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『
新
版
仏
教
と
儒
教
』
の
執
筆
意
図

荒
　
木
　
見
　
悟

一

　

本
書
は
、「
序
論
」、
第
一
章
「
華
厳
経
の
哲
学
」、
第
二
章
「
円
覚
経
の
哲
学
」、
第
三
章
「
朱
子
の
哲
学
」、
第
四
章
「
王
陽
明
の
哲 

学
」、「
結
語
」
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
中
、
先
ず
「
序
論
」
に
お
い
て
、
従
来
往
々
に
し
て
み
ら
れ
た
儒
教
と
仏
教
と
を
縦
割
り
に

対
置
し
、
そ
の
相
違
点
・
論
争
点
を
探
究
す
る
と
い
う
方
法
論
を
放
棄
し
、
こ
の
両
者
を
生
み
な
し
た
中
華
民
族
の
思
想
的
根
源
は
何
で

あ
っ
た
か
を
追
求
し
、
そ
れ
は
「
本
来
成
仏
」「
本
来
聖
人
」
と
呼
ば
れ
る
、
そ
の
「
本
来
性
」
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
仏
教
と
儒

教
と
を
対
比
す
る
場
合
、
先
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
空
観
と
天
命
説
、
幻
妄
観
と
天
運
循
環
説
、
非
世
間
的
と
世
間
的
等
の
相
異
で
あ
る

が
、「
人
間

－

世
界
」
存
在
の
本
来
的
基
地
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
変
わ
り
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
学
で
は
き

わ
め
て
熱
心
に
排
仏
を
唱
え
る
。
排
仏
は
朱
子
学
の
教
条
で
あ
る
。
教
条
は
、
自
己
が
構
成
し
た
思
想
的
枠
組
み
を
守
る
た
め
の
や
む
を

得
な
い
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
真
に
中
華
思
想
を
正
視
す
る
た
め
に
は
、
教
学
の
も
つ
教
条
を
打
破
し
、
よ
り
深
い
地
層
に
お
い
て
、

一
つ
の
全
体
的
・
総
合
的
な
民
族
思
想
発
展
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
根
源
的
基
盤
と
し
て
設
定
し
た
の
が
、

上
記
の
「
本
来
性
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

本
来
性
は
凝
然
と
し
て
固
定
し
た
一
層
で
は
な
く
、
常
に
歴
史
的
現
実
や
雑
多
な
機
根
に
相
即
し
て
流
動
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、 

歴
史
的
・
主
体
的
限
定
を
こ
う
む
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
「
本
来
性
」
に
対
し
て
「
現
実
性
」
を
対
置
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。
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本
来
性
が
無
垢
の
ま
ま
発
露
し
て
い
る
も
の
を
聖
人
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
一
般
人
は
本
来
性
か
ら
乖
離
さ
れ
た
現
実
性
の
中
に
生
存
し
て
い

る
凡
人
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
主
体
が
ど
れ
だ
け
本
来
性
か
ら
隔
た
っ
て
い
て
も
、
そ
の
乖
離
の
意
識
は
、
本
来
性
の
現
実
性
へ
の
呼
び

声
で
あ
る
か
ら
、
実
践
主
体
は
そ
の
正
常
化
の
た
め
に
努
力
し
つ
づ
け
る
。
そ
こ
に
生
ま
れ
る
も
の
が
、
工
夫
で
あ
り
、
用
心
で
あ
り
、

修
行
で
あ
る
。

　

さ
て
仏
教
諸
宗
派
の
中
で
、
最
も
直
接
端
的
に
「
本
来
の
面
目
」「
本
分
の
田
地
」
を
強
調
す
る
も
の
は
、
禅
宗
で
あ
り
、
そ
の
禅
宗

に
思
想
的
基
盤
を
与
え
る
の
に
最
も
力
が
あ
っ
た
も
の
は
、「
本
来
的
一
乗
教
」
で
あ
る
華
厳
学
で
あ
っ
た
。
本
書
が
華
厳
学
よ
り
稿
を

起
こ
し
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
宗
密
の
『
円
覚
経
』
の
哲
学
を
、
特
に
『
華
厳
経
』
の
哲
学
に
対
置
し
た
の
は
、
そ
こ

に
本
来
的
一
乗
教
が
、
際
立
っ
た
屈
折
を
示
し
、
明
ら
か
に
様
態
を
異
に
す
る
哲
学
が
建
立
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

宋
明
儒
家
の
中
で
、
朱
子
と
王
陽
明
を
選
ん
だ
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
精
神
を
、
最
も
豊
か
に
代
表
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
宋
明
思
想
史
の
明
暗
は
、
こ
の
両
者
の
思
想
の
相
反
・
離
合
・
葛
藤
に
よ
っ
て
、
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

二

　

一
般
に
釈
尊
一
代
の
教
説
は
、
そ
の
説
処
と
説
時
と
対
機
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
多
種
多
様
な
経
典
の
中

で
、
ど
の
経
典
を
最
根
源
的
な
も
の
と
認
め
る
か
は
、
仏
教
学
界
の
大
問
題
で
あ
る
。
つ
と
に
こ
の
問
題
に
着
目
し
、
対
機
が
成
熟
し
て

い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
経
典
価
値
批
判
の
根
本
的
理
由
と
し
た
の
は
、
天
台
智
顗
で
あ
っ
た
。
こ
の
前
提
に
立
つ
限
り
、「
大
機
と
小

機
を
区
別
す
る
」『
華
厳
経
』
が
、「
大
機
と
小
機
が
融
合
し
た
」『
法
華
経
』
に
見
劣
り
が
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

種
々
の
機
根
を
一
味
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
本0

来0

そ
れ
が
一
味
に
合
っ
て
い
る
こ
と
を
予
想
し
、
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

法
は
機
根
に
応
じ
て
無
限
に
変
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
根
底
に
常
に
動
い
て
動
か
な
い
「
法
の
法
」
を
依
り
所
と
し
て
い
れ

ば
こ
そ
、
そ
れ
が
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
華
厳
経
』
は
ま
さ
に
そ
の
「
法
の
法
」
に
相
当
す
る
経
典
な
の
で
あ
る
。『
法
華
経
』

の
教
法
が
、
未
だ
な
お
機
と
法
と
の
分
裂
対
立
を
予
想
し
、
本
来
性
の
皮
膜
上
に
、
現
実
性
に
よ
る
傷
痕
を
留
め
て
い
る
に
対
し
、『
華

厳
経
』
の
教
説
は
、
ど
の
よ
う
な
創
傷
痕
迹
も
な
い
、
無
垢
清
浄
な
原
始
的
機
法
一
体
観
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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華
厳
学
の
大
成
者
で
あ
る
法
蔵
が
、『
十
地
経
論
』
の
説
を
基
と
し
て
、『
華
厳
経
』
の
説
時
を
、
仏
成
道
後
、
第
二
週
と
規
定
し
、
釈

尊
最
初
の
説
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、『
華
厳
経
』
の
最
初
時
・
最
根
源
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、「
始
成
正
覚
」
の
「
始
」
と

は
、
釈
尊
の
生
涯
を
背
景
と
す
る
歴
史
的
一
時
期
の
意
味
で
あ
る
と
と
も
に
、
よ
り
深
く
形
而
上
的
始
源

0

0

の
意
味
を
包
含
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
で
に
形
而
上
的
始
源
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
一
定
の
時
期
に
説
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
随
時
随
処
に
説
か
れ
て
い
る
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
本
来
的
自
然
的
教
法
は
、
最
も
現
実
的
開
放
的
な
法
輪
で
あ
る
。

　

華
厳
一
乗
教
が
、
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
機
根
を
「
法
の
法
」
と
し
て
支
え
る
も
の
な
ら
、
一
乗
教
は
固
定
し
た
一
乗
教
で
は
な
く
、

無
尽
の
起
点
、
無
尽
の
発
生
契
機
を
も
つ
と
と
も
に
、
ま
た
無
尽
の
終
点
、
無
尽
の
帰
寂
点
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　

本
来
性
の
支
え
る
世
界
で
は
、
森
羅
万
象
が
無
限
の
多
様
性
を
な
し
て
存
在
し
、
相
互
に
障
礙
し
合
い
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
端
的
に

本
来
的
位
相
に
あ
る
も
の
と
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
蔵
の
後
継
者
澄
観
は
、「
無
障
礙
法
界
」
を
『
華
厳
経
』
の
趣
旨
と
し

た
が
（『
華
厳
演
義
鈔
』
巻
一
、
大
正
蔵
本
・
七
ｃ
）、
そ
れ
は
相
互
に
障
礙
し
合
う
万
象
が
、
本
来
的
位
相
の
も
と
で
は
、
相
互
の
特
性
を
認

め
合
い
つ
つ
、
相
依
相
即
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
在
の
あ
り
方
を
、
事
と
理
の
二
項
に
託
し
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
事
法 

界
・
理
法
界
・
事
理
無
礙
法
界
・
事
事
無
礙
法
界
の
四
法
界
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
無
障
礙
と
は
自
由
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
障
礙

と
は
個
性
を
提
起
し
合
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
が
同
時
に
成
立
で
き
る
の
は
、
そ
の
背
後
に
「
無
自
性
の
論
理
」
が
用
意
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。「
事
」は「
当
相
即
空
」だ
か
ら
、有
分
限
の
ま
ま
無
分
別
と
な
り
、ま
た
無
分
限
か
ら
有
分
限
に
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
有
分
限
の
「
事
」
と
無
分
限
の
「
理
」
と
が
無
障
礙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、更
に
推
し
つ
め
て
行
く
と
、有
分
限
と
有
分
限
と
が
、

直
接
に
無
礙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
蔵
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

当
知
一
塵
即
理
即
事
、
即
人
即
法
、
即
彼
即
此
、
即
依
即
正
、
即
染
即
浄
、
即
因
即
果
、
即
同
即
異
、
即
一
即
多
、
即
広
即
狭
、
即

情
即
非
情
、
即
三
身
即
十
身
。
何
以
故
。
理
事
無
礙
、
事
事
無
礙
、
法
如
是
故
。
十
身
互
作
自
在
用
故
。（『
妄
尽
還
源
観
』、
大
正
蔵
本
・

六
三
七
ｃ
～
六
三
八
ａ
）

　

無
障
礙
の
世
界
に
お
い
て
は
、
己
れ
を
建
立
す
る
こ
と
は
、
他
を
圧
倒
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
他
を
建
立
す
る
こ
と
で
あ

り
、
他
の
建
立
は
そ
の
ま
ま
己
れ
の
建
立
で
あ
る
。
だ
か
ら
個
は
何
の
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
十
分
に
自
己
を
発
揮
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
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が
そ
の
ま
ま
法
界
の
自
己
発
展
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
い
境
地
は
、
一
歩
ま
ち
が
う
と
恐
る
べ
き
深
淵
に
落
下
す
る

危
険
が
あ
る
。
事
事
無
礙
の
美
名
に
溺
れ
て
造
悪
を
た
く
ま
し
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
危
機
に
注
目
し
、
華
厳
学
に
一
定
の

歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
た
の
が
、
澄
観
の
門
人
宗
密
で
あ
る
。

三

　

宗
密
は
、『
華
厳
経
』
よ
り
も
『
円
覚
経
』
を
重
視
す
る
。
法
蔵
や
澄
観
の
華
厳
学
は
、
優
秀
な
上
根
の
機
を
そ
の
対
機
と
す
る
も
の
で 

あ
っ
た
。
だ
か
ら
本
来
性
と
現
実
性
の
一
体
化
は
、
そ
の
教
学
の
始
中
終
を
貫
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
現
実
に
存
在
す
る
衆
生
は
、

本
来
的
位
相
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
や
や
本
来
性
と
現
実
性
と
の
分
離
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
宗
密
は
そ
の
よ
う

な
人
び
と
を
「
頓
悟
初
機
」
と
呼
ぶ
。
機
根
の
熟
未
熟
が
問
わ
れ
て
い
る
底
に
は
、
機
と
法
と
の
宿
命
的
な
分
裂
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
本
来
性
を
現
実
性
の
境
位
に
引
き
も
ど
し
、
蓮
華
蔵
荘
厳
世
界
に
現
実
界
の
光
を
投
射
す
る
こ
と
に
よ
り
、
機
と
法
の
分

解
を
生
じ
さ
せ
、
機
の
立
場
に
お
い
て
、
華
厳
学
を
再
編
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
華
厳
学
の
変
容
は
、
や
が
て
『
円
覚
経
』

の
中
心
思
想
を
、
華
厳
学
の
一
段
下
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
華
厳
学
よ
り
見
劣
り
す
る
教
学
を
創
立
し
た
の
で

は
な
く
、
華
厳
学
の
高
踏
性
を
よ
り
適
確
に
衆
生
界
に
開
放
し
た
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
実
践
論
に
お
い
て
も
、
上
根
の
機
に
ふ
さ
わ
し
い
頓
悟
頓
修
で
な
く
て
、
中
根
に
ふ
さ
わ
し
い
頓
悟
漸
修
が
説
か
れ
る
こ
と
と

な
る
。
し
か
も
そ
の
漸
修
が
、
諸
経
典
に
あ
ら
わ
れ
る
教
訓
・
工
夫
・
反
省
を
参
照
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
明

ら
か
に
知
の
機
能
が
尊
重
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
知
は
も
ち
ろ
ん
低
劣
な
分
別
知
で
は
な
く
、
本
性
の
輝
き
と
し
て
の
本
智

で
あ
っ
て
、
宗
密
は
「
知
之
一
字
、
衆
妙
之
門
」
と
表
現
す
る
。
宗
密
は
こ
の
絶
対
知
的
霊
性
論
を
、『
円
覚
経
』
の
「
円
覚
」
に
そ
の

ま
ま
は
め
こ
み
、
寸
分
の
差
異
が
な
い
と
認
識
し
た
。『
華
厳
経
』
の
華
麗
で
明
澄
な
説
相
に
酔
う
者
は
、『
円
覚
経
』
の
素
朴
で
反
省
的

な
説
相
に
不
満
を
抱
く
か
も
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
宗
密
風
の
人
間
観
の
常
識
的
根
強
さ
を
思
う
時
、以
上
の
よ
う
な
華
厳
学
の
変
貌
は
、

本
来
性
の
現
実
化
の
た
め
に
は
、
や
む
を
得
な
い
教
学
の
変
遷
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
密
が
頓
悟
漸
修
を
説
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
背

景
に
は
、『
原
人
論
』
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
一
節
が
参
考
に
な
る
。
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我
等
多
劫
、
未
遇
真
宗
、
不
解
返
自
原
身
。
但
執
虚
妄
之
相
、
甘
認
凡
下
、
或
畜
或
人
。
今
約
至
教
原
之
、
方
覚
本
来
是
仏
。
故
須 

行
依
仏
行
、
心
契
仏
心
、
返
本
還
源
、
断
除
凡
習
、
損
之
又
損
、
以
至
無
為
自
然
、
応
用
恒
沙
、
名
之
曰
仏
。（
大
正
蔵
本
・
七
一
〇
ａ
）

　

頓
悟
漸
修
の
意
図
す
る
い
ま
一
つ
の
問
題
は
、
禅
宗
に
お
け
る
南
禅
と
北
禅
と
を
総
合
調
和
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
南
北
両
禅
の
対
立
は
、『
六
祖
壇
経
』
の
中
に
、「
本
来
無
一
物
」
と
「
時
時
勤
払
拭
」
と
の
体
験
の
相
違
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、
無
念
と
離
念
の
対
立
と
な
る
。
無
念
は
本
来
払
拭
す
べ
き
妄
念
を
認
め
な
い
に
対
し
、
離
念

は
離
る
べ
き
妄
念
を
強
く
予
測
し
、
時
時
に
そ
の
妄
念
を
払
拭
し
て
行
く
の
だ
が
、
結
局
、
本
性
の
清
浄
に
徹
し
き
れ
な
い
恨
み
が
残
る
。

南
北
両
禅
の
熾
烈
な
対
立
は
、
実
は
両
者
が
同
一
地
盤
に
立
ち
、
微
妙
な
人
間
観
・
罪
悪
観
の
相
異
か
ら
工
夫
用
心
の
方
法
を
異
に
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ
よ
う
に
本
分
の
田
地
の
開
発
を
目
ざ
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
対
立
が
発
生
し
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
本
来
性
と
現
実
性
と
の
多
角
的
な
交
流
の
、
典
型
的
な
一
対
応
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

四

　

澄
観
は
悟
り
の
主
体
を
、「
総
該
万
有
、
即
是
一
心
」
と
表
現
し
た
が
、
宗
密
は
こ
の
一
心
の
本
体
を
、「
体
者
本
覚
真
知
也
」
と
定
義 

し
た
。
こ
こ
に
い
う
真
知
と
は
、
分
別
知
・
対
境
知
の
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
に
常
に
知
る
本
来
知
で
あ
り
、
霊
妙
な
真
知
で
あ
る
。
こ

の
本
来
知
を
覆
障
す
る
無
明
を
、『
円
覚
経
』
で
は
「
理
障
」
と
名
づ
け
る
が
、
こ
の
理
障
説
は
、
後
に
禅
門
に
お
い
て
、
分
別
意
識
に

と
ら
わ
れ
、
心
を
一
所
に
停
住
さ
せ
る
鈍
漢
を
𠮟
咤
す
る
際
の
常
用
語
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
事
物
の
定
理
を
尊
重
す
る
宋
明
儒
家
が
仏

教
を
排
斥
す
る
際
の
、
最
大
目
標
の
一
つ
と
な
っ
た
。
だ
が
宗
密
に
お
い
て
は
、
理
障
と
は
理
そ
の
も
の
を
障
と
す
る
（
理
即
障
）
の
で

は
な
く
、
理
を
障
え
る
も
の
（
理
之
障
）
で
あ
り
、
本
覚
真
心
を
覆
う
も
の
を
払
拭
し
て
円
覚
妙
心
が
輝
き
出
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
絶
対
知
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
宗
密
は
荷
沢
神
会
以
来
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
知
之
一
字
、
衆
妙
之
門
」
と
い
う
語
を

特
に
尊
重
し
た
。
こ
の
絶
対
知
は
、
現
実
的
諸
相
に
応
じ
て
発
現
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
分
別
の
正
確
性
、
行
為
の
理
智
性
を
尊
重
す
る

も
の
で
あ
る
。「
一
切
皆
真
」
を
高
唱
し
、
分
別
の
寸
塵
も
留
め
な
い
左
派
禅
宗
に
対
し
、
宗
密
の
知
の
立
場
は
、
冷
徹
な
理
智
の
光
に

照
ら
し
て
、
事
法
の
実
相
を
見
究
め
、
秩
序
整
然
た
る
世
界
観
・
経
典
観
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
理
智
尊
重
論
は
、
そ
の
ま
ま
教
相
仏
教
の
煩
瑣
な
教
理
体
系
へ
と
結
び
つ
き
、
教
禅
一
致
論
の
提
唱
へ
と
発
展
し
て
行
く

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
相
と
禅
悟
と
を
結
合
す
る
僻
論
は
、
教
界
に
大
き
な
波
瀾
を
巻
き
起
こ
す
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
永
明
延

寿
の
『
宗
鏡
録
』
の
よ
う
な
名
著
が
出
現
し
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。

　

教
禅
一
致
と
は
、
経
と
心
と
を
緊
密
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
六
祖
慧
能
は
、「
三
世
諸
仏
、
十
二
部
経
、
在
人
性
中
、

本
自
具
有
」（『
六
祖
壇
経
』「
般
若
第
二
」）
と
い
い
、
臨
済
慧
照
は
、「
三
乗
十
二
分
教
、
皆
是
拭
不
浄
故
紙
」（『
臨
済
録
』「
示
衆
」）
と
い
っ

た
。
だ
か
ら
宗
密
の
教
禅
一
致
論
が
、
禅
家
の
側
か
ら
、「
不
守
禅
行
、
広
講
経
論
」（『
全
唐
文
』
巻
七
四
三
所
収
、
裴
休
撰
「
圭
峰
禅
師
碑
銘

序
」、
光
緒
刊
本
・
一
四
ｂ
）
と
い
う
非
難
を
受
け
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
経
典
権
威
の
復
活
は
、「
不
立
文
字
」
を
た
て
ま
え
と
す

る
禅
家
の
死
活
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
教
禅
一
致
」
と
い
う
新
し
い
宗
教
哲
学
を
教
界
に
提
起
し
た
こ
と
は
、
仏
教
と
い
う
枠

を
越
え
て
、
中
国
思
想
史
に
大
き
な
波
瀾
を
呼
ぶ
原
動
力
と
な
っ
た
。

　

禅
は
「
時
代
の
哲
学
」
で
は
な
く
て
超
時
代
的
悟
り
で
あ
り
、「
教
学
の
歴
史
」
を
荷
う
も
の
で
は
な
く
て
、
教
学
以
前
の
人
間
の
本

分
に
直
結
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
宗
密
は
、
現
実
の
世
界
は
一
心
に
よ
っ
て
押
し
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
諸
問
題
を
は
ら

ん
で
お
り
、
そ
の
衆
生
界
の
実
態
を
洞
察
し
な
が
ら
、「
当
代
の
哲
学
」
を
建
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
宗
密
の
こ
の
総
合
主
義
の

抱
え
こ
ん
だ
内
部
構
成
の
矛
盾
弱
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
従
来
仏
教
学
の
枠
内
に

お
い
て
考
え
ら
れ
て
き
た
本
来
性
を
、
広
く
一
般
思
想
界
に
開
放
し
、
他
学
派
に
お
い
て
伝
統
的
に
保
持
さ
れ
て
き
た
本
来
的
な
も
の
と

の
橋
渡
し
の
端
緒
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
教
禅
一
致
を
生
み
出
し
た
本
来
的
基
盤
は
、
や
が
て
三
教
合
体
の
総
合
主
義
へ
と

拡
大
さ
れ
て
行
く
可
能
性
を
孕
み
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
儒
教
・
道
教
を
中
心
と
す
る
三
教
一
致
論
を
創
造
す
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
で
宗
密
の
教
禅
一
致
論
は
、「
当
代
の
哲
学
」
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、時
代
的
な
教
学
的
制
約
を
超
え
て
、

広
く
中
国
思
想
史
の
流
れ
を
検
討
す
る
際
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
一
視
点
を
教
え
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

　

仏
教
諸
宗
派
の
中
で
、
唐
代
末
期
以
来
最
も
知
識
人
を
魅
了
し
た
の
は
、
禅
宗
で
あ
る
。
禅
宗
は
、「
一
超
直
入
如
来
地
、
但
得
本
莫 
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愁
末
」（『
永
嘉
証
道
歌
』、
大
正
蔵
本
・
三
九
六
ａ
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
性
の
極
地
に
突
入
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
、
そ
の
他
の

些
末
な
事
柄
は
す
べ
て
眼
中
に
な
い
。
そ
の
た
め
に
仏
教
経
典
の
権
威
を
認
め
ず
、
自
己
と
釈
尊
と
は
本
来
同
格
だ
と
す
る
。
余
り
に
も

簡
単
に
超
俗
界
に
超
越
す
る
そ
の
姿
勢
は
、
人
心
を
吸
引
す
る
力
を
も
つ
反
面
に
、
俗
界
の
倫
常
綱
格
・
道
徳
規
範
・
法
度
文
物
を
軽
視

す
る
と
い
う
疑
念
を
招
い
た
。
儒
家
か
ら
み
れ
ば
、
禅
の
「
頓
悟
」
は
、
し
ょ
せ
ん
世
用
に
立
た
ぬ
無
内
容
な
悟
り
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ

れ
た
。
し
か
し
禅
が
単
に
山
林
草
庵
の
中
で
坐
禅
三
昧
に
ふ
け
る
よ
り
も
、
そ
の
本
来
性
の
中
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
一
塊

の
熱
団
と
し
て
現
実
界
に
投
入
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
儒
家
を
も
凌
駕
す
る
発
言
力
が
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
日
常
性
に

密
着
し
て
、「
活
禅
」
を
縦
横
無
尽
に
発
揮
し
た
第
一
人
者
が
、
大
慧
宗
杲
で
あ
っ
た
。
羅
整
庵
は
い
う
、「
宗
杲
擅
名
一
代
、
為
禅
林
之 

冠
。
所
以
保
護
仏
法
者
、
皆
無
所
不
用
其
心
」（『
困
知
記
』
続
巻
上
、
理
学
叢
書
本
・
六
二
頁
）
と
。
大
慧
禅
が
士
大
夫
層
に
普
及
し
た
の
は
、

彼
ら
と
妥
協
し
た
た
め
で
は
な
く
、
逆
に
彼
の
知
識
万
能
論
の
ひ
弱
さ
を
つ
き
、
そ
の
足
も
と
を
く
つ
が
え
し
て
、
禅
の
熱
火
を
吹
き
こ

ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
官
僚
に
与
え
た
書
簡
に
は
、
こ
う
述
べ
る
。

士
大
夫
、
読
得
書
多
底
、
無
明
多
、
読
得
書
少
底
、
無
明
少
。
做
得
官
小
底
、
人
我
小
、
做
得
官
大
底
、
人
我
大
。
自
道
我
聡
明
霊
利
。

及
乎
臨
秋
毫
利
害
、
聡
明
也
不
見
、
霊
利
也
不
見
、
平
生
所
読
底
書
、
一
字
也
使
不
著
。（『
大
慧
書
問
』「
答
呂
郎
中
」、
日
本
校
訂
蔵
経 

本
・
五
四
三
ｄ
）

　

大
慧
は
、
学
問
・
文
化
・
国
家
・
人
倫
の
名
を
か
か
げ
な
が
ら
、
か
え
っ
て
私
意
が
横
行
し
、
人
間
性
の
抑
圧
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認

識
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
日
用
応
縁
処
」
に
お
い
て
、
禅
悟
を
自
在
に
操
作
せ
よ
と
断
定
す
る
。
し
か
も
こ
の
「
日
用
応
縁
処
」
は
欠
陥

世
界
で
あ
り
、
禅
悟
と
は
欠
陥
世
界
の
欠
落
し
た
部
分
を
補
足
す
る
役
割
を
荷
う
の
で
は
な
く
、
欠
陥
世
界
を
構
成
す
る
主
体
の
価
値
観

を
顛
倒
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
慧
禅
の
特
色
を
要
約
す
る
と
、
次
の
五
項
目
と
な
る
。

一
、
人
間
の
意
識
及
び
社
会
・
文
化
の
行
き
づ
ま
り
を
、
根
源
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
。

二
、
具
体
的
な
制
度
・
機
構
の
改
善
よ
り
も
、
主
体
そ
の
も
の
の
構
造
変
革
を
優
先
す
る
。

三
、
歴
史
的
現
実
に
即
し
て
禅
心
の
潑
剌
た
る
活
動
を
保
持
す
る
。

四
、
常
道
と
は
異
な
る
頓
速
な
決
断
転
身
を
要
求
す
る
。
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五
、
世
間
性
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
と
と
も
に
、
ひ
る
が
え
っ
て
最
も
能
動
的
な
世
間
の
復
活
を
意
図
す
る
。

　

こ
の
禅
風
を
朱
子
は
「
寸
鉄
殺
人
」（『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
五
、
理
学
叢
書
本
・
二
七
六
九
頁
）
と
表
現
し
た
が
、
南
宋
の
社
会
的
危
機
を
背

景
と
し
て
、
本
来
性
に
が
っ
し
り
と
根
を
下
ろ
し
た
強
靱
な
骨
格
、
日
常
性
に
密
着
し
た
勇
往
邁
進
の
気
魄
が
、
時
人
の
心
魂
に
ひ
び
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
因
襲
や
歴
史
的
拘
束
か
ら
脱
却
し
て
、
創
意
あ
ふ
れ
る
経
世
済
民
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
士
人
を
圧
倒

し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
程
明
道
は
、「
学
者
於
釈
氏
之
説
、
直
須
如
淫
声
美
色
以
遠
之
。
不
爾
則
駸
駸
然
入
於
其
中
矣
」（『
二
程
全
書
』 

巻
二
）
と
教
え
た
が
、
大
慧
禅
は
、
も
は
や
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
も
遠
ざ
け
ら
れ
な
い
原
体
験
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

六

　

そ
れ
で
は
朱
熹
は
ど
の
よ
う
に
し
て
禅
の
い
ざ
な
い
か
ら
転
進
し
、
独
自
の
思
想
体
系
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
節
に
み
た
よ
う
に
、
彼
が
瞠
目
し
た
仏
教
は
、
人
倫
を
外
に
し
て
寂
静
処
に
兀
坐
し
、
実
社
会
へ
の
関
心
を
遮
断
す
る
の
で
は
な
く
、

逆
に
満
満
た
る
自
信
を
も
っ
て
歴
史
的
現
実
の
中
に
身
を
挺
し
、
社
会
的
病
巣
を
根
治
す
る
「
活
禅
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る

新
儒
学
は
、
本
来
主
義
を
基
盤
と
し
、
禅
に
拮
抗
し
得
る
新
し
い
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
来
、
禅
の
活
物
主
義
は
、
心
術
の

改
革
に
よ
る
歴
史
的
現
実
界
へ
の
強
力
な
発
言
を
誇
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
事
一
物
に
つ
い
て
そ
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
「
客
観
的

基
準
」
は
、
何
も
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
す
べ
て
は
「
総
該
万
有
之
一
心
」
に
任
さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
一
心
の
直
観
に
行
為
の
善
悪

が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
の
活
物
主
義
は
、
そ
の
心
量
を
豊
か
に
し
、
そ
の
心
力
を
充
た
す
に
つ
れ
て
、
俊
敏
な
行
動

力
が
、
放
蕩
無
頼
に
変
質
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
だ
か
ら
朱
熹
は
、「
近
世
如
宗
杲
、
做
事
全
不
通
点
検
、
喜
怒
更
不
中
節
」（『
朱
子
語
類
』 

巻
一
二
六
、
三
〇
五
八
頁
）
と
、
警
告
す
る
。
こ
こ
に
客
観
界
の
起
伏
変
化
に
即
し
た
実
理
の
発
見
と
、
そ
の
究
明
方
法
が
考
察
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
禅
の
弱
点
を
衝
こ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
根
拠
地
で
あ
る
本
来
性
そ
の
も
の
を
一
挙
に
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自

ら
も
禅
と
と
も
に
消
滅
す
る
か
、
皮
相
な
人
生
絵
図
を
描
く
に
終
わ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
禅
を
抑
え
る
急
所
は
、
そ
の
無
分
別
・
無
思
量

の
世
界
か
ら
自
然
に
廻
光
返
照
し
て
く
る
と
さ
れ
る
個
個
の
分
別
・
思
量
が
、
果
た
し
て
正
当
な
価
値
判
断
を
し
て
い
る
か
否
か
を
検
討

し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
判
断
の
あ
い
ま
い
さ
を
暴
露
し
て
こ
そ
、
そ
の
「
現
実
性

－

本
来
性
」
の
把
握
様
式
の
偏
向
を
指
摘
で
き
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る
の
で
あ
る
。

　

実
理
を
も
っ
て
空
理
を
討
ち
、
し
か
も
理
障
現
象
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
理
そ
の
も
の
の
性
格
規
定
が
精
密
に
行
わ
れ
、

そ
の
空
転
を
制
御
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
理
意
識
（
分
別
意
識
）
を
排
除
し

て
、
ひ
た
す
ら
単
調
一
途
な
本
来
主
義
に
よ
っ
て
現
実
界
を
操
作
す
る
禅
は
、
そ
れ
な
り
に
一
貫
し
た
本
領
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
単
調 

性
の
も
た
ら
す
空
理
・
空
観
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
二
面
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
本
来
的
基
地
と
し
て
の
「
所
以
然
之
理
」
と
、

そ
の
個
別
的
具
体
相
へ
の
発
現
と
み
る
べ
き
「
所
当
然
之
理
」
と
の
二
段
階
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。「
所
以
然
之
理
」
は
、
そ
の
根
源

的
性
格
よ
り
「
太
極
」
と
も
呼
ば
れ
、
太
極
は
そ
の
無
的
性
格
よ
り
「
無
極
」
と
も
呼
ば
れ
る
。「
所
以
然
之
理
」
は
、
現
実
界
の
多
様

な
構
造
に
応
じ
て
、
常
に
や
む
べ
か
ら
ざ
る
機
能
を
発
揮
し
、
実
践
主
体
に
そ
の
実
践
を
迫
る
。
こ
れ
が
「
所
当
然
之
理
」
で
あ
る
。「
所

当
然
之
理
」
は
、
現
実
的
限
定
に
よ
っ
て
生
じ
、
そ
の
た
め
に
そ
の
場
の
行
為
基
準
が
定
ま
る
か
ら
、「
所
以
然
」
に
み
ら
れ
な
い
一
定

の
安
定
性
を
も
つ
。
そ
こ
で
「
所
当
然
」
に
即
し
て
理
を
規
定
す
る
時
、
そ
れ
は
「
定
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。「
定
理
」
の
「
定
」

は
、
理
の
不
動
性
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
主
体
の
実
践
内
容
を
規
定
す
る
意
味
を
も
つ
。「
所
以
然
」
と
「
所
当
然
」
と
は
、
も
と
よ

り
別
体
の
も
の
で
は
な
い
が
、
前
者
に
注
目
す
る
時
、
理
は
不
定
の
面
を
も
つ
が
、
後
者
に
注
目
す
る
時
は
、
理
は
安
定
の
面
を
強
く
す

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
朱
子
学
の
特
色
が
、禅
ま
が
い
の
「
所
以
然
之
理
」
に
あ
る
よ
り
も
、「
所
当
然
之
理
」
に
あ
る
と
み
ら
れ
た
の
は
、

自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
後
年
、
朱
子
学
の
超
克
に
決
定
的
一
撃
を
加
え
た
王
陽
明
が
、
こ
こ
に
着
目
し
た
の
は
、
す
ぐ
れ
た
見
識

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

七

　

朱
熹
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
理
は
、
万
事
万
物
に
周
遍
し
て
実
在
し
、
そ
こ
に
は
一
脈
の
理
が
貫
通
し
つ
つ
、
し
か
も
個
個
の
事
物

の
多
様
性
に
応
じ
て
顕
現
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
理
一
分
殊
」
と
名
づ
け
る
。

理
固
是
一
貫
。
謂
之
一
理
、
則
又
不
必
疑
其
多
。
自
一
理
散
為
万
事
、
則
燦
然
有
条
而
不
可
乱
。
逐
事
自
有
一
理
、
逐
物
自
有
一
名
。

各
荷
攸
当
、
但
当
観
当
理
与
不
当
理
耳
。
既
当
理
後
、
又
何
必
就
上
更
生
疑
。（『
朱
子
語
類
』
巻
六
、一
〇
八
頁
）
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こ
の
「
理
一
分
殊
」
を
背
景
と
し
て
、
一
事
一
物
に
格い

た

っ
て
そ
の
理
を
窮
め
る
と
い
う
「
格
物
致
知
論
」
が
提
唱
さ
れ
、
こ
の
工
夫

が
成
熟
す
る
と
、「
豁
然
貫
通
」
の
境
地
が
開
け
て
く
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
格
物
致
知
論
は
、
一
つ
の
事
行
の
理
か
ら
他
の
事
行
の

理
へ
と
移
行
す
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
類
推
の
可
能
性
を
予
測
し
て
い
る
。
そ
の
類
推
操
作
の
巧
拙
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
処
理
さ
れ

る
理
の
実
質
に
、
か
な
り
大
き
な
差
異
が
発
生
す
る
。
現
成
の
義
利
に
愛
着
す
る
の
は
、
人
の
通
患
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
人

学
当
勉
、
不
可
拠
見
定
。
蓋
道
理
無
窮
、
人
之
思
慮
有
限
。
若
只
守
所
得
以
為
主
、
則
其
或
堕
於
偏
者
、
不
復
能
自
明
」（『
朱
子
語
類
』 

巻
一
〇
一
、
二
五
八
五
頁
）
と
戒
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

格
物
致
知
の
格
調
を
高
く
し
、
理
障
現
象
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
理
が
常
に
「
活
物
」
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
主
体
が
常
に
「
活
敬
」
の
工
夫
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
理
が
方
所
も
な
く
定
体
も
な
い
と
規
定
さ
れ
た
理
由

が
あ
る
。
し
か
し
理
の
威
力
は
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
事
行
の
場
に
お
い
て
、
正
邪
善
悪
を
判
定
し
、
実
践
主
体
が
私
意
を
超
え
て
公
共

の
理
路
に
の
る
よ
う
に
導
く
に
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
を
本
来
的
に
支
え
、
命
令
的
に
そ
の
実
践
を
う
な
が
す
点
か
ら
、「
天
理
」
と
呼
ば

れ
る
。
ま
た
こ
の
理
が
あ
っ
て
こ
そ
事
物
・
行
為
が
成
立
す
る
の
で
、「
理
先
事
後
」（
理
先
気
後
）
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
本
来
的
条
理
を

立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
活
溌
に
動
き
つ
つ
、
私
意
に
陥
る
危
険
を
回
避
で
き
る
。
こ
う
し
て
朱
熹
は
、
禅
の
無
方
向
・
無
規
範
な

本
来
主
義
を
超
克
で
き
た
と
信
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
朱
熹
は
、「
大
用
現
前
、
不
存
軌
則
」
と
豪
語
す
る
禅
の
無
法
則
性
に
真
っ

向
か
ら
非
難
を
浴
び
せ
、「
人
心
常
炯
炯
在
此
、
即
四
体
不
待
覇
束
、
而
自
入
規
矩
」（『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
、
二
〇
〇
頁
）
と
、
格
物
致
知

論
の
真
の
「
自
由
性
」
を
謳
歌
し
た
の
で
あ
る
。

義
至
於
精
、
則
応
事
接
物
之
間
、
無
一
非
義
。
不
問
小
事
大
事
、
千
変
万
化
、
改
頭
換
面
出
来
、
自
家
応
副
他
、
如
利
刀
快
剣
相
似
。

迎
刃
而
解
、
件
件
割
作
両
片
去
。（『
朱
子
語
類
』
巻
五
八
、
一
三
七
四
頁
）

　

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
朱
熹
が
禅
の
単
調
な
直
観
主
義
の
危
険
性
を
洞
察
し
て
、「
本
来
性

－

現
実
性
」
に

わ
た
る
理
の
普
遍
性
と
先
導
性
を
主
張
し
た
裏
面
に
は
、
安
易
な
人
間
肯
定
に
対
す
る
深
刻
な
反
省
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
反
省
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
空
観
に
も
と
づ
く
「
豁
然
大
悟
」
と
、
実
理
に
も
と
づ
く
「
豁
然
貫
通
」
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
差

別
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
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人
は
公
共
の
理
を
通
し
て
客
観
的
対
象
と
結
合
し
、
実
践
の
道
筋
を
定
め
る
。
そ
の
窮
理
に
常
に
困
難
な
条
件
が
伴
う
の
は
、
客
観
界

の
事
物
が
多
様
で
あ
る
こ
と
と
、
主
体
の
本
質
に
理
へ
の
背
反
傾
向
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
背
反
傾
向
を
生
む
も
の
は
、

理
を
含
有
す
る
「
気
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
理
が
理
の
発
現
を
ゆ
が
め
る
は
ず
は
な
く
、
そ
の
責
任
は
理
気
二
元
に
よ
っ
て
存

在
す
る
人
間
の
、
気
質
に
よ
る
迷
い
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
は
気
質
の
中
に
「
堕
在
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
心
は
、
こ
の
理
と

気
と
を
総
合
す
る
主
宰
者
で
あ
る
が
、
理
（
性
）
は
そ
の
純
粋
な
中
核
と
し
て
、
別
格
の
権
威
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
自
体
が
悪
化
す
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
悪
の
発
生
原
因
は
心
が
理
（
性
）
に
対
す
る
背
反
、
す
な
わ
ち
性
（
理
）
と
情
と
の
分
離
に
あ
る
。
理
気
二
元
と
い

う
こ
と
を
、
心
に
即
し
て
言
え
ば
、
性
と
情
の
二
層
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
性
に
即
し
て
言
え
ば
、
純
粋
な
中
核
と
気
質
に
制
約
さ

れ
た
情
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。
前
者
か
ら
「
心
統
性
情
」
と
い
う
定
義
が
下
さ
れ
、
後
者
か
ら
性
に
「
本
然
之
性
」
と
「
気
質
之
性
」
の

区
別
が
な
さ
れ
、
更
に
心
は
性
と
の
離
合
に
お
い
て
「
人
心
」
と
「
道
心
」
の
区
別
が
な
さ
れ
、
性
は
そ
の
別
格
的
性
格
か
ら
「
性
即
理
」

と
言
わ
れ
る
。

八

　

以
上
の
よ
う
な
朱
熹
の
細
か
な
心
性
論
は
、
北
宋
以
来
の
諸
儒
の
説
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
仏
教
学
で
説
く
精
密
な
心
理
分

析
に
対
抗
し
て
、
自
己
の
立
場
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
の
空
観
の
論
理
に
対
し
、
朱
熹
の
心
性
の
構
造
を
対
比

す
る
時
、
そ
こ
に
見
事
な
思
想
の
転
換
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
心
性
論
は
、「
性
即
理
」
と
い
う
不
動
の
中
核
を
も
つ
か
ら
、

心
が
ど
ん
な
に
暗
昧
に
な
っ
て
も
、
心
体
が
こ
と
ご
と
く
暗
く
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
「
合
下
唯
有
善
、
悪
是
後
一
截
之
事 

也
」（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、二
三
九
六
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
禅
学
に
お
い
て
真
妄
一
体
と
い
う
の
は
、
真
と
妄
と
が
相
互
に
逆
転
し
合
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
中
間
的
で
ゆ
る
や
か
な
真
と
妄
と
の
錯
雑
し
た
段
階
を
入
れ
る
余
地
は
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
朱
子
学
の
善

悪
論
は
、
本
来
的
中
核
を
温
存
す
る
不
徹
底
性
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
不
徹
底
で
あ
る
た
め
に
、
朱
子
学
を
一
概
に
楽
天
的
性
格
を
も

つ
と
す
る
の
は
、
妥
当
で
は
な
い
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
熹
の
心
性
論
・
善
悪
論
は
、
性
情
理
気
の
区
分
を
厳
格
に
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
し
か
も
「
理
先
気
後
」
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に
よ
る
理
の
権
威
づ
け
が
、
対
仏
教
的
に
は
右
の
よ
う
な
不
徹
底
な
善
悪
翻
転
論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
理
気
・
道
器
の
区
分
を

設
け
る
こ
と
自
体
が
、「（
人
心
道
心
）
二
者
雑
於
方
寸
之
間
、
而
不
知
所
以
治
之
、
則
危
者
愈
危
、
微
者
愈
微
、
而
天
理
之
公
、
卒
無
以

勝
夫
人
欲
之
私
矣
」（「
中
庸
章
句
序
」）
と
い
う
危
機
感
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
危
機
感
が
、
あ
ら
ゆ
る
定
準
へ
の
拒

否
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
、
朱
子
学
の
そ
れ
は
、
定
準
を
求
め
得
な
い
も
の
の
不
安
で
あ
る
。
既
成
の
道
理
に
安
易
に
依
り
か
か
ら

な
い
で
、
理
の
格
調
を
高
く
す
る
に
は
、
主
体
そ
の
も
の
の
改
革
、
す
な
わ
ち
「
気
質
の
変
化
」
が
要
求
さ
れ
、
主
宰
者
を
活
性
化
す
る

た
め
に
「
敬
」
の
工
夫
が
説
か
れ
る
。「
不
知
以
敬
為
主
而
欲
存
心
、
則
不
免
将
一
箇
之
心
把
捉
一
箇
之
心
」（『
朱
熹
集
』
巻
三
一
「
答
張
敬 

夫
」、
四
川
教
育
出
版
社
刊
本
・
一
三
二
五
頁
）
と
い
う
朱
熹
の
言
葉
は
、
恐
ら
く
敬
字
を
打
破
せ
よ
と
主
張
す
る
仏
教
へ
の
反
論
で
あ
ろ
う
。

敬
と
天
理
と
を
緊
密
に
結
ぶ
存
在
力
学
こ
そ
、
朱
熹
の
実
践
論
の
か
な
め
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
天
理
に
対
す
る
畏
敬
の
思
念
こ
そ
規

矩
に
即
し
た
自
由
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
が
客
観
界
の
多
様
性
に
応
じ
て
、
個
個
の
事
物
の
理
を
追
求
せ
よ
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
一
つ
の
見
識
あ
る
方
法
で
あ
る
。
し

か
し
彼
の
「
理
一
分
殊
論
」
は
、
一
理
の
糸
が
万
物
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
を
異
種
の
糸
に
取
り
か
え

る
こ
と
も
、
異
類
の
理
体
系
を
模
索
す
る
こ
と
も
許
さ
な
い
。
現
成
の
理
は
、
類
推
に
よ
っ
て
厚
み
を
加
え
る
が
、
そ
の
理
路
か
ら
の
逸

脱
は
認
め
ら
れ
な
い
。
理
の
変
更
は
一
定
の
枠
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
枠
外
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
朱
熹
の
設
定
し
た
理
体
系
は
、
当
初
か
ら
ほ
ぼ
完
結
し
て
お
り
、
類
推
不
可
能
な
事
態
に
つ
い
て
の
見
直
し
は
、
考
慮
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
う
す
る
と
こ
の
理
体
系
は
、
歴
史
の
変
化
、
人
情
の
変
転
に
つ
い
て
行
け
な
く
な
る
体
質
を
具
有
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
理

体
系
と
歴
史
的
現
実
と
の
乖
離
が
進
行
す
れ
ば
、
現
成
の
理
に
む
り
や
り
従
お
う
と
し
て
も
、
そ
の
能
力
の
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。
し
か
も
「
性
即
理
」
を
た
て
ま
え
と
す
る
限
り
、
理
の
構
造
を
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
理
の
名

の
も
と
に
、
偽
善
が
は
び
こ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
な
る
と
性
（
理
）
を
中
核
と
す
る
心
性
論
を
打
破
し
、
新
し
い
心
性
論
が
提
唱
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
要
望
に

応
じ
て
出
現
し
た
の
が
王
守
仁
（
号
陽
明
）
で
あ
る
。
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九

　

王
陽
明
に
と
っ
て
、
朱
子
学
の
定
理
論
の
行
き
詰
ま
り
は
、
理
と
心
（
生
命
）
と
を
分
離
し
た
所
に
、
そ
の
根
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ 

た
。
理
と
心
と
の
遊
離
は
ど
う
し
て
発
生
し
た
か
。
そ
れ
は
朱
子
学
に
お
い
て
性
即
理
と
規
定
し
、
心
の
中
に
、
性
＝
理
と
い
う
素
肌
を

む
き
出
し
に
し
な
い
中
核
を
設
定
し
た
た
め
に
、
た
え
ず
活
潑
に
活
動
し
よ
う
と
す
る
心
が
、
自
力
で
法
則
を
措
定
で
き
な
い
で
、
こ
の

中
核
に
抑
制
さ
れ
、
心
の
主
宰
能
力
を
奪
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
心
統
性
情
」
と
言
わ
れ
て
も
、
実
質
的
に
心
に
荷
わ
さ
れ
る
役
割
は
、

性
（
理
）
を
基
準
と
し
て
情
を
こ
れ
に
緊
密
に
従
わ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

例
え
ば
惻
怛
す
べ
き
事
象
に
遭
遇
し
た
場
合
、
心
の
な
ま
な
ま
し
い
活
動
力
に
無
条
件
に
任
せ
る
こ
と
は
、
性
と
情
、
理
と
気
の
区
分

を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
心
に
感
受
さ
れ
た
惻
怛
は
、
情
と
い
う
緩
衝
地
帯
を
通
し
て
性
に
達
し
、
そ
こ
で
惻
怛
一
般
と
し
て
理
の
形

式
の
中
で
整
理
さ
れ
、
当
然
の
条
理
を
与
え
ら
れ
て
、
再
び
情
を
通
っ
て
外
部
に
発
露
す
る
。
そ
れ
は
冷
厳
で
は
あ
る
が
躍
動
性
に
乏
し

い
経
過
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
は
規
矩
準
縄
を
は
ず
れ
る
危
険
は
な
い
が
、
当
初
の
惻
怛
の
新
鮮
性
・
感
動
性
は
失
わ
れ
て
、

極
め
て
月
並
み
な
惻
怛
と
し
て
表
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
理
が
性
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
心
の
支
配
下
に
な
い
と
い
う
こ
の
奇
現
象
と
、

そ
こ
に
生
ま
れ
る
偽
善
と
怠
慢
に
、
王
陽
明
は
鋭
い
批
判
の
眼
を
向
け
た
の
で
あ
る
。

夫
物
理
不
外
於
吾
心
。
外
吾
心
而
求
物
理
、
無
物
理
矣
。
遺
物
理
而
求
吾
心
、
吾
心
又
何
物
邪
。
心
之
体
性
也
。
性
即
理
也
。
故
有
孝

親
之
心
、
即
有
孝
之
理
。
無
孝
親
之
心
、
即
無
孝
之
理
矣
。
有
忠
君
之
心
、
即
有
忠
之
理
。
無
忠
君
之
心
、
即
無
忠
之
理
矣
。
理
豈
外

於
吾
心
邪
。
晦
庵
（
朱
熹
）
謂
、「
人
之
所
以
為
学
者
心
与
理
而
已
。
心
雖
主
乎
一
身
、
而
実
管
乎
天
下
之
理
。
理
雖
散
在
万
事
、
実
不

外
乎
一
人
之
心
」（
朱
熹
『
大
学
或
問
』）。
是
其
一
分
一
合
之
間
、
而
未
免
既
啓
学
者
心
理
為
二
之
弊
。（『
伝
習
録
』
巻
中
「
答
人
論
学
書
」）

　

こ
の
文
に
説
明
を
加
え
る
な
ら
、
物
の
理
を
理
と
し
て
措
定
す
る
権
限
は
、（
性
と
情
の
対
立
を
前
提
と
し
た
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、）

性
情
未
分
の
渾
一
な
心
に
あ
り
、
心
そ
の
も
の
の
権
威
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
朱
熹
の
『
大
学
或
問
』
の
語
は
、
心
と
理
と
の
不
離

を
説
く
と
は
言
え
、
そ
れ
は
心
と
定
理
と
の
結
合
を
は
か
る
も
の
、
す
な
わ
ち
心
を
理
に
従
属
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
な
お
心

に
お
け
る
理
の
生
産
能
力
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
陽
明
は
、
こ
う
も
言
う
。
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朱
子
所
謂
「
格
物
」
云
者
、
在
即
物
而
窮
其
理
也
。
即
物
窮
理
、
是
就
事
事
物
物
上
、
求
其
所
謂
「
定
理
」
者
也
。
是
以
吾
心
而
求

理
於
事
事
物
物
之
中
、
析
心
与
理
而
為
二
矣
。
…
…
若
鄙
人
所
謂
「
致
知
格
物
」
者
、
致
吾
心
之
良
知
於
事
事
物
物
也
。
吾
心
之
良 

知
、
即
所
謂
天
理
也
。
致
吾
心
良
知
之
天
理
於
事
事
物
物
、
則
事
事
物
物
皆
得
其
理
矣
。（
同
上
）

　

陽
明
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
定
理
を
心
中
に
具
有
し
て
い
る
と
い
う
朱
子
学
的
性
理
論
の
虚
構
を
見
ぬ
き
、
理
を
措
定
す
る
権
限

を
良
知
一
念
に
し
っ
か
り
と
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
心
（
良
知
）
は
本
来
そ
れ
だ
け
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
心
を
そ
こ
ま
で
充
実
さ

せ
な
け
れ
ば
、
忽
ち
既
成
の
理
に
依
り
か
か
ろ
う
と
す
る
偽
善
と
怠
慢
が
生
じ
、
知
と
行
と
の
分
裂
は
さ
け
ら
れ
な
く
な
る
。

夫
良
知
之
於
節
目
時
変
、
猶
規
矩
尺
度
之
於
方
円
長
短
也
。
節
目
事
変
之
不
可
預
定
、
猶
方
円
長
短
之
不
可
勝
窮
也
。（
同
上
）

　

こ
う
し
て
良
知
説
に
と
っ
て
工
夫
の
第
一
義
は
、
定
理
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
良
知
の
自
主
的
充
足
が
ど
れ
だ

け
行
わ
れ
る
か
否
か
、
良
知
現
在
の
一
念
が
真
誠
惻
怛
に
全
分
を
尽
く
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
一
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
性
か
ら
心
へ
と

工
夫
の
重
心
が
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
子
学
的
定
理
論
は
、
内
側
か
ら
崩
潰
す
る
。
一
切
の
道
徳
的
責
任
を
良
知
に
一
任
す
る
こ
と
は
、

朱
子
学
か
ら
見
れ
ば
、
理
へ
の
恐
る
べ
き
反
逆
と
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
定
理
に
よ
っ
て
心
（
生
命
）
を
殺
す
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
理

を
死
理
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
自
殺
行
為
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
上
の
よ
う
な
根
源
的
転
換
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

良
知
の
自
己
調
整
が
高
度
化
す
る
と
と
も
に
、
定
理
打
破
の
作
業
は
着
着
と
進
行
し
、
か
わ
っ
て
自
在
無
礙
な
理
の
創
造
が
い
と
な
ま

れ
る
に
至
る
。
そ
の
理
は
、
あ
く
ま
で
物
理
人
情
に
即
し
た
実
理
と
し
て
、
仏
者
か
ら
見
れ
ば
世
俗
的
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
な
お
儒
教
的
伝
統
の
影
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
定
理
よ
り
解
放
さ
れ
た
良
知
が
、
そ
の
「
自
由
の
本
分
」

を
十
分
に
発
揮
す
る
な
ら
ば
、
性
善
の
絆
か
ら
離
れ
た
無
的
活
躍
を
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
禅
と
類
似
し
た
「
無
善
無
悪
」
の
思

想
が
出
現
す
る
。
こ
の
二
重
構
造
と
も
見
え
る
独
自
の
「
本
来
性

－

現
実
性
」
の
把
握
様
式
に
、
朱
子
学
と
禅
の
二
者
に
対
立
す
る
良
知

説
の
独
自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
良
知
説
が
性
善
論
を
媒
介
と
し
て
定
理
論
へ
の
還
流
を
始
め
る
な
ら
、
朱
子
学
に
接
近
し
て
穏

健
化
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
無
善
無
悪
を
媒
介
と
し
て
定
理
へ
の
反
撥
を
強
め
る
な
ら
、
禅
に
接
近
し
て
過
激
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
こ
の
過
激
化
は
、
そ
の
内
部
に
世
俗
の
情
縁
を
す
っ
ぽ
り
と
包
む
か
ら
、
恐
ろ
し
く
情
動
的
・
衝
動
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
か
ら
因
襲
と
伝
統
へ
の
反
逆
の
道
が
開
か
れ
る
。
良
知
説
は
、
そ
れ
が
定
理
打
破
を
至
上
命
令
と
し
て
出
発
し
た
時
か
ら
、
陽
明
が
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明
確
に
意
識
し
て
い
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
滔
滔
た
る
大
勢
を
生
成
す
る
実
質
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

十

　

陽
明
は
良
知
説
を
背
景
と
し
て
、
知
行
合
一
を
説
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
各
方
面
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。
例
え

ば
東
林
学
派
の
顧
憲
成
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

陽
明
雖
曰
知
行
合
一
、
然
就
其
言
観
之
、
一
則
以
見
好
色
聞
悪
臭
属
知
、
以
好
好
色
悪
悪
臭
属
行
。
一
則
以
知
為
行
之
始
、
以
行
為 

知
之
成
。
一
則
以
明
覚
精
察
為
知
、
以
真
切
篤
実
為
行
。
是
二
者
終
自
有
弁
也
。
蓋
知
与
行
、
原
是
一
而
二
、二
而
一
。
是
故
合
言 

之
、
而
条
理
自
然
清
楚
、
不
為
儱
侗
。
分
言
之
、
而
血
脈
自
然
貫
通
、
不
為
破
砕
。
専
言
之
、
而
全
体
自
然
具
足
、
不
為
欠
缺
。
互 

言
之
、
而
妙
用
自
然
周
流
、
不
為
攙
和
。
要
不
可
以
一
説
拘
也
。
陽
明
只
執
定
一
説
、
便
処
処
窒
礙
。（『
顧
端
文
公
遺
書
』「
還
経
録
」、 

八
丁
）

　

つ
ま
り
憲
成
は
、
陽
明
が
知
行
合
一
を
説
き
な
が
ら
も
、
随
処
に
知
行
各
別
を
説
い
て
い
る
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来

一
而
二
・
二
而
一
で
あ
る
知
と
行
は
、
合
言
・
分
言
・
専
言
・
互
言
、
自
在
に
動
い
て
少
し
も
窒
礙
し
な
い
。
し
か
る
に
合
一
の
一
説
に

執
じ
、
弥
縫
策
を
講
じ
た
の
は
、
そ
の
説
の
破
綻
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
憲
成
の
こ
の
批
判
に
は
、
知
と
行
と
は
別
別
の
機

能
で
あ
っ
て
、
そ
の
交
わ
り
方
は
多
様
だ
か
ら
、
知
行
合
一
だ
け
を
正
義
と
す
る
の
は
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
。
陽
明
の
功
績
を
高
く
評
価
し
て
い
た
東
林
学
派
が
、
こ
れ
ほ
ど
き
び
し
い
知
行
合
一
批
判
を
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
陽
明
学
の

主
張
を
頭
か
ら
無
視
し
よ
う
と
す
る
純
粋
な
朱
子
学
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
全
く
常
軌
を
逸
し
た
暴
論
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
張

楊
園
は
い
う
。

問
、「
知
行
合
一
之
説
如
何
」。
先
生
曰
、「
知
自
知
、
行
自
行
、
豈
可
合
一
。
此
邪
説
害
人
。
学
者
最
宜
省
察
也
」。（『
楊
園
全
集
』「
門

人
所
記
」、
六
丁
）

　

常
識
的
に
考
え
て
も
、
ま
た
常
識
を
越
え
た
実
践
的
理
説
と
し
て
も
、
知
と
行
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
い
。
た
と
い
相
互
に
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
動
く
と
し
て
も
、
一
方
を
他
方
の
代
用
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
知
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行
の
合
一
を
、
不
変
の
常
態
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
奇
異
の
感
を
与
え
る
。
知
と
行
と
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
事
情
に
応

じ
て
、
先
後
・
並
進
・
離
合
・
隠
顕
、
適
宜
に
操
作
さ
れ
て
こ
そ
、
自
然
に
条
理
・
血
脈
・
全
体
・
妙
用
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
程
子
は
、
常
知
と
異
な
る
真
知
の
迫
熱
的
な
体
験
規
制
力
を
説
い
た
が
（『
二
程
全
書
』
巻
二
）、
こ
れ
を
受
け
て
朱
熹
も
、「
真

実
知
得
、
則
滔
滔
行
将
去
」（『
朱
子
語
類
』
巻
六
〇
、
一
四
三
六
頁
）、「
知
不
善
当
不
可
為
、
而
尚
或
為
之
、
是
特
未
能
真
知
之
也
」（
同
上
・

巻
四
六
、
一
一
七
三
頁
）
と
、
真
知
に
お
け
る
知
行
の
一
致
を
説
い
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
時
、
陽
明
の
知
行
合
一
論
は
、
唯

一
無
二
の
決
定
的
立
場
と
し
て
提
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
知
と
行
の
二
つ
の
機
能
の
実
質
を
無
視
し
た
暴
論
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仮
に

こ
れ
を
同
情
的
に
理
解
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
朱
子
学
の
知
行
論
の
限
定
さ
れ
た
一
側
面
を
固
執
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生

じ
る
。
そ
れ
で
は
陽
明
の
真
意
は
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
一

　

陽
明
の
良
知
説
は
、
ま
ず
我
と
物
、
内
と
外
、
主
観
と
客
観
と
い
う
対
立
を
前
提
に
お
く
こ
と
を
拒
否
す
る
。
実
践
主
体
を
「
理
を
求

め
る
境
位
」
に
措
定
し
て
、「
求
め
る
も
の
」
と
「
求
め
ら
れ
る
も
の
」
と
の
間
に
予
め
界
線
を
描
く
、「
人
間

－

世
界
」
を
把
握
す
る
仕

方
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
「
性
即
理
」
と
規
定
し
て
、
純
善
な
性
に
対
し
、
情
の
在
り
方
に
は
非
本
来
的
な
も
の
の
混
入
す
る

可
能
性
を
認
め
、「
本
然
之
性
」
と
「
気
質
之
性
」
を
分
け
て
、
性
と
情
の
間
に
一
線
を
画
し
、
心
の
中
に
分
別
対
立
の
痕
跡
を
留
め
た
。

し
か
る
に
陽
明
は
、「
未
発
之
中
即
良
知
也
。
無
前
後
内
外
、
而
渾
然
一
体
者
也
」（『
伝
習
録
』
巻
中
「
答
陸
原
静
書
」）
と
、
良
知
の
現
在

円
満
性
を
説
く
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
性
即
理
」
に
対
す
る
「
心
即
理
」
の
提
唱
は
、
性
と
情
の
価
値
的
区
分
を
撤
去
し
て
、
理
の

存
在
す
る
場
所
を
性
よ
り
情
に
至
る
ま
で
心
の
全
面
に
わ
た
っ
て
拡
大
し
た
の
で
は
な
く
、
性
情
調
和
主
義
よ
り
性
情
未
分
主
義
へ
、
す

な
わ
ち
「
本
来
性

－

現
実
性
」
中
和
主
義
よ
り
「
本
来
性

－

現
実
性
」
一
体
主
義
へ
と
、
主
体
的
深
さ
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
原
本

的
全
一
性
に
立
つ
時
、
例
え
ば
『
大
学
』
に
み
え
る
正
心
・
誠
意
・
致
知
・
格
物
な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
の
も
つ
独
自
色
と
、
そ
の

相
互
の
関
連
が
一
義
的
問
題
と
な
ら
な
い
で
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
・
機
能
を
成
り
立
た
せ
る
根
源
的
な
も
の
が
、
優
先
的
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
「
致
良
知
」
で
あ
る
。
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論
点
を
再
び
知
行
関
係
に
か
え
そ
う
。
本
性
が
気
質
の
中
に
堕
在
し
て
い
る
と
認
め
る
朱
子
学
で
は
、
本
来
性
と
現
実
性
の
乖
離
せ
る

中
間
位
に
人
間
を
位
置
づ
け
、
こ
の
乖
離
態
を
あ
る
極
限
に
ま
で
押
し
つ
め
て
行
く
時
、「
知
だ
け
あ
っ
て
行
の
な
い
状
態
」
と
「
行
だ

け
あ
っ
て
知
の
な
い
状
態
」
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
両
極
の
間
に
、
知
と
行
と
の
浅
深
濃
淡
、
さ
ま
ざ
ま
な
結
合
様
式
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。

朱
熹
は
言
う
。

知
与
行
工
夫
、
須
着
並
到
。
知
之
愈
明
、
則
行
之
愈
篤
、
行
之
愈
篤
、
則
知
之
益
明
。
二
者
皆
不
可
偏
廃
。
如
人
両
足
相
先
後
行
、

便
会
漸
漸
行
得
到
。
若
一
辺
軟
了
、
便
一
歩
也
進
不
得
。（『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
、
二
八
一
頁
）

　

と
こ
ろ
で
「
本
来
性

－

現
実
性
」
の
一
如
態
で
あ
る
立
場
に
お
い
て
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
知
行
関
係
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
朱
子
学

の
よ
う
に
知
と
行
の
分
量
的
交
錯
を
予
想
し
て
、
知
と
い
う
機
能
と
行
と
い
う
機
能
と
を
最
初
か
ら
区
別
し
て
は
な
ら
な
い
。
知
で
も
な

く
行
で
も
な
く
て
、
し
か
も
知
と
行
を
包
容
す
る
一
全
体
的
立
場
の
定
立
が
要
求
さ
れ
る
。
だ
か
ら
知
行
合
一
と
は
、
ま
ず
知
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
ま
た
別
に
行
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
を
結
合
し
て
知
行
合
一
に
す
る
の
で
は
な
く
、
知
と
行
と
が
念
念
不
断
に

創
造
さ
れ
る
本
体
的
地
盤
の
確
立
を
意
図
す
る
の
で
あ
る
。
清
儒
張
武
承
は
、

象
山
・
陽
明
言
理
、
皆
悪
分
而
喜
合
。
不
知
先
生
之
合
、
合
其
分
者
也
。
言
合
則
分
在
其
前
矣
。
使
其
不
分
、
先
生
亦
無
可
合
也
。 

（『
王
学
質
疑
』
巻
三
、
正
誼
堂
全
書
本
・
二
丁
）

と
、
知
行
合
一
説
は
、
そ
の
前
に
分
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
し
得
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
く
本
末
の
順
序
を
顛
倒
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
知
行
の
分
立
は
、
こ
の
両
者
を
包
み
つ
つ
こ
れ
を
分
相
的
限
定
と
し
て
所
有
す
る
未
分
渾
一
な
も
の
を
根
源
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
知
っ
て
行
わ
な
い
場
合
」
の
知
は
、
知
と
し
て
す
で
に
無
用
な
の
で
あ
り
、「
行
っ
て
知
ら
な
い
場
合
」
の
行
も
、

行
と
し
て
す
で
に
無
用
な
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
中
間
に
考
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
と
行
の
分
量
的
結
合
も
無
意
味
な
も
の
な
の
で
あ

る
。「
一
節
之
知
、
即
全
体
之
知
、
全
体
之
知
、
即
一
節
之
知
、
総
是
一
箇
本
体
。」（『
伝
習
録
』
巻
下
）
こ
こ
に
い
う
本
体
（
良
知
）
こ
そ

知
行
が
成
立
す
る
根
源
な
の
で
あ
る
。「
知
行
本
体
、
原
是
如
此
。
今
若
知
得
宗
旨
時
、
即
説
両
箇
亦
不
妨
。
亦
只
是
一
箇
。
若
不
会
宗 

旨
、
便
説
一
箇
、
亦
済
得
甚
事
。
只
是
問
説
話
。」（『
伝
習
録
』
巻
下
）

　

も
し
も
「
知
之
真
切
篤
実
処
即
是
行
、
行
之
明
覚
精
察
処
即
是
知
」（
同
上
・
巻
中
「
答
人
論
学
書
」）
と
い
う
陽
明
の
語
を
、
知
と
行
と
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を
そ
れ
ぞ
れ
極
処
に
も
ち
上
げ
て
行
く
な
ら
ば
、
知
が
行
を
生
み
、
行
が
知
を
生
ん
で
、
知
行
の
連
続
性
が
成
立
す
る
と
解
し
た
り
、
あ

る
い
は
知
を
真
切
篤
実
に
運
ぶ
こ
と
が
行
で
あ
り
、
行
を
明
確
精
察
に
為
す
こ
と
が
知
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
知
行
そ
れ

ぞ
れ
の
も
つ
機
能
の
独
自
性
を
無
視
し
、
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
押
し
つ
け
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

し
か
し
陽
明
の
真
意
は
、
こ
の
よ
う
な
知
と
行
を
対
象
的
に
観
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
知
の
真
切
篤
実
な
処
、
そ
れ
は

本
来
人
の
居
処
で
あ
る
。
そ
の
本
来
人
に
お
い
て
は
、
知
的
限
定
は
そ
の
ま
ま
行
的
限
定
で
あ
る
。
行
の
明
覚
精
察
な
処
、
そ
れ
は
本
来

人
の
居
処
で
あ
る
。
そ
の
本
来
人
に
お
い
て
は
、
行
的
限
定
は
そ
の
ま
ま
知
的
限
定
で
あ
る
。
こ
れ
が
右
の
語
に
寄
せ
る
陽
明
の
真
意
で

あ
る
。
陽
明
の
高
弟
王
龍
渓
は
言
う
。

知
之
真
切
篤
実
処
、
謂
之
行
。
行
之
明
覚
精
察
処
、
謂
之
知
。
知
行
工
夫
、
本
不
可
離
。
只
因
後
世
学
者
分
作
両
截
用
功
、
故
有
合

一
之
説
。
知
非
篤
実
、
是
謂
虚
妄
。
非
本
心
之
知
矣
。
行
非
精
察
、
是
謂
昏
冥
。
非
本
心
之
行
矣
。
故
学
以
不
失
其
本
心
者
、
必

尽
其
知
行
合
一
之
功
、
而
後
能
得
其
知
行
合
之
体
。（『
王
龍
渓
集
』
巻
一
〇
「
答
呉
悟
斎
」）

　

陽
明
学
は
、
し
ば
し
ば
朱
子
学
者
か
ら
事
物
を
離
れ
た
空
論
だ
と
批
判
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
良
知
説
が
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間

の
具
体
的
生
活
に
深
く
く
い
込
ん
で
い
る
事
を
看
過
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
呂
新
吾
は
必
ず
し
も
陽
明
学
派
に
属
す
る
人
で
は
な
い

が
、
陽
明
学
を
弁
護
し
て
言
う
。

夫
陽
明
者
、
精
粗
巨
細
、
何
所
不
能
。
艱
大
繁
猥
、
何
所
不
妙
。
蓋
実
実
在
事
物
上
体
察
、
聞
見
中
打
畳
。（『
去
偽
斎
文
集
』
巻
四
「
別

爾
瞻
」）

　

陽
明
学
は
し
ば
し
ば
禅
に
類
似
す
る
と
批
判
さ
れ
る
が
、
禅
の
空
理
を
実
理
に
翻
転
し
た
そ
の
実
績
は
、
中
国
思
想
史
上
に
、
独
自
の

哲
学
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
開
放
の
道
が
拓
か
れ
、
明
末
に
及
ぶ
や
百
花
繚
乱
た
る
思
想
家
群
が
輩
出
す
る
に
至
る
の
で

あ
る
。

《
付
記
》

　

こ
の
原
稿
は
、
台
湾
の
國
科
會
經
典
譯
注
計
畫
と
し
て
聯
經
出
版
事
業
股
份
有
限
公
司
か
ら
二
〇
〇
八
年
三
月
に
出
版
さ
れ
た
荒
木
見
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悟
著
・
廖
肇
亨
譯
注
『
佛
教
與
儒
教
』
の
「
附
録
一
」
と
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
、
当
該
書
に
は
長
崎
大
学
の
連
清
吉
教
授
が
中

国
語
訳
を
行
っ
た
文
章
が
、「『
新
版
佛
教
與
儒
教
』
的
撰
述
意
図
」
と
い
う
表
題
で
収
載
さ
れ
て
い
る
。
荒
木
見
悟
先
生
が
逝
去
さ
れ
た

後
、
門
下
生
の
吉
田
公
平
先
生
（
東
洋
大
学
名
誉
教
授
）
と
荒
木
龍
太
郎
先
生
（
活
水
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
が
御
自
宅
に
残
さ
れ
た
書
籍
等
の

整
理
に
入
ら
れ
、
そ
の
際
、
こ
の
日
本
語
で
書
か
れ
た
元
原
稿
を
見
付
け
ら
れ
た
。
私
自
身
、
こ
の
文
章
の
存
在
を
荒
木
見
悟
先
生
か
ら

お
聞
き
し
て
い
た
し
、
中
国
語
訳
は
廖
先
生
か
ら
恵
贈
さ
れ
た
訳
注
書
を
通
し
て
目
に
し
て
い
た
が
、
日
本
語
の
原
文
は
見
て
い
な
か
っ

た
。
台
湾
の
廖
先
生
に
日
本
語
の
原
文
の
公
開
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
許
可
い
た
だ
き
、
今
回
、
荒
木
見
悟
先
生
と
最
も
御
縁
が

深
い
、
九
州
大
学
の
『
中
国
哲
学
論
集
』
に
掲
載
し
て
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
。
題
目
は
「
執
筆
意
図
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
読
者
に 

と
っ
て
読
解
が
難
し
い
『
仏
教
と
儒
教
』
を
読
み
解
く
た
め
の
分
か
り
や
す
い
梗
概
と
も
い
う
べ
き
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
私
も
曾
て
吉

田
先
生
か
ら
の
依
頼
で
『
新
版
仏
教
と
儒
教
』
の
出
版
に
関
わ
っ
た
一
人
で
あ
り
、
典
拠
の
調
べ
直
し
や
索
引
の
作
成
を
し
た
当
時
の
こ

と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
中
国
近
世
思
想
史
を
学
ぶ
方
々
に
と
っ
て
、
こ
の
原
稿
の
上
梓
が
少
し
で
も
役
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

尚
、
元
原
稿
は
二
百
字
詰
め
の
原
稿
用
紙
八
九
枚
に
手
書
き
（
第
一
章
～
第
四
章
の
三
〇
枚
分
が
良
子
夫
人
の
浄
書
、
第
五
章
～
末
尾
の
五
九
枚
分

が
自
筆
）
で
書
か
れ
て
お
り
、
野
口
が
テ
キ
ス
ト
入
力
を
行
っ
た
。
入
力
に
際
し
て
、
不
適
当
な
送
り
仮
名
や
句
読
点
を
一
部
変
更
し
た

箇
所
が
あ
る
が
、
原
則
す
べ
て
原
文
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

（
野
口
善
敬　
記
）


