
思
想
─
容
肇
祖
論
文
の
批
判
に
よ
せ
て
― 

『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
十
九
巻
　
一
九
七
三
年
六
月

陳
白
沙 

陽
明
学
大
系
第
四
巻
『
陸
象
山
』（
明
徳
出
版
社
）　
一
九
七
三
年
十
月

羅
念
菴
の
思
想 

『
哲
学
年
報
』
第
三
十
三
輯
　
一
九
七
四
年
三
月

宋
儒
陳
瓘
に
つ
い
て 

『
宇
野
哲
人
先
生
白
壽
祝
賀
記
念
東
洋
学
論
叢
』
所
収
　
一
九
七
四
年
十
月

Confucianism
 and Buddhism

 in the Late M
ing

 

コ
ロ
ム
ビ
ア
大
学
『T

he U
nfolding of N

eo- Confucianism

』　
一
九
七
四
年
十
二
月

駁
呂
留
良
四
書
講
義
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題 

『
哲
学
年
報
』
第
三
十
四
輯
　
一
九
七
五
年
三
月

陳
龍
正
の
思
想
─
東
林
学
の
一
繼
承
形
態
― 

『
中
国
哲
学
論
集
』
第
一
号
　
一
九
七
五
年
十
月

島
田
藍
泉
研
究
（
そ
の
一
） 

『
哲
学
年
報
』
第
三
十
五
輯
　
一
九
七
六
年
三
月

覚
浪
道
盛
研
究
序
説 

『
集
刊
東
洋
学
』
第
三
十
五
号
　
一
九
七
六
年
五
月

屠
隆
と
管
志
道 

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
八
集
　
一
九
七
六
年
十
月

謝
上
蔡 
朱
子
学
大
系
第
三
巻
『
朱
子
の
先
駆
』
下
（
明
徳
出
版
社
）　
一
九
七
六
年
十
月

王
船
山
に
お
け
る
理
と
気
の
問
題 

『
中
国
哲
学
史
の
展
望
と
摸
索
』　
一
九
七
六
年
十
月

島
田
藍
泉
の
「
大
道
公
論
」
に
つ
い
て 

『
国
語
の
研
究
』
第
十
号
　
一
九
七
七
年
五
月

張
聖
厳
氏
の
批
判
に
答
え
る
─
「
明
末
中
国
仏
教
の
研
究
」
の
所
論
に
つ
い
て
― 

『
中
国
哲
学
論
集
』
第
三
号
　
一
九
七
七
年
十
月

明
末
の
禅
僧
無
念
深
有
に
つ
い
て 
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
九
号
　
一
九
七
七
年
十
一
月

島
田
藍
泉
研
究
（
そ
の
二
）
─
島
田
藍
泉
小
傳
― 

『
哲
学
年
報
』
第
三
十
七
輯
　
一
九
七
八
年
三
月

明
末
に
お
け
る
二
人
の
三
教
一
致
論
者 
『
東
洋
学
術
研
究
』
十
七
―
五
　
一
九
七
八
年
九
月

唐
伯
元
の
心
学
否
定
論 
『
中
国
哲
学
論
集
』
第
五
号
　
一
九
七
九
年
十
月
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張
九
成
に
つ
い
て 

『
森
三
樹
三
郎
博
士
頌
壽
記
念
東
洋
学
論
集
』　
一
九
七
九
年
十
二
月

憨
山
徳
清
の
思
想 

『
池
田
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』　
一
九
八
〇
年
九
月

顏
茂
猷
小
論 

『
明
代
思
想
文
芸
論
集
』　
一
九
八
一
年
二
月

楊
亀
山
小
論 

『
哲
学
年
報
』
第
四
十
輯
　
一
九
八
一
年
三
月

林
希
逸
の
立
場 

『
中
国
哲
学
論
集
』
第
七
号
　
一
九
八
一
年
十
月

生
田
正
菴
小
傳 

『
中
国
哲
学
論
集
』
第
八
号
　
一
九
八
二
年
十
月

意
は
心
の
存
す
る
所
─
劉
念
台
思
想
の
背
景
― 

『
中
国
に
お
け
る
人
間
性
の
探
究
』　
一
九
八
三
年
二
月

（
書
評
）
錢
穆
著
『
朱
子
新
学
案
』 

『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
一
巻
第
四
号
　
一
九
八
三
年
三
月

陳
確
の
大
学
偽
書
説
を
め
ぐ
っ
て 

『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
二
十
四
巻
　
一
九
八
三
年
六
月

崎
門
学
者
鈴
木
貞
斉
に
つ
い
て 

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
七
集
　
一
九
八
五
年
十
月

潘
殖
の
忘
筌
書
に
つ
い
て 

『
中
国
哲
学
論
集
』
第
十
二
号
　
一
九
八
六
年
十
月

指
月
録
の
成
立 

『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
二
十
六
巻
　
一
九
八
七
年
六
月

宋
元
時
代
の
仏
教
、
道
教
に
関
す
る
研
究
回
顧 

『
久
留
米
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
輯
　
一
九
八
七
年
五
月

禅
と
儒
教
と
の
葛
藤 

『
禅
と
哲
学
』　
一
九
八
八
年
八
月

道
統
論
の
衰
退
と
新
儒
林
傳
の
展
開 
『
久
留
米
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
七
輯
　
一
九
八
九
年
十
二
月

明
末
仏
教
の
性
格 

『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
十
一
号
　
一
九
九
〇
年
十
月

趙
大
洲
の
思
想 

『
陽
明
学
』
第
四
号
　
一
九
九
二
年
三
月

明
代
に
お
け
る
李
通
玄 
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
五
集
　
一
九
九
三
年
十
月

中
国
仏
教
と
親
鸞
―
中
国
は
な
ぜ
親
鸞
を
生
み
得
な
か
っ
た
か
― 

『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
所
紀
要
』
第
三
十
二
集
　
一
九
九
三
年
十
二
月

郝
楚
望
の
立
場 
『
中
国
哲
学
論
集
』
第
二
十
集
　
一
九
九
四
年
十
月

禅
と
名
教
―
木
陳
道
忞
の
変
節
― 
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
一
集
　
一
九
九
六
年
五
月
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草
場
船
山
―
そ
の
人
と
学
問
― 

『
佐
賀
藩
多
久
領
の
周
辺
の
諸
問
題
』
第
十
二
集
（
特
集
・
西
南
地
域
史
研
究
）　
一
九
九
七
年
十
一
月

実
学
を
め
ぐ
る
朱
子
学
の
変
転
―
熊
本
実
学
派
へ
の
一
視
点 

『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
五
集
　
一
九
九
八
年
五
月

（
史
料
紹
介
）
多
久
関
係
者
の
楠
本
碩
水
あ
て
書
簡

 

『
佐
賀
藩
多
久
領
の
周
辺
の
諸
問
題
（
続
）』
第
十
三
集
（
特
集
・
西
南
地
域
史
研
究
）　
二
〇
〇
一
年
二
月

于
孔
兼
を
め
ぐ
る
人
び
と 

『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
十
二
集
　
二
〇
〇
一
年
十
月

陶
望
齡
と
性
命
学 

『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
十
三
集
　
二
〇
〇
二
年
五
月

頓
悟
漸
修
論
と
『
西
遊
記
』
―
『
西
遊
証
道
大
奇
書
』
の
観
点
― 

『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
』
第
一
集
　
二
〇
〇
三
年
四
月

葛
寅
亮
年
譜
考 

『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
十
六
集
　
二
〇
〇
三
年
十
月

仏
教
居
士
と
し
て
の
陸
光
祖 

『
名
古
屋
大
学
中
国
哲
学
論
集
』
第
三
集
　
二
〇
〇
四
年
三
月

明
末
に
お
け
る
永
明
延
寿
の
影
像 

『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
十
九
集
　
二
〇
〇
五
年
五
月

楊
慈
湖
論 

『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
二
十
二
集
　
二
〇
〇
六
年
十
月
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