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、
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よ
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序一
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
～
一
九
一
六
）
は
、
明
治
維
新
の
前
年
に
あ

た
る
慶
応
三
年
に
生
ま
れ
、
大
正
五
年
に
没
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
ま

さ
に
明
治
と
い
う
時
代
を
生
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
明
治
期
の
日
本
は
、

旧
来
の
伝
統
的
な
社
会
か
ら
西
洋
の
技
術
、
思
想
を
取
り
い
れ
て
近
代

化
し
て
い
く
時
代
と
さ
れ
て
お
り
、
漱
石
は
ま
さ
に
そ
の
流
れ
の
中
に

身
を
置
い
た
作
家
、
思
想
家
で
あ
る
。
幼
い
頃
に
漢
学
塾
へ
通
い
、
晩

年
に
至
る
ま
で
漢
詩
を
作
り
、
ま
た
参
禅
を
経
験
す
る
な
ど
、
維
新
以

前
の
伝
統
的
な
文
化
や
思
想
と
強
い
関
わ
り
が
あ
る
と
と
も
に
、
時
代

の
変
化
を
敏
感
に
読
み
取
り
、
大
学
で
英
文
学
を
専
攻
し
、
英
国
へ
留

学
す
る
な
ど
、
西
洋
的
な
価
値
観
を
習
得
し
て
い
っ
た
。
漱
石
よ
り
三

十
年
早
く
生
ま
れ
た
福
沢
諭
吉
が
、
明
治
期
の
知
識
人
を
「
一
身
に
し

て

二

生

を

経

る

」
（
「
文
明

論

之

概
略

緒

言

」

(
)

）

と

表
現

し

た

が
、

1

漱
石
も
そ
の
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
だ
と
言
え
る
。

そ
し
て
漱
石
自
身
も
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
背
景
に
極
め
て
意
識
的

で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
留
学
の
成
果
の
結
晶
と
も
言
え
る
『
文
学
論
』(

)2

が
、
「
漢
学
に
所
謂
文
学
」
と
「
英
語
に
所
謂
文
学
」
の
差
異
か
ら
構

想
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
漢
籍
に
つ
い
て

は
高
い
学
力
を
持
た
な
い
も
の
の
、
漢
文
学
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
自
覚
が
あ
る
反
面
、
英
文
学
に
つ
い
て
は
、
漢
籍
と
同
程
度
の

学
力
が
あ
り
な
が
ら
、
「
味
ふ
力
」
の
不
足
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
近
代
的
な
学
問
や
文
化
を
学
び
な
が
ら
、
そ

れ
に
な
じ
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
違
和
感
、
そ
し
て
幼
時
か
ら
身

に
つ
け
た
教
養
や
文
化
の
影
響
の
大
き
さ
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
読
み

と
れ
る
。
そ
の
一
方
で
別
の
と
き
に
は
、
「
余
が
現
在
の
頭
を
支
配
し

余
が
将
来
の
仕
事
に
影
響
す
る
も
の
は
残
念
な
が
ら
、
わ
が
祖
先
の
も

た
ら
し
た
過
去
で
な
く
つ
て
、
か
え
つ
て
異
人
種
の
海
の
向
う
か
ら
持

つ
て
来
て
く
れ
た
思
想
で
あ
る
」
（
「
東
洋
美
術
図
譜
」

(
)

）

と
も

述

べ

3

て
お
り
、
西
洋
を
中
心
と
し
た
近
代
の
思
想
や
価
値
観
が
、
明
治
期
の

日
本
に
お
い
て
持
っ
て
い
た
意
義
の
大
き
さ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
い
か

に
自
ら
の
思
索
や
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
強

く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
私
の
頭
は
半
分
西
洋
で
、

半
分
は

日
本
だ

」
（
「
将
来

の
文
章
」

(
)

）
、
「
中
途
半
端
の
教
育
を

受

4

け

た
海

陸
両

棲
動

物

」
（
「
文
芸

と
道

徳

」

(
)

）
な

ど

の

言
葉

は

、

伝

5

統
的
な
価
値
観
と
、
近
代
的
な
価
値
観
と
の
両
者
に
ま
た
が
っ
た
存
在

と
し
て
自
ら
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
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こ
の
よ
う
に
漱
石
は
、
明
治
と
い
う
変
化
の
激
し
い
時
代
を
象
徴
す

る
人
物
の
一
人
と
言
え
る
。
た
だ
し
そ
の
中
で
も
漱
石
は
、
こ
の
よ
う

な
伝
統
と
近
代
、
東
西
両
文
化
に
精
通
し
た
存
在
と
し
て
、
す
で
に
作

家
活
動
を
し
て
い
る
と
き
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
。
大
学
講
師
時
代
に

作
家
活
動
を
始
め
た
こ
と
も
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
帰
り
の
英
文
学
者
と
し

て
知
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の
作
品
が
「
俳
句
」
や
「
禅
」
、
「
東
洋
画
」

な
ど
と
関
連
す
る
こ
と
が
、
作
家
活
動
の
開
始
時
期
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
死
の
前
後
の
時
期
に
お
け
る
、
大
量
の

評
論
や
追
悼
文
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
く
つ
か
を
例
示
す

る
。

嘗

て

生

田

長

江

氏

が

漱

石

氏

の

ユ

ー

モ

ア

を

評

し

て

、

大

部

分

lustigerH
um

or

（

お
か
し
み
の
ユ
ー
モ
ア
（
？
）
）
で
あ
る
と
な
し
、

V
erzw

eifelter
H

um
or

（

必
死
の
ユ
ー
モ
ア
）
だ
と
か
、G

aldenhum
or

（
絞
首
台
の
ユ
ー
モ
ア
）
だ
と
か
い
ふ
も
の
が
な
い
と
言
つ
て
い

る
の
は
大
体
に
於
て
首
肯
し
得
る
所
だ
。
こ
れ
儒
教
思
想
と
俳
諧

趣
味
と
に
養
わ
れ
た
上
に
、
外
国
文
学
で
は
常
識
本
位
の
英
文
学

に
主
と
し
て
親
し
ま
れ
た
氏
に
と
つ
て
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

（
石
山
徹
郎
「
夏
目
漱
石
氏
の
芸
術
」

(
)

）

6

同
氏
は
人
も
知
る
如
く
英
京
に
留
学
中
予
て
涵
養
さ
れ
た
東
洋
独

特
の
俳
諧
趣
味
か
ら
西
洋
文
明
乃
至
は
泰
西
の
思
想
人
生
観
を
冷

か
に
客
観
的
に
観
取
し
て
此
処
に
同
氏
独
特
の
詩
的
才
筆
を
以
て

先
づ
『
倫
敦
塔
』
を
書
き
（
後
略
）

（
「
猫
の
主
人
公

夏
目
漱
石
先
生
逝
く
」

(
)

）

7

然
し
あ
の
人
の
ユ
ー
モ
ア
は
あ
の
人
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
。

或
る
人
も
云
つ
て
ゐ
た
や
う
に
、
あ
の
人
に
於
て
東
西
の
趣
味
が

融
合
一
致
し
て
ゐ
た
。
こ
の
点
は
鴎
外
さ
ん
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。

（
徳
田
秋
声
「
書
斎
の
人
」

(
)

）

8

こ

れ

ら

は

漱

石

の

晩

年

も

し

く

は

死

直

後

に

出

さ

れ

た

も

の

で

あ

る
。
「
趣
味
」
の
問
題
な
ど
の
面
で
、
東
西
両
洋
の
思
想
を
受
け
入
れ
、

表
現
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
徳
田
秋
声
の
も
の
に
は
、

漱
石
に
お
い
て
東
西
の
趣
味
が
「
融
合
一
致
」
し
、
そ
こ
に
独
自
の
も

の
が
産
み
出
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
徳
田
秋

声
の
も
の
と
同
じ
誌
上
に
載
っ
た
中
村
星
湖
の
文
章
で
は
、
漱
石
に
つ

い
て
「
東
洋
思
想
の
神
髄
を
掴
ま
れ
た
も
の
」

(
)

と
の
表
現
で
、
そ
の

9

修
養
の
深
さ
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
漱
石
の
同
時
代
の
評
論
や

追
悼
文
に
は
、
英
文
学
を
は
じ
め
と
し
た
西
洋
文
学
や
西
洋
思
想
に
触

れ
た
も
の
、
落
語
や
俳
諧
、
禅
や
道
義
観
念
に
言
及
し
た
も
の
な
ど
が

あ
り

、
「
東
西
」
や
「
伝
統
と
近
代
」
と
い
う
観
点
で
捉
え
る
と
き
、

様
々
な
ト
ピ
ッ
ク
が
見
い
だ
せ
る
。
こ
こ
に
は
、
同
時
代
の
他
の
作
家

と
の
比
較
と
い
う
点
で
漱
石
の
独
自
の
位
置
づ
け
が
う
か
が
え
る
が
、

そ
の
中
で
も
、
自
然
主
義
の
代
表
的
な
論
客
と
し
て
漱
石
と
も
論
争
を

し
た
長
谷
川
天
渓
の
次
の
漱
石
論
は
、
以
降
の
評
価
の
原
型
を
見
る
こ



- 3 -

と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

現
在
の
日
本
文
学
を
代
表
し
て
居
ら
れ
る
と
云
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ

日
本
文
学
の
当
に
赴
く
可
き
、
正
し
い
道
を
指
示
し
て
居
ら
れ
た

人
の
や
う
に
思
は
れ
る
の
は
、
吾
夏
目
さ
ん
で
あ
る
。
と
云
ふ
の

は
、
日
本
の
今
の
文
学
界
に
は
、
色
々
の
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
思
潮
が

流
れ
込
ん
で
来
て
は
居
る
が
、
其
れ
が
一
向
融
和
統
合
さ
れ
ず
、

各
自
は
な
れ

ぐ
に
な
つ
て
居
る
姿
で
あ
る
。
し
か
る
に
夏
目
さ

ん
は
英
文
学
に
精
通
さ
れ
、
漢
学
の
素
養
が
深
く
其
上
禅
文
学
を

も
究
め
、
凡
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
悉
皆
調
和
し
て
、
自
分
の
も
の

と
さ
れ
て
い
た
。
（
中
略
）

若
し
仮
り
に
東
西
文
明
を
綜
合
し
て
居
る
の
が
吾
日
本
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
東
西
文
学
を
綜
合
し
て
居
た
人
が
吾
が
夏
目
さ
ん
で
あ

っ
た
と

（
「
故
夏
目
漱
石
氏
の
根
本
思
想
」

(
)

）

10

天
渓
は
漱
石
を
「
英
文
学
に
精
通
」
す
る
と
と
も
に

、
「
漢
学
の
素

養

が

深

く

」
、

ま
た

「

禅
文

学
を

も

究

め

」
、

そ
し

て

こ

れ

ら
全

て
を

「
調
和
」
し
た
存
在
と
し
て
見
る
。
論
敵
で
も
あ
っ
た
漱
石
を
こ
こ
ま

で
賞
賛
し
て
い
る
の
は
、
漱
石
の
死
の
追
悼
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
と

い
う
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
他
の
と
こ
ろ
に
は
、

「
外
国
の
文
学
を
智
識
的
に
頭
に
入
れ
て
覚
ゑ
て
居
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
全
く
之
を
自
分
の
血
と
肉
に
し
て
人
格
的
に
統
一
さ
れ
て
居
た
」
、

「
漢
学
や
禅
文
学
の
場
合
に
於
て
も
、
之
を
単
に
一
遍
の
趣
味
の
上
か

ら
で
は
な
く
、
思
想
そ
の
も
の
の
妙
諦
を
取
容
れ
て
居
ら
れ
た
」
と
、

東
西
に
わ
た
る
知
識
や
思
想
を
「
自
分
の
も
の
」
と
し
て
い
た
こ
と
が

説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
天
渓
の
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
漱
石
が
伝
統

と
近
代
の
思
想
や
価
値
観
を
「
血
と
肉
に
し
て
」
身
に
つ
け
た
作
家
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
明
治
期
の
日
本
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、

以
降
の
漱
石
の
評
論
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
、
重
要
な
研

究
課
題
と
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
漱
石
の
死
か
ら
二
十
年
ほ
ど
経
ち
、
昭
和
十
年
に
岩
波
書

店
よ
り
『
決
定
版

漱
石
全
集
』
が
出
さ
れ
、
漱
石
の
作
品
が
文
学
研

究
の
対
象
と
さ
れ
て
い
く
時
期
、
漱
石
の
弟
子
の
一
人
で
あ
っ
た
安
倍

能
成
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

漱
石
に
於
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
東
洋
的
情
操
及
び
思

想
と
西
洋
的
情
操
及
び
思
想
と
の
彼
の
生
活
に
於
け
る
交
渉
で
あ

る
。
こ
れ
は
自
ら
東
洋
的

―
漢
詩
的
、
俳
句
的
な

―
文
学
と

西
洋
的

―
英
吉
利
的

―
文
学
と
の
間
に
立
つ
て
、
親
し
く
苦

労
を
重
ね
た
漱
石
自
身
の
生
き
た
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
更

に
拡
げ
て
は
東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
と
の
交
渉
と
い
ふ
、
文
化
史

的
に
見
て
我
が
国
に
独
特
な
全
般
的
問
題
で
あ
り
、
殊
に
漱
石
の

生
き
て
居
た
明
治
時
代
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
意
義
を
有
し
た
問

題
で
あ
る
。

（
安
倍
能
成
「
『
夏
目
漱
石
』
を
読
む
」

(
)

）

11

安
倍
は
「
東
洋
的
情
操
及
び
思
想
」
（
「
漢
詩
的
、
俳
句
的
」
）
と
「
西
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洋
的
情
操
及
び
思
想
」
（
「
英
吉
利
的
」
）
と
の
交
渉
を
漱
石
の
「
生
き

た
問
題
」
と
し
、
そ
の
問
題
が
広
く
は
「
我
が
国
に
独
特
な
全
般
的
問

題
」
で
あ
り
、
「
明
治
時
代
」
と
い
う
日
本
近
代
に
お
け
る
重
要
な
問

題
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
あ
り
方
は
、
そ
の
基
本
的

な
構
図
に
お
い
て
天
渓
と
同
型
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
近
代
文
学
の
研
究
が
本
格
化
し
、

漱
石
研
究
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
中
で
、
昭
和
四
十
二
年
に
出
さ

れ
た
『
夏
目
漱
石
必
携
』
に
お
い
て
、
吉
田
精
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

日
本
の
近
代
文
学
、
な
い
し
近
代
思
想
に
と
っ
て
、
最
大
の
問

題
の
一
つ
は
、
東
西
両
洋
を
ど
の
よ
う
に
調
和
し
、
あ
る
い
は
混

融
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
自
己
の
思
想
と
し
て
、
ど
の
程
度

に
身
に
体
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
一
方
だ
け

で
は
、
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
「
一
本
足
」
の
学
者
文
人
で
あ
っ
て
、

意
味
の
あ
る
近
代
文
化
の
創
造
に
参
加
し
え
な
い
。
両
者
の
そ
れ

ぞ
れ
の
深
さ
が
、
そ
し
て
ま
た
深
い
と
こ
ろ
で
の
混
じ
り
あ
い
の

度
が
、
そ
の
人
間
の
思
想
の
深
み
に
照
応
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

漱
石
は
鴎
外
と
と
も
に
、
文
学
者
・
作
家
と
し
て
、
こ
の
意
味

で
の
典
型
的
な
「
二
本
足
」
的
存
在
で
あ
っ
た
。
東
洋
と
西
洋
と

が
、
彼
ほ
ど
渾
然
と
深
い
と
こ
ろ
で
ミ
ッ
ク
ス
し
た
例
は
ま
れ
で

あ
っ
た
。

し
か
し
彼
の
場
合
の
「
東
洋
」
と
は
、
主
と
し
て
中
国
を
意
味

す
る
。

（
吉
田
精
一
「
漱
石
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋
」

(
)

）

12

吉
田
氏
は

、
「
日
本
の
近
代
文
学
、
な
い
し
近
代
思
想
」
の
問
題
と

い
う
大
き
な
観
点
か
ら
、
漱
石
を
鴎
外
と
と
も
に
東
洋
と
西
洋
に
ま
た

が
る
「
典
型
的
な
「
二
本
足
」
的
存
在
」
と
し
、
特
に
漱
石
に
つ
い
て
、

両
者
を
「
深
い
と
こ
ろ
で
ミ
ッ
ク
ス
し
た
例
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
捉
え
方
は
、
天
渓
や
安
倍
の
評
価
と
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
「
東
洋
」
に
つ
い
て
、
特
に
「
中
国
」
の
思
想
や
文
化
を
強
調
し
、

こ
の
後
の
本
論
に
お
い
て
老
荘
思
想
や
儒
学
、
禅
の
影
響
を
検
討
し
て

い
る
。

昭
和
五
十
七
年
に
発
行
さ
れ
た
『
講
座

夏
目
漱
石
』
の
第
五
巻

(
)13

に
は
、
「
漱
石
と
英
文
学
」
、
「
漱
石
と
亜
米
利
加
文
学
」
、
「
漱
石
と
フ

ラ
ン
ス
文
学
」
と
い
う
論
文
と
と
も
に
、
「
漱
石
と
老
荘
・
禅

覚
え

書

」
、
「
漱
石
と
江
戸

」
、
「
漱
石
と
謡
」

と
い
っ

た
タ
イ

ト
ル
の
論
文

が
並
ぶ
。
加
え
て
「
漱
石
に
お
け
る
古
今
東
西
」
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

留
学
時
期
と
禅
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
岡
三
郎
氏
の
論
文
が
あ
り
、
そ

の
論
の
末
尾
に
は
、
漱
石
が
「
古
今
と
東
西
（
の
文
化
や
学
識

—

藤

本
注
）
に
対
し
て
緊
迫
し
た
関
係
を
保
ち
」
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
熟
成
さ

せ
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る

(
)

。

14

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
を
東
西
両
洋
、
伝
統
と
近
代
と
い
う
観
点
か
ら

考
察
す
る
こ
と
は
、
漱
石
の
作
品
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
さ
れ
て

き
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
広
く
日
本
の
近
代
化
を
考
え
る

上
で
極
め
て
重
要
な
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。
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三
漱
石
を
伝
統
と
近
代
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
き
、
そ
の
ト
ピ
ッ

ク
は
多
岐
に
わ
た
る
。
比
較
文
学
研
究
者
の
平
川
祐
弘
氏
が
、
漱
石
に

つ
い
て
、
「
和
漢
洋
の
三
世
界
の
文
化
に
通
じ
、
自
在
に
文
筆
を
ふ
る

え
る
よ
う
な
人
は
、
二
十
世
紀
の
初
頭
に
は
西
洋
に
も
中
国
に
も
ア
フ

リ
カ
に
も
ア
メ
リ
カ
に
も
い
な
か
っ
た
」

(
)

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
漱

15

石
は
小
説
だ
け
で
な
く
、
若
い
時
期
か
ら
晩
年
に
い
た
る
ま
で
漢
詩
や

俳
句
を
作
る
と
と
も
に
、
あ
る
時
期
に
は
英
詩
を
作
成
し
て
い
る
。
加

え
て
文
学
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
絵
画
に
つ
い
て
も
、
南
画
や
江
戸
の

書
画
を
好
む
と
と
も
に
西
洋
の
印
象
派
絵
画
も
好
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
が
漱
石
の
小
説
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
す

で
に
様
々
な
研
究
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
本
論
文
は
漱
石
の
作
品
や
評

論
の
思
想
的
背
景
を

、
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
の
交
わ
り
と
い
う
観
点

か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
本
論
文
に
お
い
て
、
「
伝

統
」
は
明
治
維
新
以
前
の
東
洋
を
中
心
と
し
た
思
想
を

、
「
近
代
」
は

主
に
明
治
維
新
以
後
に
流
入
し
て
き
た
西
洋
を
中
心
と
し
た
思
想
を
指

す
。
確
認
し
た
よ
う
に
、
漱
石
は
作
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
治
期
を

代
表
す
る
思
想
家
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
作
品
や
評
論
の
意
義
を
考
え

る
こ
と
は
、
広
く
日
本
近
代
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
漱
石
の
作
品
や
評
論
に
お
い
て
、
儒
学
や
禅
と
い

っ
た
伝
統
的
な
教
養
と
、
新
た
に
流
入
し
て
き
た
近
代
的
な
思
想
が
ど

の
よ
う
に
交
わ
り
、
吉
田
氏
の
指
摘
す
る
「
ミ
ッ
ク
ス
」
が
行
わ
れ
た

の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

す
で
に
こ
の
よ
う
な
漱
石
の
思
想
的
背
景
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も

多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
分
量
的
に
多
い
の
は
西
洋
思
想
や
文
学
と
の

関
わ
り
で
あ
る
。
具
体
的
な
作
品
相
互
の
関
連
を
指
摘
す
る
比
較
文
学

研
究
に
お
い
て
は
、
古
く
は
板
垣
直
子
『
漱
石
文
学
の
背
景
』

(
)

に
よ

16

り
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
や
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
な
ど
、
数
多

く
の
西
洋
の
作
家
と
の
影
響
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
に

お
い
て
も
、
飛
ヶ
谷
美
穂
子
『
漱
石
の
源
泉
』(

)

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

17

漱
石
作
品
の
背
景
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
作
品
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
思
想
面
に
関
す
る
研
究
も
、
漱
石
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
受
容
と
作

品
へ
の
影
響
を
論
じ
た
小
倉
脩
三
『
夏
目
漱
石
』

(
)

や
、
ニ
ー
チ
ェ
と

18

の
関
連
を
論
じ
た
杉
田
弘
子
『
漱
石
の
『
猫
』
と
ニ
ー
チ
ェ
』

(

な
ど

19

の
研
究
書
が
あ
り
、
そ
の
他
事
典
類
で
の
指
摘
や
著
書
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
て
い
な
い
論
文
な
ど
も
数
多
く
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
作
品
や
思
想

の
淵
源
を
探
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
日
本
文
学
史
や
思
想
史
に
お
け
る

西
洋
思
想
の
受
容
と
い
う
側
面
か
ら
、
漱
石
の
作
品
を
捉
え
る
も
の
で

も
あ
る
。
そ
し
て
、
漱
石
が
西
洋
文
学
、
西
洋
思
想
と
問
題
意
識
を
共

有
し
つ
つ
作
品
を
創
っ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
、
漱
石
の
作
品
を
、

よ
り
広
く
西
洋
文
学
や
思
想
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
も
の
と
も
言

え
る
。
本
論
文
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
文
章
の
照
応
を
も
と
に
、
背

景
と
な
る
文
学
作
品
や
思
想
書
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
漱
石
の
作

品
や
評
論
の
中
の
西
洋
的
文
脈
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
義
を
考
察
す

る
。
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一
方
で
小
説
作
品
に
お
け
る
伝
統
文
化
や
東
洋
思
想
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
例
え
ば
近
世
日
本
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
と

さ
れ
る
儒
学
に
つ
い
て
は
、
平
成
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
夏
目
漱
石
事

典
』

(
)

に
「
漱
石
が
禅
や
老
荘
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
知

20

ら
れ
て
い
る
が
、
儒
学
と
の
関
連
を
云
々
す
る
評
者
は
少
な
い
」
と
あ
る

よ
う
に
、
分
量
的
に
も
決
し
て
多
く
は
な
く
、
十
分
に
研
究
さ
れ
て
き
た

と
は
言
い
難
い
。
禅
に
つ
い
て
も
、
加
藤
二
郎
『
漱
石
と
禅
』

(
)

を
は
じ

21

め
と
し
た
成
果
も
あ
り
、
そ
の
関
わ
り
が
常
に
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、

評
論
や
作
品
内
の
禅
に
関
わ
る
部
分
と
禅
書
と
の
対
比
な
ど
、
す
べ
き
作

業
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る

(
)

。
近
年
発
行
さ
れ
た
『
漢
文
脈
の
漱
石
』
の

22

「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
編
者
の
山
口
直
孝
氏
は
「
文
学
者
の
功
績
は
こ

れ

ま

で

西

洋

の

思

想

・

文

化

の

受

容

面

か

ら

の

み

語

ら

れ

が

ち

で

あ

っ

た
。
彼
ら
が
最
初
に
獲
得
し
た
知
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
十
分

に
光
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
観
が
あ
る
」

(
)

と
指
摘
し
て
お
り
、
漱

23

石
の
文
学
活
動
に
お
い
て

「
漢
文
脈
」
が
果
た
し
た
意
義
を
よ
り
明
確

に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

四
具
体
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
の
は

、
「
自
己
本

位
」
に
お
け
る
儒
学
の
役
割
、
そ
し
て
漱
石
晩
年
の
禅
へ
の
接
近
と
西

洋
思
想
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

漱
石
と
儒
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
の
中
で
重
視
さ
れ
る

点
を
大
ま
か
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
初
期
の
『
野
分
』

や
『
虞
美
人
草
』
に
は
「
封
建
的
な
道
徳
」
の
主
張
が
読
み
取
れ
る
が
、

『
そ
れ
か
ら
』
以
降
の
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
関
心
が
薄
れ
、

近
代
知
識
人
の
問
題
が
前
面
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

の
根
底
に
は
一
貫
し
て
儒
学
的
な
道
徳
観
が
残
り
続
け
た
。
す
な
わ
ち

儒
学
を
旧
来
の
道
徳
を
代
表
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
漱
石
の
健

全
な
道
徳
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。
一
般
に
、
儒
学
を
中
心
と

し
た
漢
学
は
、
明
治
期
以
降
に
お
い
て
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
と
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
漱
石
に
お
け
る
漢
学
に
つ
い
て
も
、
西
洋
思
想
受

容
の
上
で
の
積
極
的
な
意
義
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
れ
に
対

し
、
本
論
文
の
第
一
部
に
お
い
て
、
西
洋
的
な
「
自
己
」
を
中
心
と
し

た
倫
理
と
儒
学
思
想
と
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、「
自
己
本
位
」

の
確
立
に
お
い
て
儒
学
思
想
が
果
た
し
た
積
極
的
な
役
割
を
明
ら
か
に

す
る
。

次
に
、
漱
石
と
禅
の
関
係
で
あ
る
が
、
漱
石
が
晩
年
に
お
い
て
禅
に

接
近
し
た
こ
と
は
作
品
や
様
々
な
資
料
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

禅
へ
の
接
近
は
近
代
に
対
す
る
反
発
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
単
純
な
前
時
代
的
な
も
の
へ
の
回
帰
と
見
る
べ
き
で
は
な

い
。
本
論
文
の
第
二
部
に
お
い
て
は
、
漱
石
の
禅
認
識
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
晩
年
に
お
け
る
禅
へ
の
接
近
が
、
西
洋
に
お
け
る
「
反

＝
近
代
」
の
思
想
と
歩
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

こ
と
で
、
晩
年
の
禅
へ
の
接
近
の
意
義
を
再
考
す
る
。

【
注
記
】

(
)

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
。
引
用
は
、
『
文
明
論
之
概
略
』

1
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（
岩
波
書
店
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
三
月
）
に
よ
る
。

(
)

初
出
は

、
『
文
学
論
』
（
大
倉
書
店
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）

2

年
五
月
）
。

(
)

初
出
は
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
（
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年

3

一
月
五
日
）
。

(
)

初
出
は
、
「
学
生
タ
イ
ム
ス
」
（
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
一

4

月
）
。

(
)

も
と
も
と
明
治
四
十
四
年
八
月
十
八
日
に
大
阪
市
で
行
わ
れ
た

5

講
演
。
文
章
と
し
て
は
、『
朝
日
講
演
集
』（
朝
日
新
聞
合
資
会
社
、

明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
十
一
月
）
に
集
録
。

(
)

「

帝
国

文
学

」
大

正
五

（
一

九
一

六
）

年
四

月

～
同

年
六

月
。

6

引
用

は
平
岡
敏

夫
編
『

夏
目
漱

石
研
究
資

料
集
成

』
（
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
五
月
）
の
第
二
巻
に
よ
る
。

(
)

「

中
央

新
聞

」
大

正
五

（
一

九
一

六
）

年
十

二
月

十
日

。

引
用

7

は
『
夏
目
漱
石
研
究
資
料
集
成
』
の
第
二
巻
に
よ
る
。

(
)

「

新
小

説
」

大
正

六
（

一

九
一

七
）

年
一

月
、

引
用

は
『

夏
目

8

漱
石
研
究
資
料
集
成
』
の
第
三
巻
に
よ
る
。

(
)

「
新

小
説

」
大

正
六

（
一

九
一

七
）

年
一

月

。
引

用
は
『

夏
目

9

漱
石
研
究
資
料
集
成
』
の
第
三
巻
に
よ
る
。

(
)

「
時
事
新
報
」
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
十
二
月
十
六
日
。
引

10

用
は
『
夏
目
漱
石
研
究
資
料
集
成
』
の
第
二
巻
に
よ
る
。

(
)

「

思
想

」
昭

和
十

三
年

九
月

。
引

用
は

『
夏

目

漱
石

研
究

資
料

11

集
成
』
の
第
九
巻
に
よ
る
。

(
)

『
夏
目

漱
石

必

携
』

学
灯

社
、

昭
和

四
十

四
（

一
九

六
九

）
年

12

四
月

(
)

三
好
雄
好
他
編
『
講
座

夏
目
漱
石

第
五
巻
〈
漱
石
の
知
的

13

空
間
〉
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
四
月

(
)

『
講
座

夏
目
漱
石

第
五
巻
〈
漱
石
の
知
的
空
間
〉
』

頁

14

133

(
)

平
川
祐
弘
『
内
と
外
か
ら
の
夏
目
漱
石
』
河
出
書
房
新
社
、
平

15

成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
七
月
、

頁
484

(
)

板
垣
直
子
『
漱
石
文
学
の
背
景
』
鱒
書
房
、
昭
和
三
十
一
（
一

16

九
五
六
）
年
七
月

(
)

飛
ヶ
谷
美
穂
子
『
漱
石
の
源
泉

創
造
へ
の
階
梯
』
慶
應
義
塾

17

大
学
出
版
会
、
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
十
月

(
)

小
倉
脩
三
『
夏
目
漱
石

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
受
容
の

18

周
辺
』
有
精
堂
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
二
月

(
)

杉
田
弘
子
『
漱
石
の
『
猫
』
と
ニ
ー
チ
ェ

稀
代
の
哲
学
者
に

19

震
撼
し
た
近
代
日
本
の
知
性
た
ち
』
白
水
社
、
平
成
二
十
二
（
二

〇
一
〇
）
年
二
月

(
)

三
好
行
雄
編
『
夏
目
漱
石
事
典
』
学
灯
社
、
平
成
四
（
一
九
九

20

二
）
年
四
月

(
)

加
藤
二
郎
『
漱
石
と
禅
』
翰
林
書
房
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）

21

年
十
月

(
)

松

本

常

彦

「

漱

石

と

禅

―
「

行

人

」

の

場

合

―
」
（
「
語

22

文
研
究
」
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
十
二
月
）
に
『
行
人
』
「
塵

労
」
篇
に
つ
い
て
、
一
郎
が
希
求
す
る
「
禅
的
世
界
」
の
内
実
、

ま
た

そ
の
限
界

を
探
る

た
め
に

も
「
「
禅
的
」

文
脈
を
一
旦
は
禅

の
章
句
と
具
体
的
に
対
比
す
る
作
業
が
不
可
欠
」
と
い
う
指
摘
が
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あ
る
。

(
)

山
口
直
孝
編
『
漱
石
と
漢
文
脈
』
翰
林
書
房
、
平
成
三
十
年
三

23

月
、

頁
204
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第
一
部

「
自
己
本
位
」
に
お
け
る
儒
学
の
影
響

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
漱
石
は
「
私
の
個
人
主
義
」(

)

に
お
い
て
「
私

1

は
此
自
己
本
位
と
い
ふ
言
葉
を
自
分
の
手
に
握
つ
て
か
ら
大
変
強
く
な

り
ま
し
た
」
と
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
に
到
達
し
た
自
ら
の
「
自
己
本
位
」

の
立
場
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
自
己
本
位
」
は
自
ら
に
対
す

る
次
の
よ
う
な
反
省
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

今
迄
は
全
く
他
人
本
位
で
、
根
の
な
い
萍
の
や
う
に
、
其
所
い
ら

を
で
た
ら
め
に
漂
よ
つ
て
ゐ
た
か
ら
、
駄
目
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事

に
漸
く
気
が
付
い
た
の
で
す
。
私
の
こ
ゝ
に
他
人
本
位
と
い
ふ
の

は
、
自
分
の
酒
を
人
に
飲
ん
で
貰
つ
て
、
後
か
ら
其
品
評
を
聴
い

て
、
そ
れ
を
理
が
非
で
も
さ
う
だ
と
し
て
仕
舞
ふ
所
謂
人
真
似
を

指
す
の
で
す

。
（
中
略
）
譬
へ
ば
あ
る
西
洋
人
が
甲
と
い
ふ
同
じ

西
洋
人
の
作
物
を
評
し
た
の
を
読
ん
だ
と
す
る
と
、
其
評
の
当
否

は
丸
で
考
へ
ず
に
、
自
分
の
腑
に
落
ち
や
う
が
落
ち
ま
い
が
、
無

暗
に
其
評
を
触
れ
散
ら
か
す
の
で
す
。

（
「
私
の
個
人
主
義
」
）

漱
石
の
「
自
己
本
位
」
は

、
「
他
人
本
位
」
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、

そ
の
「
他
人
」
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
西
洋
人

に
よ
る
評
価
や
価
値
観
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
と
き
の
漱
石
の
「
自

己
」
を
支
え
る
も
の
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か

。
「
自
己
本
位
」
を
獲
得

し
た
と
さ
れ
る
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
の
自
ら
を
振
り
返
っ
た
も
の
に
『
文

学
論
』
の
「
序
」

(
)

が
あ
り
、
そ
の
経
緯
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

2

る
。

翻
つ
て
思
ふ
に
余
は
漢
籍
に
於
て
左
程
根
底
あ
る
学
力
あ
る
に
あ

ら
ず
、
然
も
余
は
充
分
之
を
味
ひ
得
る
も
の
と
自
信
す
。
余
が
英

語
に
於
け
る
知
識
は
無
論
深
し
と
云
ふ
可
か
ら
ざ
る
も
、
漢
籍
に

於
け
る
そ
れ
に
劣
れ
り
と
は
思
は
ず
。
学
力
は
同
程
度
と
し
て
好

悪
の
か
く
迄
に
岐
か
る
ゝ
は
両
者
の
性
質
の
そ
れ
程
に
異
な
る
が

為
め
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
換
言
す
れ
ば
漢
学
に
所
謂
文
学
と
英

語
に
所
謂
文
学
と
は
到
底
同
定
義
の
下
に
一
括
し
得
る
べ
か
ら
ざ

る
異
種
類
の
も
の
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。

（
『
文
学
論
』
「
序
」
）

漱
石
の
「
自
己
」
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
西
洋
的
な
感
性
と
は
異
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な
る
、
東
洋
的
な
感
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

東
洋
的
な
趣
味
を
そ
の
ま
ま
「
自
己
」
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
「
序
」
が
書
か
れ
た
一
年
ほ
ど
前
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。凡

て
物
を
判
断
す
る
の
標
準
は
世
と
時
と
を
問
は
ず
現
在
が
標
準

で
あ
る
、
自
己
が
標
準
と
な
る
の
で
あ
る
、
千
古
に
貫
く
標
準
と

か
或
は
東
西
を
通
じ
た
標
準
も
あ
ら
う
、
然
し
茲
所
に
は
そ
れ
は

サ
テ
措
て
、
ツ
マ
リ
こ
れ
ら
の
有
無
に
拘
は
ら
ず
標
準
は
自
分
自

身
で
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
、
昔
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
歴
史
の
中

か
ら
自
か
ら
得
来
つ
た
趣
味
と
、
西
洋
の
文
化
か
ら
自
か
ら
が
得

来
つ
た
趣
味
と
が
標
準
と
な
る
の
で
、
こ
れ
が
吾
人
の
標
準
で
あ

る
、
こ
れ
が
自
分
の
標
準
と
な
る
の
で
あ
る
、
然
る
を
そ
れ
を
棄

て
ゝ
単
に
西
洋
の
批
評
家
が
言
つ
た
事
を
そ
の
ま
ゝ
に
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
ソ
ウ
解
釈
し
た
く
は
な
い
が
西
洋
人
が
言
つ
た

こ
と
で
あ
る
か
ら
な
ど
ゝ
い
ふ
の
は
、
西
洋
に
心
酔
し
た
も
の
で

随
分
馬
鹿
気
た
話
で
あ
る
、

（
「
戦
後
文
界
の
趨
勢
」

(
)

）

3

漱
石
の
こ
の
言
葉
は
、
当
時
の
「
西
洋
の
批
評
家
」
を
受
け
売
り
す

る
風
潮
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
西
洋
人
の
価
値
観
を
そ

の
ま
ま
受
け
売
り
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
姿
勢
に
漱
石
の
「
自
己
本
位
」

が

あ

り

、
そ

の
支

え
と

し

て
「

漢
学

」
、
「

昔
か

ら

今

日

に

至

る

ま

で

の
歴
史
の
中
か
ら
自
か
ら
得
来
つ
た
趣
味
」
が
存
在
し
た
、
と
一
応
は

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
目
し
た
い
の
は

、
「
自
己
本
位
」
と
い

う
一
見
極
め
て
西
洋
的
な
価
値
観
を
も
と
に
し
た
言
葉
に
も
、
東
洋
的

な
思
惟
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

漱
石
と
漢
学
と
の
関
わ
り
は
、
そ
の
生
涯
の
あ
ら
ゆ
る
時
期
に
様
々

な
形
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
幼
い
頃
か
ら
漢
籍
に
親
し
み
、
明
治
十

四
年
に
は
漢
学
塾
で
あ
る
二
松
学
舎
に
入
学
し
、
一
年
ほ
ど
で
は
あ
る

が
漢
学
を
学
ん
で
い
る
。
後
年
「
元
来
僕
は
漢
学
が
好
で
随
分
興
味
を

有
つ

て

漢

籍

は
沢

山
読

ん

だ

も

の
で

あ

る

」
（
「
落
第

」

(
)

）
と

回

想

4

す
る
よ
う
に
、
漢
籍
は
漱
石
の
教
養
形
成
の
基
盤
と
な
っ
た
。
ま
た
晩

年
に
は

、
「
午
後
の
日
課
と
し
て
漢
詩
を
作
り
ま
す
」

(
)

と
書
簡
で
述

5

べ
る
よ
う
に
、
漢
詩
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
学
に
よ
る
教
養
の
中
で
、
特
に
重
視
す
べ
き
も
の
が

儒
学
の
影
響
で
あ
る
。
た
だ
、
漱
石
が
学
ん
だ
儒
学
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
一
定
の
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
漱
石
の

言
及
が
乏
し
い
な
ど
の
資
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
十
分
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
。
先
に
触
れ
た
談
話
「
落
第
」
で
は

、
「
漢
籍
」
を
「
沢

山
読
ん
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
漢
籍
」
に
つ
い
て
、
「
考
へ
て
見
る

と
漢
籍
許
り
読
ん
で
此
の
文
明
開
化
の
世
の
中
に
漢
学
者
に
な
つ
た
処

が
仕
方
な
し
」
な
ど
と
も
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
漢
学
者
」
は
、
例

え
ば
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
迷
亭
の
台
詞
に
「
な
あ
に
漢
学
者
で
さ

あ
、
若
い
時
聖
堂
で
朱
子
学
か
、
何
か
に
凝
り
固
ま
つ
た
も
の
だ
か
ら
」

（
三
）
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
江
戸
時
代
に
正
学
と
さ
れ
た
朱
子
学

を
中
心
と
し
た
儒
学
を
修
め
た
人
物
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
か
ら

、
「
漢
籍
」
の
中
味
と
し
て
儒
学
に
関
連
し
た
書
籍
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が
か
な
り
の
量
を
し
め
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で

は
朱
子
学
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
漱
石
の
儒
学
の
教
養
が
陽
明

学
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(
)

。

6

ま
た
二
松
学
舎
で
漱
石
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
た
か
に
つ
い
て

も
、
や
は
り
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
「
落
第
」
で
「
講
義
」

を
聞
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
中
洲
の
講
義
が
『
論
語
』
、

『
孟
子
』
、
『
文
章
規
範
』
、
『
荘
子
』
、
『
書
経
』
、
『
韓
非
子
』
、
『
中
庸
』

な
ど
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る

(
)

が
、
具
体
的

7

に
漱
石
が
何
を
学
ん
だ
か
は
断
定
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
中
洲
自
身
は

陽
明
学
を
信
奉
し
て
い
た
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
朱
子
の
注
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い

(
)

。

8

そ
の
他
、
日
本
の
近
世
儒
学
に
つ
い
て
は

、
「
余
が
文
章
に
裨
益
せ

し
書
籍
」(

)

で
「
漢
文
で
は
享
保
時
代
の
徂
徠
一
派
の
文
章
が
好
き
だ
。

9

簡
潔
で
句
が
締
つ
て
ゐ
る
。
安
井
息
軒
の
文
は
今
も
時
々
読
む
が
、
軽

薄
で
な
く
浅
薄
で
な
く
て
よ
い
。
ま
た
林
鶴
梁

の
『
鶴
梁
全
集
』
も
面

白
く
読
ん
だ
」
や
『
思
い
出
す
こ
と
な
ど
』

(
)

で
「
子
供
の
時
聖
堂
の

10

図
書
館
へ
通
つ
て
、
徂
徠
の
蘐
園
十
筆
を
無
暗
に
写
し
取
つ
た
」
な
ど

と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
幼
少
期
に
儒
学
を
学
ん
だ
こ
と
は
一
体
い
か
な
る
意
味

を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
渡
辺
和
靖
氏
は
、
明
治
維
新
前
後
に
生
ま
れ
た
人

た
ち
が
受
け
た
、
こ
の
よ
う
な
幼
少
期
の
儒
学
の
学
び
を
「
直
接
体
験

と
し
て
の
儒
学
」
と
し
、
「
素
養
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
上
で
、

「
そ
れ
は
単
に
思
想
形
成
の
一
要
素
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
少
年
時

代
の
生
活
全
体
を
通
じ
て
の
直
接
体
験
と
し
て
彼
ら
の
精
神
の
内
奥
に

深
く
獲
得
さ
れ
た
」
も
の
と
述
べ
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て

い
る

(
)

。
こ
の
よ
う
な
儒
学
の
「
素
養
」
が
、
漱
石
に
お
い
て
も
そ
の

11

後
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
漱
石
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
広
く

明
治
期
の
日
本
の
知
識
人
に
あ
て
は
ま
る
問
題
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
に
お
け
る
哲
学
の
歴
史
的
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、

ま
ず
わ
れ
わ
れ
が
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
最
初
に
哲

学
を
受
容
し
た
人
た
ち
の
経
歴
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
人

生
の
前
半
に
お
い
て
漢
学
（
と
く
に
宋
学
）
を
学
び
、
中
途
で
洋

学
に
転
向
し
て
い
る
。
西
周
、
津
田
真
道
、
西
村
茂
樹
、
加
藤
弘

之
、
福
沢
諭
吉
等
、
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
や
動
機

に
つ
い
て
は
人
に
よ
っ
て
は
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
幼
少
の

頃
か
ら
儒
学
で
鍛
え
ら
れ
、
そ
の
後
に
蘭
学
や
英
学
に
転
じ
た
と

い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
彼
ら
は
彼
ら
の
生
涯
に
お
い
て
二

度
、
教
育
を
受
け
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
異
質
な
教
育

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
わ
が
国
に
お
け
る
哲
学
の
主

要
な
特
質
を
形
成
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
西
洋
の
哲
学
を
受
容

す
る
際
、
彼
ら
が
幼
少
の
頃
か
ら
身
に
つ
け
た
儒
教
的
教
養
で
も

っ
て
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
。
い
わ
ば
儒
教
と
い
う
眼
鏡
を
と
お
し

て
、
そ
の
眼
鏡
に
映
っ
た
西
洋
の
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の

で

あ

る

（

の

ち

に

、

こ

れ

に

仏

教

と

い

う

別

の

眼

鏡

が

加

わ

っ

た
）
。

（
小
坂
国
継
「
日
本
の
近
代
化
と
哲
学
」

(
)

）

12
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明
治
知
識
人
の
「
儒
教
的
教
養
」
か
ら
、
一
見
西
洋
的
な
思
想
や
考

え
と
見
ら
れ
る
も
の
に
、
儒
学
が
深
く
浸
透
す
る
こ
と
で
変
容
す
る
可

能
性
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
事
態
は
、
先
に
見
た
漱
石
の
「
自

己
本
位
」
の
考
え
方
に
も
想
定
さ
れ
る
。

第
一
部
で
は
、
漱
石
の
「
自
己
本
位
」
や
作
品
内
で
の
「
自
己
（
自

我
）
の
確
立
」
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
西
洋
的
な
思
想
を
受
容
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
が
漱
石
の
中
で
い
か
に
変
容
し
て
い
く
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
漱
石
の
書
簡
の
「
イ
ブ

セ
ン
流
」
と
い
う
言
葉
の
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
自
己
」

の
問
題
を
考
察
す
る
。
明
治
四
十
年
ご
ろ
に
流
行
し
た
イ
プ
セ
ン
は
、

そ
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る
『
人
形
の
家
』
（A

D
oll's

H
ouse

）
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
洋
的
な
「
自
己
」
を
主
張
す
る
「
新
し
い
思
想

家
」

(
)

と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
。
本
章
で
は
、
漱
石
が
イ
プ
セ
ン
作

13

品
か
ら
「
自
己
」
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
と
い
う
点
を
儒
学

と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
す
る
。
次
に
第
二
章
で
は

、
『
そ
れ
か
ら
』
を

取
り
上
げ
る
。
主
人
公
で
あ
る
代
助
は
、
「
誠
」
に
代
表
さ
れ
る
「
旧

時
代
の
日
本
」
の
価
値
観
を
否
定
す
る
「
近
代
的
知
識
人
」
で
あ
り
、

そ
の
代
助
の
三
千
代
へ
の
告
白
は

、
「
自
己
（
自
我
）
の
確
立
」
と
し

て
読
ま
れ
て
き
た
。
本
章
に
お
い
て
は
、
代
助
の
行
動
の
背
景
に
「
誠
」

と
い
う
日
本
近
世
儒
学
思
想
の
影
響
を
読
み
込
ん
で
い
く
。

【
注
記
】

(
)

も
と
は
大
正
三
年
十
一
月
二
十
五
日
に
学
習
院
で
行
わ
れ
た
講

1

演
。

文
章
と
し

て
は

、
『
孤
蝶

馬
場
勝
弥

氏
立
候
補

後
援

現
代

文
集

』
（
実
業
之
世

界
、
大

正
四
（
一

九
一
五
）

年
三
月
）
に
集

録
。

(
)

『
文
学
論
』
の
「
序
」
は
、
『
文
学
論
』
に
先
だ
っ
て
「
読
売
新

2

聞

」
（
明
治
三

十
九
（
一
九

〇
六
）

年
十
一

月
四
日
）
に
掲
載
さ

れ
た
。

(
)

初
出
は

、
「
新
小
説

」
明
治
三

十
八
（
一

九
〇
五
）
年
八
月
。

3

(
)

初
出
は

、
「
中
学
文
芸
」
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
六

4

月
。

(
)

大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
八
月
二
十
一
日
、
久
米
正
雄
・
芥
川

5

龍
之
介
宛
書
簡

(
)

佐
古
純
一
郎
「
夏
目
漱
石
の
文
学
と
陽
明
学
」
（
『
漱
石
論
究
』

6

朝
文
社
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
五
月
）

(
)

阿
部
和
正
「
漢
学
塾
の
な
か
の
漱
石

―
漱
石
初
期
文
芸
に
お

7

け
る
「
漢
学
者
」
」
（
山
口
直
孝
編
『
漢
文
脈
の
漱
石
』
翰
林
書
房
、

平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
三
月
）

(
)

海
老
田
輝
巳
「
夏
目
漱
石
と
儒
学
思
想
」
（
「
九
州
女
子
大
学
紀

8

要
」
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
二
月
）

(
)

初
出
は
、
「
文
章
世
界
」
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
三
月
。

9
(

)

初
出

は

、
「
東
京

朝
日
新
聞

」
明
治
四

十
三
（

一
九
一
〇
）
年

10

十
月
二
十
九
日
か
ら
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
二
月
二
十
日

ま
で
、
三
十
二
回
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
掲
載
。

(
)

渡
辺
和
靖
「
Ⅰ

方
法
論
的
考
察

」
（
『
明
治
思
想
史
』
ペ
リ

11

カ
ン
社
、
昭
和
五
十
三
（
一
九
七
八
）
年
十
一
月
）
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(
)

小
坂
国
継
『
近
代
日
本
哲
学
の
な
か
の
西
田
哲
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ

12

ァ
書
房
、
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
九
月
、

～

頁

7

8

(
)

イ
プ
セ
ン
の
死
の
直
後

、
「
早
稲
田
文
学
」
の
「
イ

プ
セ
ン
特

13

集
」
で
高
安
月
郊
は
イ
プ
セ
ン
を
「
君
は
道
徳
家
な
り
、
し
か
も

老
朽
せ
る
権
威
に
服
せ
ざ
る
者
な
り
、
腐
敗
せ
る
形
式
を
破
る
者

な
り
、
新
代
の
要
求
を
解
し
、
精
神
の
上
に
、
真
情
の
上
に
新
な

る
道
徳
を
置
か
ん
と
す
る
者
な
り
、
し
か
も
抽
象
的
に
論
ぜ
ず
し

て
、
具
象
的
に
示
し
、
哲
理
的
に
説
か
ず
し
て
、
劇
的
に
提
出
す
」

（
「
イ
ブ
セ
ン
を
吊
ふ

」
（
「
早
稲
田
文
学
」
明
治
三
十
九
（
一
九

〇
六
）
年
七
月
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
プ
セ
ン
受
容

を

藤
木
宏

幸
氏
は

、
「

イ
プ

セ
ン
が

ひ
と
り

の
劇
作
家
と
し
て
よ

り
も
、
「
新
し
い
思
想
家
」
と
し
て
衝
撃
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
」

と
ま
と
め
て
い
る

。
（
「
イ
プ
セ
ン

」
（
福
田
光
治
他
編
『
欧
米
作

家

と
日
本

近
代
文
学

第
三
巻

ロ
シ

ア
・
北
欧
・
南
欧
篇

』
、

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
一
月
）
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第
一
章

「
自
己
本
位
」
に
お
け
る
イ
プ
セ
ン
と
儒
学

―
漱
石
の
「
イ
ブ
セ
ン
流
」
書
簡
を
め
ぐ
っ
て

―

一

は
じ
め
に

只
き
れ
い
に
う
つ
く
し
く
暮
ら
す
即
ち
詩
人
的
に
く
ら
す
と
い

ふ
事
は
生
活
の
意
義
の
何
分
一
か
知
ら
ぬ
が
矢
張
り
極
め
て
僅
少

な
部
分
か
と
思
ふ
。
で
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
。
あ

れ
も
い
ゝ
が
矢
張
り
今
の
世
界
に
生
存
し
て
自
分
の
よ
い
所
を
通

さ
う
と
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
イ
ブ
セ
ン
流
に
出
な
く
て
は
い
け

な
い
。

此
点
か
ら
い
ふ
と
単
に
美
的
な
文
学
は
昔
の
学
者
が
冷
評
し
た

如
く
閑
文
字
に
帰
着
す
る
。
俳
句
趣
味
は
此
閑
文
字
の
中
に
逍
遥

し
て
喜
ん
で
居
る
。
然
し
大
な
る
世
の
中
は
か
ゝ
る
小
天
地
に
寐

こ
ろ
ん
で
居
る
様
で
は
到
底
動
か
せ
な
い
。
然
も
大
に
動
か
さ
ゞ

る
べ
か
ら
ざ
る
敵
が
前
後
左
右
に
あ
る
。
苟
も
文
学
を
以
て
生
命

と
す
る
も
の
な
ら
ば
単
に
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
出
来
な
い
。
丁

度
維
新
の
当
（
志
）
士
勤
王
家
が
困
苦
を
な
め
た
様
な
了
見
に
な

マ
マ

ら
な
く
て
は
駄
目
だ
ら
う
と
思
ふ
。
間
違
つ
た
ら
神
経
衰
弱
で
も

気
違
で
も
入
牢
で
も
何
で
も
す
る
了
見
で
な
く
て
は
文
学
者
に
な

れ
ま
い
と
思
ふ
。
（
中
略
）

僕
は
一
面
に
於
て
俳
諧
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於

て
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士

の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
つ
て
見
た
い
。

こ
れ
は
、
漱
石
が
明
治
三
十
九
年
に
鈴
木
三
重
吉
に
宛
て
た
書
簡

(
)1

で
あ
る
。
漱
石
が
こ
の
書
簡
に
お
い
て
、
自
ら
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢

を
「
イ
ブ
セ
ン
流
」
と
表
現
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
従
来

の
研
究
に
お
い
て
も
こ
の
書
簡
は
、
「
草
枕
」(

)

か
ら
「
二
百
十
日
」(

)

2

3

「

野

分

」

(
)

に

お

け

る
作

風

の

変
化

に

あ

わ

せ
て

、
「
「
草

枕
」

否

定

4

か
ら
「
志
士
的
文
学
」
へ
」

(
)

や
「
文
明
批
評
家
と
し
て
の
作
家
漱
石

5

の
自
立
」

(
)

な
ど
と
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
「
イ
ブ
セ

6

ン
流
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
た
と
え
ば

「
野
分
」
が
「
イ
プ
セ
ン
流
の
問
題
小
説
」(

)

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

7

社
会
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
く
側
面
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
き
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
漱
石
は
談
話
な
ど
で
イ
プ
セ
ン
に
つ
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い
て
言
及
し
て
お
り
、
イ
プ
セ
ン
の
作
品
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え

て
い
る
。
一
例
と
し
て
は
、
談
話
「
文
学
談
」

(
)

に
お
い
て
文
学
を
高

8

い
見
識
を
も
っ
た
作
者
に
よ
る
「
一
種
の
勧
善
懲
悪
」
で
あ
る
と
述
べ
、

そ
の
代
表
者
に
イ
プ
セ
ン
を
挙
げ
て
い
る
。
当
時
の
漱
石
が
、
イ
プ
セ

ン
の
作
品
に
自
ら
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
と
共
通
し
た
も
の
を
見
る
と

い
う
、
強
い
親
和
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
一
方
で
、
漱
石
は
イ
プ
セ
ン
作
品
を
否
定
的
に
も
語
っ
て
い

る
。
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」

(
)

に
お
い
て
、
こ
の
頃
興
隆
し
て
き
た

9

自
然
主
義
が
「
真
」
を
描
く
こ
と
の
み
を
重
視
す
る
風
潮
を
「
真
に
対

す
る
理
想
の
偏
重
」
と
し
て
批
判
す
る
上
で
、
そ
の
代
表
と
し
て
イ
プ

セ
ン
作
品
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

必
竟
ず
る
に
只
真
と
云
ふ
理
想
丈
を
標
準
に
し
て
作
物
に
対
す
る

為
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ひ
ま
す
。
現
代
の
作
物
に
至
る
と
、
此

弊
を
受
け
た
も
の
は
枚
挙
に
遑
あ
ら
ざ
る
程
だ
ら
う
と
考
へ
る
。

ヘ
ダ
、
ガ
ブ
レ
ル
と
云
ふ
女
は
何
の
不
足
も
な
い
の
に
、
人
を
欺

い
た
り
、
苦
し
め
た
り
、
馬
鹿
に
し
た
り
、
ひ
ど
い
真
似
を
や
る
、

徹
頭
徹
尾
不
愉
快
な
女
で
、
此
不
愉
快
な
女
を
書
い
た
の
は
有
名

な
イ
ブ
セ
ン
氏
で
あ
り
ま
す
。

（
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
第
十
八
回
）

漱
石
は
、
『
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
』
（H

edda
gabler

）
の
ヘ
ッ
ダ
を
、

「
徹
頭
徹
尾
不
愉
快
な
女
」
と
し
て
そ
の
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
「
真
」
の
偏
重
と
い
う
イ
プ
セ
ン
の
特
徴
は
、
例
え

ば
長
谷
川
天
渓
が
「
幻
滅
時
代
の
芸
術
」

(
)

で
「
真
実
其
の
物
に
基
礎

10

を
定
め
た
」
芸
術
の
代
表
と
し
て
イ
プ
セ
ン
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

典
型
的
な
イ
プ
セ
ン
理
解
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
先
の
「
イ
ブ

セ
ン
流
」
と
い
う
言
葉
が

、
「
こ
の
よ
う
な
表
現
で
大
ま
か
な
意
味
が

通

る

程

に

イ

プ

セ

ン

の

作

品

は

当

時

の

日

本

人

の

間

で

読

ま

れ

て

い

た
」

(
)

と
さ
れ
る
ほ
ど
、
イ
プ
セ
ン
作
品
の
受
容
熱
が
高
ま
っ
た
時
代

11

で
あ
っ
た
。
漱
石
は
自
ら
が
否
定
的
に
扱
う
イ
プ
セ
ン
の
特
徴
が
、
一

般
に
理
解
さ
れ
る
イ
プ
セ
ン
の
特
色
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ

れ
で
も
あ
え
て
鈴
木
三
重
吉
に
自
ら
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
を
「
イ
ブ

セ
ン
流
」
と
し
て
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
先
に
見
た

イ
プ
セ
ン
に
対
す
る
高
い
評
価
か
ら
も
、「
文
学
者
の
社
会
的
参
加
」(

)12

と
い
う
自
ら
の
姿
勢
を
述
べ
た
に
は
と
ど
ま
ら
ぬ
、
当
時
の
漱
石
が
イ

プ
セ
ン
作
品
に
対
し
て
感
じ
て
い
た
強
い
親
和
性
の
存
在
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
親
和
性
は
イ
プ
セ
ン
作
品
の
ど
の
よ
う
な
点
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
書
簡
で
は
自
ら
の
文
学
の
姿
勢
を
語
る
上
で

、
「
イ
ブ

セ
ン
流
」
と
表
現
す
る
と
と
も
に

、
「
維
新
の
志
士
」
と
い
う
言
葉
も

使
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は

、
「
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り

を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
つ
て
見
た

い
」
と
、
ま
ず
は
そ
の
意
気
込
み
や
覚
悟
の
強
さ
を
表
す
も
の
と
し
て

受
け
取
れ
る
。
し
か
し
こ
の
点
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
漱
石
が

イ
プ
セ
ン
作
品
の
中
に
「
維
新
の
志
士
」
と
通
底
す
る
も
の
を
感
じ
て

い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
時
期
の
漱
石
の
「
志
士
」
的
な
意
識

に
つ
い
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
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「
左
国
史
漢
」
の
史
書
類
は
、
高
度
な
社
会
的
倫
理
的
批
判
性
を

も
つ
そ
の
士
大
夫
的
も
し
く
は
国
士
的
要
素
に
連
な
り
、「
唐
宋
」

の
詩
文
を
範
と
す
る
文
人
的
要
素
は
、
一
面
に
お
い
て
そ
の
強
烈

な
自
意
識
の
処
理
や
静
的
な
自
己
凝
視
へ
の
方
向
に
結
び
つ
い
て

い
た
。
こ
れ
が
漱
石
に
お
け
る
漢
学
の
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
が
、
彼
の
内
部
に
よ
う
や
く
は
ぐ
く
ま
れ
て
ゆ
く
西
欧
的
な

近
代
思
想
と
対
決
し
つ
つ
、
実
は
か
え
っ
て
そ
の
近
代
的
な
内
容

に
、
例
の
自
然
主
義
的
な
平
面
写
実
の
域
を
越
え
た
、
ま
っ
た
く

独
自
な
輪
郭
を
与
え
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
前
者
か
ら
は
『
坊
ち

ゃ

ん

』
『

二

百

十

日

』
『

野

分

』

な

ど

の

「

志

士

的

文

学

」

が

生

ま
れ
、
後
者
か
ら
は
『
漾
虚
集
』
や
『
草
枕
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る

「
俳
諧
的
文
学
」
、
初
期
の
俳
句
や
晩
年
の
漢
詩
が
あ
ら
わ
れ
る
。

（
猪
野
謙
二
「
日
本
の
思
想
家
・
漱
石
」

(
)

）

13

こ
こ
で
は

、
「
『
坊
ち
ゃ
ん

』
『
二
百
十
日

』
『
野
分
』
な

ど
」
の
作

品
を
「
志
士
的
文
学
」
と
し
、
「
漢
学
」
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
の
「
漢
学
」
は
主
に
儒
学
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

儒
学
が
幼
少
の
頃
か
ら
の
教
育
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば
、
先
の
書
簡
の
「
イ
ブ
セ
ン
流
」
と
「
維
新
の
志
士
」
の
つ

な
が
り
は
、
漱
石
の
教
養
の
根
底
に
あ
る
儒
学
的
な
も
の
が
、
イ
プ
セ

ン
作
品
を
受
容
す
る
上
で
、
一
定
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
想
定
さ

れ
る
。

本
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
先
の
書
簡
に
関
わ
る
点
を
中
心
に
イ
プ
セ

ン
受
容
の
様
相
を
考
察
し
た
上
で
、
こ
の
時
期
の
漱
石
の
文
学
に
対
す

る
姿
勢
に
お
い
て
イ
プ
セ
ン
作
品
が
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
上
で
、
そ
の
イ
プ
セ
ン
作
品
受
容
の
背
景
と
し
て
、
儒
学
思
想
の

関
わ
り
を
論
じ
る
。

二

『
野
分
』
に
お
け
る
イ
プ
セ
ン
へ
の
言
及

『
野
分
』
は
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
九
日
に
執
筆
が
開
始
さ
れ
、

同
年
十
二
月
二
十
日
ご
ろ
に
擱
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
書
簡
に

あ
る
「
イ
ブ
セ
ン
流
」
と
い
う
言
葉
を
実
践
し
た
作
品
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
言
葉
の
意
義
を
問
う
上
で
格
好
の
材
料
と
言
え
る
。

『
野
分
』
に
お
い
て
、
「
イ
ブ
セ
ン
」
の
名
前
は
、
道
也
の
演
説
「
現

代
の
青
年
に
告
ぐ
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
イ
プ
セ
ン
は
「
自

己
を
樹
立
せ
ん
が
為
め
に
存
在
し
た
」
（
十
一
）
代
表
者
と
し
て
、
メ

レ
ジ
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
ら
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
道
也
の
演
説
に
つ
い
て
は

、
『
野
分
』
執
筆
前
に
、
高
浜
虚
子
に

宛

て

た

書

簡

に

お

い

て

、
「
「
現

代

の

青

年

に

告

ぐ

」

と

云

ふ

文

章

を

か
く
か
又
は
其
主
意
を
小
説
に
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
」

(
)

と
あ
る
こ
と

14

か
ら

、
『
野
分
』
一
篇
の
そ
も
そ
も
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
こ
の
演
説
で
は
、
明
治
四
十
年
を
「
則
と
る
に
足
る
べ
き
過
去
は
何

も

な

く

」
（

十
一

）
、

そ
の

た
め

「
現

代

の

青

年
た

る
諸

君
は

大

に
自

己
を
発
展
し
て
中
期
を
か
た
ち
づ
く
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
十
一
）
と
し

て
「
自
己
」
を
強
調
し
、
イ
プ
セ
ン
が
当
時
の
青
年
に
対
す
る
一
つ
の

理
想
像
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
演
説
の
も
と
と
な
っ
た
と
思
わ
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れ
る
「
断
片
」
の
メ
モ
に
も
「
イ
ブ
セ
ン
は
自
己
ノ
為
メ
ニ
生
存
セ
ル

人

ナ

リ

」
（
「
断
片

」

明

治

三

十

九

年

）

と

い

う

考

え

が

述
べ

ら

れ

て

お
り
、
「
先
例
の
な
い
社
会
に
生
ま
れ
た
も
の
は
、
自
か
ら
先
例
を
作

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
十
一
）
代
表
と
し
て
イ
プ
セ
ン
が
捉
え
ら
れ
て
い

る
。ま

た
同
様
に
道
也
の
文
章
で
あ
る
「
解
脱
と
拘
泥
」
に
関
し
て
、
そ

の
も
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
断
片
」
の
メ
モ
に
お
い
て
、
イ
プ

セ
ン
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ハ

他

人

ガ

イ

ク

ラ

拘

泥

シ

テ

モ

自

分

ハ

拘

泥

セ

ヌ

コ

ト

デ

ア

（一）ル
。
人
ガ
目
ヲ
峙
テ
ヽ
モ
、
耳
ヲ
聳
ヤ
カ
シ
テ
モ
冷
評
シ
テ
モ
罵

詈
シ
テ
モ
、
自
分
丈
ハ
拘
泥
セ
ズ
ニ
勝
手
ニ
振
舞
フ
ノ
デ
ア
ル
。

（
中
略
）

右
ノ
解
脱
方
ノ
ウ
チ

ハ
自
己
ガ
本
位
デ
ア
ル
。
非
常
ニ
自

（一）

己
ガ
エ
ラ
イ
人
、
若
ク
ハ
他
ヲ
念
頭
ニ
置
ク
必
要
ノ
ナ
イ
程
ナ
権

力
ア
ル
人
（
学
者
デ
モ
、
宗
教
家
デ
モ
、
或
ハ
外
部
ノ
権
威
者
ナ

ポ
レ
オ
ン
、
豊
太
閤
デ
モ
ヨ
イ
）
ガ
ヤ
ル
解
脱
法
デ
ア
ル
。
ニ
イ

チ
エ
、
イ
ブ
セ
ン
ノ
主
唱
ス
ル
理
想
ハ
コ
ヽ
デ
ア
ル
。

（
「
断
片
」
明
治
三
十
九
年
）

の
内
容
が
『
野
分
』
に
お
い
て
道
也
の
主
張
す
る
「
解
脱
」
法
に

（一）
あ
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
自
己
ガ
本
位
デ
ア
ル
」
も

の
と
し
て
説
明
さ
れ
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
と
と
も
に
イ
プ

セ
ン
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
自
己
ガ
本
位
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
漱
石
が
後
年
「
私
の
個

人
主
義
」

(
)

に
お
い
て
、
英
国
留
学
中
の
体
験
か
ら
形
成
さ
れ
、
以
後

15

の
自
ら
の
中
心
的
な
思
想
と
し
て
語
っ
た
「
自
己
本
位
」
と
の
関
連
が

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
自
己
本
位
」
は
、
当
時
の
「
西
洋
人
の
い
ふ
事

だ
と
云
へ
ば
何
で
も
蚊
で
も
盲
従
し
て
威
張
」
（
「
私
の
個
人
主
義
」
）

っ
て
い
た
風
潮
を
批
判
し
、
自
ら
の
意
見
を
確
立
し
そ
れ
を
貫
く
こ
と

の
大
切
さ
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
漱
石
は
、
談
話
「
戦
後
文

学
の
趨
勢
」

(
)

な
ど
に
お
い
て
「
自
己
の
標
準
」
を
確
立
す
る
こ
と
の

16

重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
時
期
に
漱
石
が
、
「
自
己
本
位
」

確
立
の
経
緯
を
述
べ
た
『
文
学
論
』
の
「
序
」

(
)

を
書
い
て
い
る
こ
と

17

を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
自
己
本
位
」
が
イ
プ
セ
ン
と
漱
石
の

つ
な
が
り
の
要
に
あ
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

、
『
野
分
』

に
お
い
て
「
凡
て
の
理
想
は
自
己
の
魂
で
あ
る
。
う
ち
よ
り
出
ね
ば
な

ら
ぬ
」
（
十
一
）
と
説
く
道
也
に
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
よ
う
な
道
也
の
姿
勢
は
「
妻
君
は
常
に
此
単
純
な
世
界
に
住

ん
で
居
る
。
妻
君
の
世
界
に
は
夫
と
し
て
の
道
也
の
外
は
学
者
と
し
て

の
道
也
も
な
い
、
志
士
と
し
て
の
道
也
も
な
い
」
（
一
）
と
、
「
志
士
」

と
い
う
言
葉
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

先
の
「
イ
ブ
セ
ン
流
」
な
ど
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
、
漱
石
が
感
じ
て

い
た
イ
プ
セ
ン
作
品
に
対
す
る
親
和
性
も
、
こ
の
よ
う
な
「
自
己
本
位
」

の
姿
勢
が
そ
の
核
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
漱
石
は
自
ら
の
姿

勢
と
通
底
す
る
「
自
己
本
位
」
を
イ
プ
セ
ン
作
品
の
ど
の
よ
う
な
点
に

見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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三

漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
ま
ず
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
漱
石
が
読
ん
だ
イ
プ
セ
ン
作
品
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る

(
)

。

18

〈
購
入
時
期
、
読
書
時
期
と
も
に
留
学
時
〉

・
『
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
』
〈
傍
線
あ
り
〉

・
『
社
会
の
柱
・
幽
霊
・
社
会
の
敵
』
（The

P
illars

of
Society,

G
hosts,

and
A

n
E

nem
y

of
Society

）
〈
書
き
込
み
、
傍
線
と

も
に
あ
り
〉

・
『
人
形
の
家
』
（A

D
oll's

H
ouse

）

・
『
ブ
ラ
ン
』
（B

rand

）
〈
但
し
、
読
書
時
期
は
不
明
〉

〈
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
頃
に
購
入
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）

年
中
頃
か
ら
後
半
頃
に
か
け
て
読
書
〉

・
『
棟
梁
ソ
ル
ネ
ス
』
（The

M
aster

B
uilder

）
〈
書
き
込
み
、
傍

線
と
も
に
あ
り
〉

・
『
小
さ
な
エ
イ
ヨ
ル
フ
』
（Little

E
yolf

）
〈
書
き
込
み
、
傍
線
と

も
に
あ
り
〉

・
『

私

た

ち

死

ん

だ

も

の

が

目

覚

め

た

ら

』
（W

hen
W

e
D

ead

A
w

aken

）
〈
書
き
込
み
、
傍
線
と
も
に
あ
り
〉

・
『

ヨ

ー

ン

・

ガ

ブ

リ

エ

ル

・

ボ

ル

ク

マ

ン

』
（John

G
abriel

B
orkm

an

）
〈
傍
線
あ
り
〉

〈
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
に
購
入
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年

後
半
頃
に
読
書
〉

・
『
ロ
ス
メ
ル
ス
ホ
ル
ム
・
海
の
夫
人
』
（R

osm
ersholm

and
the

Lady
from

the
Sea

）

次
に
評
論
や
談
話
に
お
い
て
、
漱
石
が
イ
プ
セ
ン
に
直
接
言
及
し
て

い
る
も
の
を
時
期
ご
と
に
ま
と
め
、
そ
の
全
体
的
な
傾
向
を
確
認
す
る
。

『
漱
石
全
集
』
の
調
査
を
も
と
に
、
漱
石
が
評
論
や
談
話
で
イ
プ
セ
ン

に
言
及
し
て
い
る
も
の
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
小
説
で
触
れ
て
い
る

も
の
も
併
記
し
た
。

〈
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
〉

・

談
話
「
夏
目
漱
石
氏
文
学
談
」
（
八
月
）

・

談
話
「
文
学
談
」
（
九
月
）

・

小
説
『
草
枕
』
（
九
月
）

〈
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
〉

・

小
説
『
野
分
』
（
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
（
一
月
）

・

評
論
（
も
と
は
講
演

）
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎

」
（
五
月
～
六

月
）

・

『
文
学
論
』
（
も
と
は
講
義
）
（
五
月
）

・

評
論
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
（
十
二
月
）
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〈
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
〉

・

談
話
「
愛
読
せ
る
外
国
の
小
説
戯
曲
」
（
一
月
）

・

評
論
（
も
と
は
講
演
）
「
創
作
家
の
態
度
」
（
四
月
）

・

談
話
「
近
作
小
説
二
三
に
就
て
」
（
六
月
）

・

小
説
『
三
四
郎
』
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
九
月
～
十
二
月
）

・

談
話
「
文
学
雑
話
」
（
十
月
）

〈
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
〉

・

談
話
「
予
の
希
望
は
独
立

せ
る
作
品
也

―
予
の
描
か
ん
と

欲
す
る
作
品
」
（
二
月
）

〈
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
〉

・

小
品
（
随
筆

）
『
思
ひ
出
す
事
な
ど

』
（
十
月
～
翌
年
二
月
）

〈
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
〉

・

談
話
「
ノ
ラ
は
生
る
ゝ
か
」
（
二
月
）

〈
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
〉

・

評
論
（
も
と
は
講
演
）
「
模
倣
と
独
立
」
（
一
月
）

こ
れ
ら
を
見
て
ま
ず
わ
か
る
こ
と
は
、
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
に
対
す
る

言
及
が
主
に
明
治
三
十
九
年
か
ら
明
治
四
十
一
年
頃
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
イ
プ
セ
ン
作
品
を
数
多
く
読
ん
で

い
る
。
こ
れ
ら
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
単
純
に

こ
の
時
期
に
お
い
て
漱
石
は
談
話
や
講
演
の
機
会
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
こ
ろ
に
イ
プ
セ
ン
が
一
種
の
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て

い
る
だ
ろ
う

(
)

。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
明
治
四
十

19

年
三
月
に
朝
日
新
聞
社
の
専
属
作
家
と
な
る
漱
石
で
あ
る
が
、
明
治
三

十
九
年
頃
か
ら
す
で
に
大
学
を
辞
め
て
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と

を
考
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
自
ら
の
文
学
に
対
す
る
考
え
を
検

討
す
る
上
で
、
イ
プ
セ
ン
作
品
が
参
考
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

漱
石
の
イ
プ
セ
ン
に
対
す
る
評
価
は
、
一
貫
し
て
高
か
っ
た
。
先
に

触
れ
た
三
重
吉
へ
の
書
簡
の
他
に
も
漱
石
は
イ
プ
セ
ン
に
つ
い
て
、
そ

の
作
品
を
高
く
評
価
す
る
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
談
話

「
愛
読
せ
る
外
国
の
小
説
戯
曲
」

(
)

に
お
い
て
漱
石
は

、
「
イ
ブ
セ
ン

20

は
豪
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
談
話
「
予
の
希
望
は
独
立
せ
る
作
品

也

―
予
の
描
か
ん
と
欲
す
る
作
品
」

(
)

で
は
、
漱
石
は
自
ら
の
書
こ

21

う
と
す
る
作
品
に
関
し
て
、「
何
者
の
支
配
命
令
も
拘
束
も
受
け
ず
に
、

作
品
其
物
を
作
り
上
げ
る
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品
」
と
述
べ
、

そ
の
観
点
か
ら
イ
プ
セ
ン
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
先
に
見
た
よ

う
に
、
漱
石
が
感
じ
て
い
た
イ
プ
セ
ン
作
品
に
対
す
る
親
和
性
は
「
自

己
本
位
」
の
姿
勢
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の

う
ち
で
『
野
分
』
が
書
か
れ
た
明
治
三
十
九
年
頃
を
中
心
に

、
「
自
己

本
位
」
の
姿
勢
と
関
連
し
た
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

評
論
や
談
話
に
お
い
て
漱
石
が
イ
プ
セ
ン
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る

も
の
の
中
で
、
最
も
古
い
も
の
は
「
夏
目
漱
石
氏
文
学
談
」(

)

で
あ
る
。

22

こ
の
談
話
は
ま
ず
、
漱
石
が
島
崎
藤
村
の
『
破
戒
』
を
非
常
に
高
く
評

価
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
漱
石
は
「
文
学
は
進
め
ば
進
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む
ほ
ど
あ
る
意
味
に
於
て
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
述

べ
る

。
「
個
人
性
」
と
い
う
の
は
、
漱
石
が
「
た
と
へ
ば
日
本
の
旧
派

の

和

歌

な

ど

と

い

ふ

も

の

は

、

作

者

の

名

を

消

し

て

見

れ

ば

ど

れ

も

く
殆
ど
同
様
で
、
一
つ
も
明
瞭
に
作
者
の
個
人
性
と
い
ふ
も
の
が
現

は
れ
て
ゐ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
作
者
の
「
個
性
」
と

し
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
漱
石
は
こ
こ
で
、
文
学
に
お
け
る
作
者
の

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
「
個
人
性
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
問
題
と
の
関
連
で
イ
プ
セ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及

す
る
。あ

く
ま
で
も
個
人
の
自
由
を
十
分
に
与
へ
て
働
か
し
て
見
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
し
か
し
現
今
の
文
明
が
又
一
方
に
於
て
こ
の
個
人

主
義
に
対
す
る
レ

リ
ン
グ
、
テ
ン
デ
ン
シ
ー
（
平
衡
的
傾
向
）

と
で
も
い
つ
た
や
う
な
傾
向
が
あ
つ
て
、
個
人
的
な
傾
向
ば
か
り

進
ま
し
て
置
か
ぬ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
強
い
烈
し
い
個

人
主
義
と
、
こ
れ
を
平
均
し
や
う
と
す
る
一
般
の
傾
向
と
、
こ
の

二
つ
の
相
反
し
た
傾
向
が
妙
な
具
合
に
並
ん
で
進
ん
で
行
く
の
で

す
。
詳
し
く
言
へ
ば
少
し
は
面
白
い
事
が
云
へ
さ
う
で
す
。
で
個

人
主
義
の
こ
と
を
自
覚
と
い
つ
て
も
、
無
論
悟
り
と
い
ふ
の
と
は

違

ひ

ま

せ

う

。

イ

ブ

セ

ン

の

描

い

た

人

物

な

ど

が

、

こ

の

レ

リ
ン
グ
、
テ
ン
デ
ン
シ
ー
に
対
し
て
個
人
主
義
の
矛
盾
を
自
覚
し

た
も
の
で
せ
う
。

（
「
夏
目
漱
石
氏
文
学
談
」
）

こ
こ
で
漱
石
は
、
文
学
の
「
個
人
主
義
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
語
る

一

方

で

、

そ

れ

に

反

す

る

傾

向

と

し

て

の

「

レ

リ

ン

グ

、

テ

ン

デ

ン
シ
ー
（
平
衡
的
傾
向
）
と
で
も
い
つ
た
や
う
な
傾
向
」
の
存
在
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
中
村
都
史
子
氏
は

、
『
草
枕
』
に

お
け
る
画
工
の
文
明
論
と
と
も
に
、
近
代
社
会
の
「
個
人
の
解
放
」
と

そ
れ
と
「
ひ
き
は
が
す
こ
と
の
出
来
な
い
裏
面
と
し
て
、
個
性
の
平
準

化
、
画
一
化
」
を
漱
石
が
指
摘
し
て
い
る
と
し
、
そ
こ
に
漱
石
と
イ
プ

セ
ン
に
共
通
の
問
題
と
し
て
「
エ
リ
ー
ト
対
大
衆
の
対
立
的
葛
藤
の
問

題
」
を
見
て
い
る

(
)

。
こ
の
こ
と
は
後
で
も
見
る
よ
う
に
重
要
な
指
摘

23

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
漱
石
が
自
ら
の
主
張
す
る
文
学
の
「
個
人

性
」
の
意
義
を
、
イ
プ
セ
ン
作
品
を
通
し
て
説
明
し
て
い
る
点
に
注
目

し
た
い
。
文
学
と
「
個
人
性
」
の
問
題
は
こ
の
当
時
に
お
け
る
漱
石
の

主
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
先
に
も
触
れ
た
『
文
学
論
』
の
「
序
」
に
お

け
る
「
自
己
本
位
」
の
重
要
性
の
指
摘
、
西
洋
の
評
価
に
お
も
ね
る
こ

と
な
く
、
自
ら
の
評
価
基
準
を
確
立
す
る
必
要
性
を
漱
石
が
述
べ
て
い

る
こ
と
に
加
え
、
こ
の
「
個
人
性
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の

頃
の
談
話
で
頻
り
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
時
期
に
漱
石
が
強
調
す
る
「
個
人
性
」
と
は
如
何
な

る
意
味
で
の
「
個
人
性
」
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
後
の
談
話

で
あ
る
「
文
学
談
」

(
)

を
参
照
し
た
い
。
漱
石
は
こ
の
談
話
で

、
「
何

24

う
し
て
も
小
説
に
は
道
徳
上
に
渉
つ
た
こ
と
を
書
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
述
べ
、
「
文
学
は
矢
張
り
一
種
の
勧
善
懲
悪
」
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
「
作
者
は
我
作
物
に
よ
つ
て
凡
人
を
導
き
、
凡

人
に
教
訓
を
与
ふ
る
の
義
務
が
あ
る
か
ら
、
作
者
は
世
間
の
人
々
よ
り
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は
理
想
も
高
く
、
学
問
も
博
く
、
判
断
力
も
勝
ぐ
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら

な
い
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
道
徳
上
」
の
「
勧
善
懲
悪
」

に
つ
い
て
、
「
自
己
の
見
識
に
負
か
ぬ
様
に
」
す
る
こ
と
を
強
調
し
、

そ
の
代
表
と
し
て
イ
プ
セ
ン
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
先
に
み
た
「
個

人
性
」
と
い
う
の
が

、
「
道
徳
上
」
の
問
題
に
お
け
る
「
個
人
性
」
で

あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
漱
石
は
文
学
の
道
徳
性
と
、
個
性

の
発
露
と
い
う
点
を
挙
げ
、
そ
の
代
表
の
一
つ
と
し
て
イ
プ
セ
ン
を
捉

え
て
い
る
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
高
い
見
識
に
よ
る
「
個
人
性
」
の
意
義
で
あ

る
。
そ
れ
は
漱
石
が
イ
プ
セ
ン
の
文
学
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
の
「
夏
目

漱
石
氏
文
学
談
」
の
内
容
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
『
文
学
論
ノ
ー
ト
』

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

文
芸
ノ

individual

ナ
ル
ハ
所
々
ニ
述
ベ
タ
リ
．
而
シ
テ
皆
有
益

ナ
リ
一
ヲ
ト
リ
他
ヲ
棄
ツ
ベ
カ
ラ
ズ
．
惰
弱
ノ
人
ニ
ハ
雄
壮
（
殺

伐
ナ
ル
モ
）
ナ
ル
文
学
趣
味
ヲ
吹
キ
込
ム
ベ
シ
殺
伐
ナ
ル
者
ニ
ハ

平
和
文
学
ヲ
教
フ
ベ
シ
．
名
利
ニ
齷
齰
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
名
利
以
上

精
神
界
ア
ル
ヲ
感
ゼ
シ
ム
ベ
シ
．
壺
中
ノ
天
地
ニ
独
住
ス
ル
者
ニ

ハ
天
下
ノ
志
ヲ
起
サ
シ
ム
ベ
シ
要
ハ
時
弊
ニ
適
ス
ル
ニ
ア
リ
．
又

人
々
ノ
弊
ヲ
拯
フ
ニ
ア
リ
．

故

ニ

外

国

ニ

賞

翫

セ

ラ

ル

ヽ

者

必

ズ

シ

モ

可

ナ

ラ

ズ

ト

知

ル

ベ

シ
．
又
他
ノ
賞
ス
ル
方
必
ズ
シ
モ
妙
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
．
弊

極
マ
レ
バ
之
ニ
反
抗
ス
ル
文
学
ハ
必
ズ
生
ズ
ベ
シ
是
人
間
ノ
性
情

ヲ
満
足
ス
ル
ニ
必
要
ナ
レ
バ
ナ
リ

Ibsen

然
リ

T
olstoi

然
リ

（
「
文
芸
のPsychology

」

(
)

）

25

注
目
す
べ
き
は

、
「
文
芸
ノ

individual

」
が
、
「
弊
極
マ
レ
バ
之
ニ

反
抗
ス
ル
」
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る

。
「
個
人
性
」

は
、
決
し
て
単
純
な
個
人
の
見
解
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
「
時
弊
ニ

適
」
し

、
「
人
々
ノ
弊
ヲ
拯
フ
」
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
漱
石
は
イ
プ
セ
ン
の
「
個
人
性
」
を
、
単
な
る
利
己
的
な
も
の

と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
社
会
性
を
持
つ
も
の
と
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る

(
)

。
イ
プ
セ
ン
が
高
い
見
識
を
持
っ
た
作
家
で
あ
る
と
い
う
漱

26

石
の
評
価
は
、
こ
の
点
を
土
台
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四

『
文
学
論
』
と
イ
プ
セ
ン
『
社
会
の
敵
』

以
上
を
も
と
に
、
具
体
的
な
文
脈
を
も
と
に
イ
プ
セ
ン
作
品
が
漱
石

に
与
え
た
影
響
を
考
察
す
る
。
イ
プ
セ
ン
作
品
の
う
ち
「
自
己
」
と
い

う
言
葉
で
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
も
の
は
、
『
人
形
の
家
』
の
ノ
ラ
や
『
ヘ

ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
』
の
ヘ
ッ
ダ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
に
見
た
よ
う
に
、

漱
石
が
ヘ
ッ
ダ
を
「
徹
頭
徹
尾
不
愉
快
な
女
」
と
嫌
悪
し
て
お
り
、
ま

た
『
野
分
』
の
次
に
執
筆
さ
れ
た
『
虞
美
人
草
』

(
)

で

、
「
我
の
女
」

27

藤
尾
を
「
嫌
な
女
」
と
述
べ

(
)

、
殺
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
先

28

に
見
た
漱
石
の
共
感
が
こ
れ
ら
の
作
品
に
あ
る
と
考
え
る
の
は
的
外
れ

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
ブ
ラ
ン
』
に
つ
い
て
は
、
道
也
が
演
説
で
「
行

け
る
所
迄
行
く
の
が
人
生
で
あ
る
」
（
十
一
）
、
「
斃
る
ゝ
覚
悟
を
せ
ね
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ば
な
ら
ぬ
」
（
同
）
と
述
べ
て
い
る
点
に
近
い
も
の
を
感
じ
な
い
で
も

な
い
が
、
漱
石
の
所
蔵
書
に
線
引
き
や
書
き
込
み
も
な
く
明
確
な
こ
と

は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち

、
『
野
分
』
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ

る
の
は
『
社
会
の
敵
』
（A

n
E

nem
y

of
Society

）

で
あ
る
。

漱
石
旧
蔵
書
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
社
会
の
敵
』
を
調
査
す
る
と
、

七
カ
所
の
線
引
き
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
う
ち
一
カ
所
に
漱
石
の
書
き

込
み
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は

、
『
社
会
の
敵
』

の
主
要
な
思
想
を
語
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
演
説
の
次

の
部
分
で
あ
る

(
)

。

29

T
he

m
ajority

is
never

right.
N

ever,
I

say.
T

hat
is

one
of

those
conventional

lies
against

w
hich

a
free,

thougtful

m
an

m
ust

rebel.
W

ho
are

they
that

m
ake

up
the

m
ajority

of
a

country?
It

is
the

w
ise

m
en

or
the

foolish?
I

think
w

e

m
ust

agree
that

the
foolish

folk
are,

at
present,

in
a

terribly
overw

helm
ing

m
ajority

all
around

and
about

us

the
w

ide
w

orld
over.

B
ut,

devil
take

it,
it

can
surely

never

be
right

that
the

foolish
should

rule
over

the
w

ise![N
oise

and
shouts

]
Y

es,
yes,

you
can

shout
m

e
dow

n,
but

you

cannnot
gainsay

m
e.

T
he

m
ajority

has
m

ight

―unhappily

―but
right

it
has

not.
I

and
a

few
others

are
right.

T
he

m
inority

is
alw

ays
right.

(...)
I

have
said

that
I

w
ill

not

w
aste

a
w

ord
on

the
little,

narrow
-chested,

short-w
inded

crew
that

lie
behind

us.
Pulsating

life
has

nothing
m

ore
to

do
w

ith
them

.
B

ut
I

do
think

of
the

few
individuals

am
ong

us
w

ho
have

m
ade

all
the

new
,

germ
inating

truths
their

ow
n.

T
hese

m
en

stand,
as

it
w

ere,
at

the
outposts,

so
far

in
advance

that
the

com
pact

m
ajority

has
not

yet
reached

them

―and
there

they
fight

for
truths

that
are

too
lately

borne
into

the
w

orld's
consciousness

to
have

w
on

over
the

m
ajority.

（A
n

E
nem

y
of

Society
(

)

）

30

〔
多
数
が
正
し
い
な
ん
て
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
決
し
て
！
そ
れ

は
こ
の
世
に
は
び
こ
っ
て
い
る
虚
偽
の
一
つ
だ
。
自
由
で
判
断
力

の
あ
る
人
間
な
ら
そ
ん
な
こ
と
は
信
じ
な
い
だ
ろ
う
。
国
民
の
大

多
数
は
ど
う
い
う
人
間
だ
？
賢
い
人
間
か
、
愚
か
な
人
間
か
？
目

下
世
界
中
ど
こ
だ
っ
て
、
僕
た
ち
の
ま
わ
り
で
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の

圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
の
は
愚
か
な
人
間
だ
、
そ
れ
は
だ
れ

も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
、
愚
か
な
人
間

が
賢
い
人
間
を
支
配
す
る
こ
と
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

う
か
！
［
騒
ぎ
と
叫
び

。
］
あ
あ
、
君
た
ち
は
僕
を
怒
鳴
り
負
か

す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
、
し
か
し
、
ぼ
く
の
言
う
こ
と
に
反
対

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
多
数
は
力
を
も
っ
て
い
る

―
不
幸
な
こ

と
に

―
し
か
し
、
正
し
い
の
で
は
な
い
。
正
し
い
の
は
、
ぼ
く

や
ぼ
く
の
よ
う
な
少
数
の
人
間
だ
け
だ
。
正
し
い
の
は
、
常
に
少

数
派
な
ん
だ

。
（
中
略
）
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、
あ
の
、
心
の

小
さ
な
、
ぜ
い
ぜ
い
息
を
し
て
、
私
た
ち
の
う
し
ろ
に
い
る
連
中

の
こ
と
を
話
す
つ
も
り
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。
彼
ら
か
ら
は
、
脈
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打
つ
鼓
動
の
よ
う
な
人
生
を
期
待
す
る
こ
と
は
も
は
や
無
理
だ
。

ぼ
く
が
期
待
す
る
の
は
、
新
た
な
未
来
を
め
ざ
し
て
真
実
に
身
を

捧
げ
る
、
わ
れ
わ
れ
の
中
の
少
数
の
人
間
だ
。
そ
う
い
っ
た
人
た

ち
は
、
い
わ
ば
最
前
線
に
い
る
の
で
あ
り
、
絶
対
多
数
の
連
中
に

は
決
し
て
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
は
る
か
遠
く
に
い

ち
早
く
到
達
し
て
い
る
。

―
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
進
ん
だ
地

点
で
、
彼
ら
は
、
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
こ
の
世
に
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
真
実
の
た
め
に
戦
う
。
〕

漱
石
は
初
め
の
「T

he
m

ajority
is

never
right.

」
の
部
分
、
そ
し

て
そ
の
後
の
「T

hat
is

one
of

those
conventional

lies

」
か
ら
「in

a
terribly

overw
helm

ing
m

ajority
all

around
and

about
us

the

w
ide

w
orld

over.

」
の
部
分
に
下
線
を
付
し
、
ま
た
、
以
下
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
ま
と
め
て
横
に
傍
線
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
お

い
て
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
は
、
真
実
が
常
に
多
数
で
は
な
く
、
賢
明
な
「
少

数
の
人
間
」
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
特
に
そ
の
よ
う
な

「
少
数
の
人
間
」
は
、「
新
た
な
未
来
を
め
ざ
し
て
真
実
に
身
を
捧
げ
」
、

「
は
る
か
遠
く
」
ま
で
進
み
「
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
真
実
の

た
め
に
戦
う
」
と
さ
れ
て
お
り
、
一
方
「
多
数
の
連
中
」
は

、
「
ぜ
い

ぜ
い
息
を
し
て
、
う
し
ろ
に
い
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
も
う
一
つ
、
こ
れ
と
関
連
し
て
次
の
部
分
も
注
目
す
べ
き
も
の

と
思
わ
れ
る
。

B
esides,

w
hat

I
w

ant
is

so
sim

ple,
so

clear
and

straightforw
ard.

I
only

w
ant

to
drive

into
the

heads
of

these
curs

that
the

L
iberals

are
the

w
orst

foes
of

free
m

en;

that
party-program

m
es

w
ring

the
necks

of
all

young
living

truths;
that

considerations
of

expediency
turn

m
orality

and

righteousness
upside

dow
n,

until
life

is
sim

ply
hideous.

（A
n

E
nem

y
of

Society
(

)

）

31

〔
ぼ
く
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
単
純
明
快
、
簡
単
な
こ
と

だ
。
雑
種
連
中
の
頭
に
た
た
き
込
ん
で
や
り
た
い
の
は
、
自
由
主

義
者
ほ
ど
、
自
由
な
人
間
に
と
っ
て
最
悪
の
敵
は
い
な
い
と
い
う

こ
と
だ
、

―
組
織
が
し
め
つ
け
る
規
律
ほ
ど
、
将
来
の
真
実
の

息
の
根
を
と
め
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
、

―
便
宜
主
義

者
ほ
ど
、
道
徳
や
正
義
を
逆
立
ち
さ
せ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
お
陰
で
、
生
活
は
い
ま
わ
し
い
も
の
に
な
る
。
〕

漱
石
は
こ
の
横
の
部
分
に
数
行
ま
と
め
て
傍
線
を
付
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
「
自
由
主
義
者
」
や
「
組
織
」
や
「
便
宜
主
義
者
」
が
、
自
由

を
阻
害
し
、
真
実
を
犯
し
、
道
徳
や
正
義
を
滅
茶
苦
茶
に
す
る
と
い
う

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

。
『
漱
石
資
料

文
学
論
ノ
ー
ト
』
を
見
る

と
、
漱
石
が
こ
の
『
社
会
の
敵
』
に
関
す
る
メ
モ
に
「
西
洋
ノ
幣
」
と

し
て
、「
輿
論
ト
云
フ
者
ノ
為
ニ
如
何
ニ
圧
迫
セ
ラ
ル
ヽ
カ
ヲ
見
ヨ
」(

)32

と
記
し
て
い
る
。
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
言
動
が
周
囲
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ

ず
迫
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
先
の
「
真
実
の
た
め
に
戦

う
」
「
少
数
」
が
周
囲
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
排
斥
さ
れ
る
と

い
う
点
に
漱
石
が
注
目
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
基
本
的
な
構
図
が
、
『
文

学
論
』
の
「
天
才
的
意
識
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
文
学
論
』
の
「
第
五
編
」
は
「
集
合
的
Ｆ
」
と
し
て

、
「
Ｆ
の
差

異
」
を
説
明
し
て
い
る

(
)

。
そ
の
中
で
「
第
一
章

一
代
に
於
る
三
種

33

の
集
合
的
Ｆ
」
で
、
漱
石
は
一
代
に
お
け
る
集
合
的
意
識
を
模
擬
的
意

識
、
能
才
的
意
識
、
天
才
的
意
識
の
三
種
類
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

模
擬
的
意
識
と
は

、
「
嗜
好
に
於
て
、
主
義
に
於
て
、
経
験
に
於
て

他
を
模
倣
し
て
起
る
も
の

」
、
つ
ま
り
他
の
後
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
模

倣
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
只
従
来
の
習
慣
に

遵
」
う
、
「
社
会
の
大
多
数
を
構
成
」
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
「
単
に
数
字
の
上
に
於
て
の
み
な
ら
ず
大
抵
は
実
力
に
於

て
も
優
勢
」
で
は
あ
る
が
、
「
創
造
力
（originality
）
の
多
寡
を
本
位

と
し
て
此
意
識
を
評
価
す
れ
ば
、
其
勢
力
頗
る
貧
弱
」
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
保
守
的
な
考
え
を
持
っ
た
大
多
数
で
あ
り
、
他
者
の

後
を
従
っ
て
行
く
だ
け
の
存
在
で
あ
る
。

次
に
二
番
目
の
能
才
的
意
識
と
は
「
一
波
動
づ
ゝ
天
下
の
公
衆
に
先

ん
づ
る
」
意
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
大
衆
を
形
成
す
る
模
擬
的
意

識
よ
り
一
歩
進
ん
だ
意
識
の
こ
と
で
あ
り
、
漱
石
は
こ
の
意
識
を
「
機

敏
」
「
才
子
」
と
評
し
て
い
る
。
漱
石
は
、
こ
の
意
識
は
模
擬
的
意
識

に
数
の
上
で
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
次
第
に
模
擬
的
意
識
が
能
才
的
意

識
の
先
進
性
を
認
め
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
か
ら
、
勢
力
と
し
て
は
模
擬

的
意
識
よ
り
優
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
の
天
才
的
意
識
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
周
囲
に
比
し
て
あ

ま
り
に
前
に
進
み
過
ぎ
た
意
識
で
あ
る
。
こ
の
天
才
的
意
識
に
つ
い
て

漱
石
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

天
才
の
意
識
は
数
に
於
て
遠
く
前
二
者
に
及
ば
ず
。
且
つ
其
特
色

の
突
飛
な
る
を
以
て
危
険
の
虞
最
も
多
し
。
多
く
の
場
合
に
於
て

其
成
熟
の
期
に
達
せ
ざ
る
に
あ
た
つ
て
早
く
既
に
俗
物
の
蹂
躙
す

る
所
と
な
る

。
（
中
略
）
然
れ
ど
も
天
才
の
意
識
は
非
常
に
強
烈

な
る
を
常
態
と
す
る
を
以
て
、
世
俗
と
衝
突
し
て
、
夭
折
す
る
に

あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
其
所
思
を
実
現
せ
ず
ん
ば
已
ま
ず
。
此
点
よ

り
見
て
天
才
は
尤
も
頑
愚
な
る
も
の
な
り
。
も
し
其
一
念
の
実
現

せ
ら
れ
て
、
た
ま

く
其
独
創
的
価
値
の
社
会
に
認
め
ら
る
ゝ
や
、

先
の
頑
愚
な
る
も
の
変
じ
て
偉
烈
な
る
人
格
と
な
り
、
頑
愚
の
頭

よ
り
赫
灼
の
光
を
放
つ
に
至
る
。
而
も
彼
自
身
は
偉
烈
に
関
せ
ず
、

頑
愚
に
関
せ
ず
、
只
自
己
の
強
烈
な
る
意
識
に
左
右
せ
ら
れ
て
之

を
実
現
す
る
の
み
。

漱
石
は
天
才
的
意
識
を
「
其
特
色
の
突
飛
な
る
を
以
て
危
険
の
虞
最

も
多
」
く
、
多
く
の
場
合
「
俗
物
の
蹂
躙
す
る
所
と
な
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
前
の
部
分
に

、
「
天
才
的
Ｆ
は
声
誉
を
俗
流
に

擅
に
す
る
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
と
し
て
は
一
代
の
好
尚
と
相
反

馳
し
て
、
互
い
に
容
る
ゝ
事
能
は
ざ
る
の
不
幸
に
会
す
」
と
あ
る
よ
う

に
、
「
天
才
的
意
識
」
が
あ
ま
り
に
先
に
進
み
す
ぎ
た
結
果
、
「
俗
物
」

か
ら
理
解
さ
れ
ず
、
時
に
は
排
斥
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
天
才
的
意
識
は
、
そ
の
よ
う
に
社
会
か
ら
排
斥
さ
れ
よ
う
と
「
其
所
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思
を
実
現
せ
ず
ん
ば
已
ま
ず
」
と
い
う
よ
う
に

、
「
自
己
の
強
烈
な
る

意
識
」
を
持
ち
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
貫
く
よ
う
な
激
し
い
個
性
を
持
っ

た
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
図
式
と
、
先
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
発
言
と
を
見
比
べ
て

み
よ
う
。
模
擬
的
意
識
は
、
大
多
数
を
形
成
し
、
他
の
意
識
の
あ
り
方

を
模
倣
す
る
の
み
と
い
う
意
味
で
、
『
社
会
の
敵
』
に
お
け
る
「
あ
の
、

心
の
小
さ
な
、
ぜ
い
ぜ
い
息
を
し
て
、
う
し
ろ
に
い
る
連
中
」
と
し
て

の
大
多
数
の
人
間
と
い
う
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
見
解
と
非
常
に
近
い
関

係
に
あ
る
。
一
方
天
才
的
意
識
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
進
み
す
ぎ
て

い
る
が
た
め
に
、
世
の
中
の
常
識
や
慣
習
と
反
し
、
そ
の
た
め
に
凡
人

か
ら
排
斥
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
自
ら
を
貫
き
通
す
と

い
う
姿
勢
が

、
「
新
た
な
未
来
を
め
ざ
し
て
真
実
に
身
を
捧
げ
る
、
わ

れ
わ
れ
の
中
の
少
数
の
人
間
だ
。
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
、
い
わ
ば
最

前
線
に
い
る
の
で
あ
り
、
絶
対
多
数
の
連
中
に
は
決
し
て
追
い
つ
く
こ

と

が

で

き

な

い

よ

う

な

は

る

か

遠

く

に

い

ち

早

く

到

達

し

て

い

る

。

―
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
進
ん
だ
地
点
で
、
彼
ら
は
、
大
衆
に
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
真
実
の
た
め
に
戦
う
」

と
主
張
す
る
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
考
え
と
重
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
漱
石
は
『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

Ibsen

ノ

P
illars

&
E

nem
y

（
「
社
会
の
柱
」
と
「
社
会
の
敵
」

―
藤
本
注
）
等
ノ
作
ヲ
読
ミ
シ
ト
キ
余
ノ
如
ク
現
世
ヲ
見
ル
ハ

余
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
思
ヒ
余
ガ
所
見
ノ
此
大
文
豪
ト
同
ジ
キ
ヲ

喜
ブ
ヨ
リ
モ
却
ツ
テ
其

差

ハ
ザ
ル
ガ
為
ニ
益
悲
観
ノ
度
ヲ
高
メ

〔
た
が
〕

タ
リ
．

（
「T

aste,
C

ustom
etc.

」

(
)

）

34

漱
石
は
松
山
時
代
に
お
け
る
「
愚
見
数
則
」

(
)

に
お
い
て

、
「
多
勢

35

を

恃

ん

で

一

人

を

馬

鹿

に

す

る

勿

れ

」
、
「
馬

鹿

は

百

人

寄

つ

て

も

馬

鹿

な

り

」
、
「

理
想

を

高

く

せ

よ

」

と

述

べ

て

お

り

、

先

に

見

た

よ

う

な
世
の
中
の
見
方
は
漱
石
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
の
た
め
に
漱
石
が
「
社
会
の
敵
」
に
お
け
る
強
烈
な
個
性
を
持
ち
、

先
に
進
む
少
数
と
、
後
ろ
か
ら
時
に
は
そ
の
よ
う
な
少
数
を
排
斥
し
な

が
ら
つ
い
て
く
る
大
多
数
と
い
う
構
図
に
強
い
共
感
を
覚
え
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
『
野
分
』
執
筆
時
期
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
漱
石
の
激
し
い
言

葉
は
、
こ
の
よ
う
な
構
図
を
も
と
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
こ
の
こ
ろ
漱
石
は
、
狩
野
亨
吉
に
宛
て
た
書
簡
で
「
世
の
中
」
の

人
々
を
「
下
等
」
と
見
、
彼
ら
が
「
衆
を
恃
み
勢
に
乗
じ
て
失
礼
千
万

な
事
を
し
て
ゐ
る
」
と
し
て

、
「
敵
を
打
ち
斃
」
す
こ
と
を
宣
言
し
て

い
る

(
)

。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が

、
「
野
分
」
の
道
也
の
「
人
格

36

に
於
て
流
俗
よ
り
高
い
と
自
信
し
て
居
る
。
流
俗
よ
り
高
け
れ
ば
高
い

程
、
低
い
も
の
ゝ
手
を
引
い
て
、
高
い
方
へ
導
い
て
や
る
の
が
責
任
で

あ
る

」
（
十
一
）
と
す
る
考
え
、
ま
た
「
大
い
な
る
理
想
」
を
も
っ
て

「
行
け
る
所
迄
行
く

」
（
十
一
）
と
い
う
発
言
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
、
自
ら
を
〈
進
ん
だ
意
識
〉
と
し
、
〈
後

を
つ
い
て
く
る
だ
け
の
意
識
〉
と
し
て
の
大
多
数
と
対
立
さ
せ
る
と
い
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う
捉
え
方
は
、
当
時
の
漱
石
の
文
学
に
対
す
る
考
え
に
お
い
て
、
そ
の

基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
の
漱
石
の
文
学
に
対
す
る
考

え
を
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
た
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
に

お
い
て
も
、
文
芸
の
役
割
は
、
文
芸
家
が
「
如
何
に
生
き
て
然
る
べ
き

か
の
解
釈
を
与
へ
て
、
平
民
に
生
存
の
意
義
を
教
へ
る
事

」
（
第
二
十

七
回
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
文
芸
家
は
「
尤
も
新
し
」

く

、
「

尤
も

深

」

く

、
「

尤
も

広

」
い

「

理

想

」

を

実

現

す
る

存

在

と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の
漱
石
の
文
学
に
対
す
る
考
え
に
お
い
て
、

〈
進
ん
だ
意
識
〉
と
し
て
の
作
者
と
、
〈
後
を
つ
い
て
く
る
だ
け
の
意

識
〉
と
し
て
の
大
多
数
と
い
う
捉
え
方
は
、
そ
の
根
幹
を
な
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
で
、
漱
石
の
「
自
己
本
位
」
に
は
、
そ
の
よ

う
な
遅
れ
た
大
多
数
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
世
俗
」
と
衝
突
し
て
も
、

「
其
所
思
を
実
現
せ
ず
ん
ば
已
ま
ず
」
と
い
う
強
烈
な
「
自
己
」
の
存

在
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
の
も
の
を
「
社
会
の
敵
」
の
ス
ト
ッ
ク
マ

ン
に
見
て
い
た
こ
と
が
、
イ
プ
セ
ン
作
品
に
対
し
て
漱
石
が
強
い
親
和

性
を
感
じ
て
い
た
所
以
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五

「
一
人
」
で
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

そ
れ
で
は
何
故
に
こ
の
当
時
、
漱
石
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
イ
プ
セ

ン
に
対
す
る
強
い
親
和
性
が
見
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

先
に
あ
げ
た
狩
野
亨
吉
宛
て
の
書
簡
に
お
い
て
「
僕
は
洋
行
か
ら
帰
る

時
船
中
で
一
人
心
に
誓
つ
た
。
ど
ん
な
事
が
あ
ら
う
と
も
十
年
前
の
事

実
は
繰
り
返
す
ま
い
」
と
あ
り
、
漱
石
の
留
学
体
験
が
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
注
目

さ
れ
る
の
が
、
『
文
学
論
』
の
「
序
」
の
執
筆
が
、
漱
石
が
自
ら
を
「
イ

ブ
セ
ン
流
」
と
語
る
時
期
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
留
学
時
期
の
漱
石
を
問
う
前
に
、
『
社
会
の
敵
』
と
漱
石
の
関

係
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
察
を
進
め
て
く
。

先
に
漱
石
の
『
社
会
の
敵
』
の
線
引
き
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
も
う

一
つ
、
漱
石
が
非
常
に
注
目
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

れ
は
次
の
部
分
で
あ
る
。

Y
ou

see,
the

fact
is

that
the

strongest
m

an
upon

earth
is

he

w
ho

stands
m

ost
alone.

（A
n

E
nem

y
of

Society
(

)

）

37

〔
知
っ
て
る
か
い
、
こ
の
世
で
い
ち
ば
ん
強
い
人
間
、
そ
れ
は
、

ま
っ
た
く
独
り
で
立
っ
て
い
る
男
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
〕

漱
石
は
「the

strongest
m

an
upon

earth
is

he
w

ho
stands

m
ost

alone

」

の

部

分

に

下

線

を

付

し

、

さ

ら

に

下

の

余

白

の

部

分

に

「Splendid!

〔
あ
っ
ぱ
れ

〕
」
と
ま
で
書
き
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら

漱
石
の
こ
の
言
葉
に
対
す
る
共
感
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
言
葉
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
独
り
で
立
っ
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
が
、
「
強
い
人
間
」
と
し
て
積
極
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。

先
の
「
天
才
的
意
識
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
「
時
と
し
て
は
一
代

の
好
尚
と
相
反
馳
し
て
、
互
い
に
容
る
ゝ
事
能
は
ざ
る
の
不
幸
に
会
す
」



- 27 -

と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
排
斥
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
理
解
を
得
る
こ
と
な

く
、
転
々
と
す
る
道
也
、
そ
の
道
也
が
語
る
「
一
人
坊
っ
ち
は
崇
高
な

も
の

」
（
八
）
と
い
う
言
葉
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
思
想
で
あ
る
。
道

也
は
「
一
人
」
で
あ
る
こ
と
の
価
値
に
つ
い
て

、
「
君
は
人
よ
り
高
い

平
面
に
居
る
と
自
信
し
な
が
ら
、
人
が
そ
の
平
面
を
認
め
て
く
れ
な
い

為
め
に
一
人
坊
っ
ち
な
の
で
せ
う
。
然
し
人
が
認
め
て
く
れ
る
様
な
平

面
な
ら
ば
人
も
上
つ
て
く
る
平
面
で
す

」
（
八
）
と
い
う
よ
う
に
「
一

人
」
で
あ
る
こ
と
、
周
囲
か
ら
理
解
を
得
ら
れ
ぬ
こ
と
を
「
高
い
」
こ

と
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

本
来
、
「
一
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
は
、
特
別
な
価
値
は

な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
高
柳
の
よ
う
に
「
一
人
坊
っ
ち
の
様
な
気
が
し

て
淋
し
く
つ
て
い
け
ま
せ
ん

」
（
六
）
と
嘆
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
道
也
は
こ
の
よ
う
な
「
一
人
」
で
誰
か
ら
も
理
解
を
得
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら
が
「
高
い
平
面
に
居
る
」
こ
と
と
し
て
、

価
値
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
序
」
に
お
け
る
、
漱
石
の
英
国
留
学
の
回
顧
に
注
目
し
た

い
。

倫
敦
に
住
み
暮
ら
し
た
る
二
年
は
尤
も
不
愉
快
の
二
年
な
り
。

余
は
英
国
紳
士
の
間
に
あ
つ
て
狼
群
に
伍
す
る
一
匹
の
む
く
犬
の

如
く
、
あ
は
れ
な
生
活
を
営
み
た
り
。
（
中
略
）

帰
朝
後
の
三
年
有
半
も
亦
不
愉
快
の
三
年
有
半
な
り
。
去
れ
ど

も
余
は
日
本
の
臣
民
な
り
。
不
愉
快
な
る
が
故
に
日
本
を
去
る
の

理
由
を
認
め
ず
。
日
本
の
臣
民
た
る
光
栄
と
権
利
を
有
す
る
余
は
、

五
千
万
人
中
に
生
息
し
て
、
少
く
と
も
五
千
万
分
一
の
光
栄
と
権

利
を
支
持
せ
ん
と
欲
す
。
此
光
栄
と
権
利
を
五
千
万
分
一
以
下
に

切
り
詰
め
ら
れ
た
る
時
、
余
は
余
が
存
在
を
否
定
し
、
若
く
は
余

が
本
国
を
去
る
の
挙
に
出
づ
る
能
は
ず
、
寧
ろ
力
の
継
く
限
り
、

之
を
五
千
万
分
一
に
回
復
せ
ん
事
を
努
む
べ
し
。
是
れ
余
が
微
少

な
る
意
志
に
あ
ら
ず
、
余
が
意
志
以
上
の
意
志
な
り
。
余
が
意
志

以
上
の
意
志
は
、
余
の
意
志
を
以
て
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
な

り
。
余
の
意
志
以
上
の
意
志
は
余
に
命
じ
て
、
日
本
臣
民
た
る
の

光
栄
と
権
利
を
支
持
す
る
為
め
に
、
如
何
な
る
不
愉
快
を
も
避
く

る
な
か
れ
と
云
ふ
。

（
『
文
学
論
』
「
序
」
）

注
目
す
べ
き
は

、
「
狼
群
に
伍
す
る
一
匹
の
む
く
犬
」
と
い
っ
た
状

況
が
「
野
分
」
の
高
柳
と
、
そ
し
て
帰
国
後
の
漱
石
の
決
意
が
道
也
の

姿
勢
と
重
な
っ
て
く
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
部
分
で
漱
石
は
、
「
五

千
万
粒
の
油
」
の
な
か
の
「
一
滴
の
水
」
や
、
白
シ
ヤ
ツ
の
一
点
の
「
墨

汁
」
に
自
ら
を
例
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
な
ど
は
、
「
音
楽
会
」
で
「
自

分
は
矢
張
り
異
種
類
の
動
物
の
な
か
に
一
人
坊
っ
ち
で
居
っ
た
の
で
あ

る
」
（
四
）
と
す
る
、
高
柳
の
感
じ
て
い
た
疎
外
感
に
同
様
の
も
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
如
何
な
る
不
愉
快
を
も
避
く
る
な
か
れ
」

な
ど
は
、
当
時
の
漱
石
の
書
簡
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
行

為
を
「
是
れ
余
が
微
少
な
る
意
志
に
あ
ら
ず
、
余
が
意
志
以
上
の
意
志

な
り
。
余
が
意
志
以
上
の
意
志
は
、
余
の
意
志
を
以
て
如
何
と
も
す
る
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能
は
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
る
点
な
ど
は
、
ま
さ
に
「
道
」
の
た
め
に
進

む
道
也
と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
倫
敦
で
の
孤
立
し
た
状
況
か
ら
、

そ
れ
を
積
極
的
な
姿
勢
へ
と
変
換
す
る
漱
石
の
姿
が
、
「
野
分
」
の
高

柳
と
道
也
の
姿
勢
の
違
い
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
人
は
「
同
じ
く
一
人
坊
っ
ち
で
あ
り
な
が
ら
是
程
違
ふ

」
（
八
）
と

さ
れ
る
が
、
こ
の
二
人
の
違
い
を
生
み
だ
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
「
一

人
坊
っ
ち
」
と
い
う
状
況
に
対
す
る
姿
勢
の
違
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
私

の
個
人
主
義
」
で
語
ら
れ
た
「
他
人
本
位
」
か
ら
「
自
己
本
位
」
の
転

換
を
み
る
こ
と
は
け
っ
し
て
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い

(
)

。

38

さ
ら
に
『
文
学
論
』
の
「
序
」
で
、
漱
石
は
自
ら
の
状
況
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

英
国
人
は
余
を
目
し
て
神
経
衰
弱
と
云
へ
り
。
あ
る
日
本
人
は

書
を
本
国
に
致
し
て
余
を
狂
気
な
り
と
云
へ
る
由
。
賢
明
な
る
人

々
の
言
ふ
所
に
は
偽
り
な
か
る
べ
し
。
た
ゞ
不
敏
に
し
て
、
是
等

の
人
々
に
対
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
能
は
ざ
る
を
遺
憾
と
す
る

の
み
。

帰
朝
後
の
余
も
依
然
と
し
て
神
経
衰
弱
に
し
て
兼
狂
人
の
よ
し

な
り
。
親
戚
の
も
の
す
ら
、
之
を
是
認
す
る
に
似
た
り
。
親
戚
の

も
の
す
ら
、
之
を
是
認
す
る
以
上
は
本
人
た
る
余
の
弁
解
を
費
や

す
余
地
な
き
を
知
る
。
た
ゞ
神
経
衰
弱
に
し
て
狂
人
な
る
が
為
め
、

「
猫
」
を
草
し
「
漾
虚
集
」
を
出
し
、
又
「
鶉
籠
」
を
公
け
に
す

る
を
得
た
り
と
思
へ
ば
、
余
は
此
神
経
衰
弱
と
狂
気
と
に
対
し
て

深
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
の
至
当
な
る
を
信
ず
。

（
『
文
学
論
』
「
序
」
）

こ
の
文
章
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
周
囲
が
自
分
を
理
解
し
な
い
こ

と

、

親

戚

で

す

ら

、

自

分

を

「

神

経

衰

弱

」
、
「
狂

人

」

と

し

て

排

斥

す
る
こ
と
に
対
す
る
漱
石
の
憤
り
と
、
「
猫
」
、
「
漾
虚
集
」
、
「
鶉
籠
」

と
い
っ
た
自
ら
の
小
説
が
そ
の
よ
う
な
「
神
経
衰
弱
」
や
「
狂
気
」
に

よ

っ

て

生

ま

れ

て

き

た

と

、

自

ら

が

「

神

経

衰

弱

」
、
「
狂

人

」

と

さ

れ
る
こ
と
を
逆
手
に
と
る
漱
石
の
発
想
の
転
換
で
あ
る
。
漱
石
が
、
留

学
中
に
「
神
経
衰
弱
」
な
ど
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
帰
国

後
も
続
い
た
こ
と
は
夏
目
鏡
子
の
語
っ
た
『
漱
石
の
思
ひ
出
』

(
)

な
ど

39

が
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
に
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
周
囲
か
ら
理
解
さ
れ
ず
、
「
神
経
衰
弱

」
、
「
狂
人
」
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
で
排
斥
さ
れ
る
自
己
を
、
逆
に
価
値
づ
け
よ
う
と
す
る
精
神
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
周
囲
か
ら
排
斥
さ
れ
な
が
ら
「
こ
の
世
で
い
ち
ば
ん

強
い
人
間
、
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
独
り
で
立
っ
て
い
る
男
」
と
主
張
す

る
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
姿
に
「Splendid!

」
と
全
幅
の
共
感
を
よ
せ
る
、

留
学
中
の
漱
石
の
姿
と
同
様
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
事
実
漱
石
は
『
文
学
論
』
の
先
の
「
天
才
的
意
識
」
を
説
明
し

た
と
こ
ろ
で

、
「
天
才
」
が
「
神
経
衰
弱
」
や
「
畸
形
児
」
と
し
て
見

ら
れ

、
「
社
会
の
大
多
数
の
忌
む
所
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て

『

社

会

の

敵

』

の

ス

ト

ッ

ク

マ

ン

も

、

対

立

す

る

市

長

か

ら

の

「Surely
you're

not
such

an
arrant

fool
as

all
that?

〔
本
当
に
お

前
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
大
馬
鹿
も
の
な
の
か
い
。
〕

(
)

」
と
い
う
問
い

40

に
「I

am
.

〔
あ
あ
、
そ
う
だ
よ
〕
」
と
答
え
、
「fool

」
を
自
認
す
る
。
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ま
た
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
妻
が
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
に
賛
同
す
る
と
市
長
は
、

「N
ow

he's
sent

her
m

ad
too!

〔
お
お
、
あ
い
つ
は
女
房
ま
で
気
狂

い
に
し
て
し
ま
っ
た
。
〕(

)

」
と
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
た
ち
の
行
動
を
「m

ad

」

41

と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
も
ま
た
、
群
衆
か
ら
「an

enem
y

of
the

people
〔
人
民
の
敵
〕

(
)

」
と
罵
ら
れ
、
周
囲
の
人
々

42

か

ら

「fool

」

や

「m
ad

」

と

し
て

排

斥

さ

れ

る
自

ら

の
状

況

を

価

値

づ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

漱
石
は
、
高
柳
と
同
様
の
死
と
狂
気
の
想
念
を
自
身
も
抱
い
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
発
し
た
一
つ
の
主
義
を
、
あ
え
て
現
実
に
対
置
し

よ
う
と
全
力
を
傾
け
る
。
つ
ま
り
、
漱
石
の
内
部
に
偏
執
の
ご
と

く
宿
っ
て
い
る
死
と
狂
気
と
、
彼
の
現
実
批
評
は
け
っ
し
て
二
つ

の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
は
『
虞
美
人
草
』
の
甲
野
さ
ん
が

ハ
ム
レ
ッ
ト
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
う
か
が
い
え
る

だ
ろ
う
。

（
越
智
治
雄
「
野
分
」

(
)

）

43

右
は
、
漱
石
の
「
狂
気
」
と
そ
の
「
現
実
批
評
」
が
「
け
っ
し
て
二

つ
の
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
越
智
治
雄
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
漱
石
が

自
ら
の
「
狂
気
」
、
周
囲
か
ら
理
解
さ
れ
ず
排
斥
さ
れ
る
状
況
を
、
積

極
的
な
「
現
実
批
評
」
へ
と
転
換
す
る
上
で
、
イ
プ
セ
ン
『
社
会
の
敵
』

の
存
在
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六

「
イ
ブ
セ
ン
流
」
と
「
維
新
の
志
士
」

書
簡
の
「
イ
ブ
セ
ン
流
」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
、
漱
石
が
感
じ

て
い
た
イ
プ
セ
ン
作
品
に
対
す
る
親
和
性
を
起
点
に
、
漱
石
が
、
イ
プ

セ
ン
の
「
個
人
性
」
の
主
張
に
単
な
る
利
己
的
な
も
の
で
は
な
く
社
会

性
が
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
先
駆
性
ゆ
え
の
孤
立
と
い
う
問

題
を
見
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
『
社
会
の
敵
』
が
、

当
時
「
神
経
衰
弱
」
や
「
狂
人
」
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
自
ら
の
状
況
を
、

積
極
的
な
「
現
実
批
評
」
へ
と
転
換
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
作
品
の
捉
え
方
に
お
い

て
、
「
維
新
の
志
士
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
儒
学
的
な

教
養
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、
儒
学
に
お
け
る
「
狂
」
の
精
神
で
あ
る
。

儒
学
に
お
け
る
「
狂
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
見
る
べ
き
は
『
論
語
』
に

あ
る
次
の
言
葉
で
あ
る
。

子
曰
く
、
中
行
を
得
て
之
に
与
せ
ず
ん
ば
、
必
ず
や
狂
狷
か
。
狂

者
は
進
み
て
取
り
、
狷
者
は
為
さ
ざ
る
所
有
る
な
り
。

（
（
『
論
語
』
「
子
路
」

(
)

）

44

「
中
行
」
と
は
「
過
ぎ
る
こ
と
も
な
く
、
及
ば
な
い
こ
と
も
な
い
、

中
道
に
し
て
正
し
い
理
想
的
な
行
い
」

(
)

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

45

う
な
行
い
が
で
き
る
人
を
得
ら
れ
な
い
時
は
、
「
狂
狷
」
、
つ
ま
り
「
狂

者
」
と
「
狷
者
」
と
と
も
に
行
動
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る

。
「
狂
者
」
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は
「
進
み
て
取
り
」
と
し
て
進
取
の
気
風
の
あ
る
人
物
と
さ
れ
、
ま
た

「
狷
者
」
は
「
為
さ
ざ
る
所
有
る
」
と
あ
る
が
、
一
般
に
は
慎
重
な
人

物
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
狂
狷
」
と
し
て
、
「
狷
者
」
と
と
も
に
「
狂

者
」
、
つ
ま
り
「
狂
」
と
い
う
あ
り
方
に
一
定
の
価
値
が
お
か
れ
て
い

る

。
『

孟
子

』

に

お

い

て

も

、
『

論
語

』

の

「

進

み

て

取

り

」

と

い

う

捉
え
方
が
う
け
つ
が
れ
つ
つ
、
「
狂
者
」
に
つ
い
て
「
其
の
志
、
嘐
嘐

然
た
り
」

(
)

と
、
志
の
大
き
な
人
物
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の

46

日
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
朱
子
学
を
見
る
な
ら
ば
、
朱
熹
（
朱
子
）

の
『
論
語
集
注
』
の
註
で
は
、
「
狂
者
は
、
志
極
め
て
高
く
し
て
行
い

掩
わ
ず
」

(
)

と
、
志
が
高
い
が
行
動
が
お
い
つ
い
て
い
な
い
人
物
と
解

47

説
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
幕
末
の
日
本
の
志
士
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
陽
明

学
の
祖
、
王
陽
明
の
言
行
録
で
あ
る
『
伝
習
録
』
に
は
、
王
陽
明
が
自

ら
の
姿
勢
を
語
る
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

僕
誠
に
天
の
霊
に
頼
つ
て
、
偶
ゝ
良
知
の
学
を
見
る
有
り
。
以
為

へ
ら
く
、
必
ず
此
に
由
つ
て
而
る
後
に
天
下
得
て
治
む
可
し
と
。

是
を
以
て
斯
の
民
の
陥
溺
を
念
ふ
毎
に
、
則
ち
之
が
為
に
戚
然
と

し
て
心
を
痛
め
、
其
の
身
の
不
肖
を
忘
れ
て
、
此
を
以
て
之
を
救

は
ん
こ
と
を
思
ふ
。
亦
自
ら
其
の
量
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
天
下

の
人
、
其
の
是
の
如
き
を
見
、
遂
に
相
与
に
非
笑
し
て
之
を
詆
斥

し
、
以
為
へ
ら
く
、
是
狂
を
病
み
心
を
喪
ふ
の
人
の
み
と
。
嗚
呼
、

是
奚
ぞ
恤
ふ
る
に
足
ら
ん
や
。
我
疾
痛
の
体
に
切
な
る
に
方
り
て
、

人
の
非
笑
を
計
る
に
暇
あ
ら
ん
や
。

（
『
伝
習
録
』
巻
中
「
答
聶
文
蔚
」

(
)

）

48

こ
こ
で
は

、
「
斯
の
民
の
陥
溺
」
を
見
、
そ
の
状
況
を
救
お
う
と
す

る
決
意
が
語
ら
れ
、
そ
の
自
ら
の
行
動
を
「
天
下
の
人

」
、
つ
ま
り
周

囲
の
人
々
か
ら
「
是
狂
を
病
み
心
を
喪
ふ
の
人
の
み
」
と
「
非
笑
」
さ

れ
、
「
詆
斥
」
さ
れ
る
も
、
「
嗚
呼
、
是
奚
ぞ
恤
ふ
る
に
足
ら
ん
や
」
、

「
人
の
非
笑
を
計
る
に
暇
あ
ら
ん
や
」
と
し
て
自
ら
が
す
べ
き
こ
と
を

行
う
姿
勢
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
王
陽
明
の
自
ら
の
姿
勢
の
意
義
づ
け

に
は
、
社
会
の
状
況
を
変
革
す
る
思
い
か
ら
行
動
す
る
が
、
進
取
の
あ

ま
り
「
排
斥
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
先
の
「
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
」
と

共
通
す
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
「
狂
」
の
価
値
づ
け
は
、
維
新
の
志
士
に
お
い
て
も
共

有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
志
士
の
代
表
的
な
人

物
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
志
士
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
吉
田
松
陰
は
、

そ
の
主
著
で
あ
る
『
講
孟
箚
記
』
で
、
先
に
引
用
し
た
『
論
語
』
の
一

節
と
、
そ
れ
に
対
す
る
『
孟
子
』
の
言
葉
を
解
説
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

孟
子
の
任
、
至
重
至
大
、
必
ず
気
力
雄
健
〔
狂
者

〕
、
性
質
堅
忍

〔
獧
者
〕
の
士
を
得
て
、
其
の
盛
業
を
羽
翼
す
る
に
非
ず
ん
ば
、

何
ぞ
其
の
任
を
負
荷
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
是
を
以
て
孟
子
の
狂

者
を
重
ん
じ
、
狷
者
を
之
に
次
ぎ
、
郷
原
を
悪
む
の
心
事
を
忖
度

す
べ
し
。
孔
子
と
雖
ど
も
亦
同
じ
。
抑
ゝ
、
余
大
罪
の
余
、
永
く

世
の
棄
物
と
な
る
。
然
れ
ど
も
、
此
の
道
を
負
荷
し
て
、
天
下
後
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世
に
伝
へ
ん
と
欲
す
る
に
至
り
て
は
、
敢
て
辞
せ
ざ
る
所
な
り
。

是
の
時
に
当
り
て
、
中
道
の
士
の
遽
か
に
得
べ
か
ら
ざ
る
は
、
古

今
一
な
り
。
故
に
此
の
道
を
興
す
に
は
、
狂
者
に
非
ざ
れ
ば
興
す

こ
と
能
は
ず
。
此
の
道
を
守
る
に
は
、
獧
者
に
非
ざ
れ
ば
守
る
こ

と
能
は
ず
。
則
ち
其
の
狂
獧
を
渇
望
す
る
こ
と
、
亦
豈
孔
・
孟
と

異
な
ら
ん
や
。
且
つ
郷
原
の
害
、
今
猶
古
の
如
し
。
其
の
人
、
口

に
は
孔
・
孟
・
程
・
朱
を
唱
へ
、
身
に
は
忠
信
・
廉
潔
を
飾
り
、

其
の
吾
が
輩
を
見
る
こ
と
鬼
蜮
の
如
く
、
蛇
蝎
の
如
く
、
国
体
を

尊
び
、
夷
変
を
憂
ひ
、
臣
節
を
励
ま
し
、
人
材
を
育
す
る
の
説
を

悪
む
こ
と
、
異
端
曲
説
、
外
道
邪
魔
の
如
し
。
こ
の
説
熄
ま
ず
ん

ば
、
天
地
の
誣
罔
に
陥
り
、
道
義
の
荊
榛
を
生
ず
る
、
勢
い
禁
ず

べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
然
れ
ど
狂
者
・
獧
者
を
網
羅
し
、
是
を
中
道

に
帰
せ
ば
、
何
ぞ
郷
原
を
悪
む
に
足
ら
ん
。

（
『
講
孟
箚
記
』
「
巻
の
四
下
」

(
)

）

49

こ
こ
で
は

、
『
孟
子
』
を

解
説
す

る
形
で

、
「
狂
者

」
、
「
獧
者
」
が

「
郷
原
」
と
対
に
な
る
形
で
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
郷
原
」

と
は
「
村
の
お
り
こ
う
さ
ん
」
く
ら
い
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
「
口
に

は
孔
・
孟
・
程
・
朱
を
唱
へ
、
身
に
は
忠
信
・
廉
潔
を
飾
」
る
よ
う
な

人
、
つ
ま
り
口
で
は
立
派
な
こ
と
を
言
う
、
表
面
的
に
は
道
徳
的
な
人

物
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
松
蔭
は
こ
れ
ら
の
人
物
が
、
自
ら
の
よ
う
に
人

々
の
こ
と
を
思
い
、
そ
の
任
を
負
っ
て
行
動
を
起
こ
そ
う
と
す
る
者
た

ち
を

、
「
鬼
蜮
の
如
く
、
蛇
蝎
の
如
く
」
見
て
排
斥
す
る
こ
と
を
述
べ

る
。
こ
れ
は
『
社
会
の
敵
』
に
お
い
て
、
「the

L
iberals

are
the

w
orst

foes
of

free
m

en

〔
自
由
主
義
者
ほ
ど
、
自
由
な
人
間
に
と
っ
て
最
悪

の
敵
は
い
な
い
〕

(
)

」
と
あ
る
こ
と
と
相
似
の
主
張
で
あ
る
。
志
が
高

50

く
、
進
取
の
気
勢
に
富
む
人
物
が
、
時
代
に
容
れ
ら
れ
ず
、
凡
庸
な
人

々
か
ら
排
斥
さ
れ
る
構
図
が

、
「
狂
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い

る
の
が
、
こ
の
松
蔭
の
言
葉
か
ら
読
み
と
れ
る
。

ま
た
こ
こ
に
は
「
余
大
罪
の
余
、
永
く
世
の
棄
物
と
な
る
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
大
罪
」
は
こ
の
『
講
孟
箚
記
』
の
成
立
と
関
係
し
て
い
る
。

『
講
孟
箚
記
』
は
、
松
蔭
が
来
航
し
た
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
に
搭
乗
し
よ

う
と
し
た
こ
と
を
罪
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
投
獄
と
謹
慎
の
中
で
行
わ

れ
た
『
孟
子
』
の
講
義
を
も
と
に
書
か
れ
た
。
最
初
の
漱
石
の
書
簡
に

は

、
「

維
新

の

当

（

志

）

士

勤

王

家

」

を

例

に

出

し

、
「

間

違

つ

た

ら

マ
マ

神
経
衰
弱
で
も
気
違
で
も
入
牢
で
も
何
で
も
す
る
了
見
で
な
く
て
は
文

学
者
に
な
れ
ま
い
と
思
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が

、
『
伝
習
録
』
や

『
講
孟
箚
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
儒
学
に
お
い
て
「
狂
」
と
い
う

文
字
は
、
「
神
経
衰
弱
」
や
「
気
違

」
、
「
入
牢
」
と
い
う
言
葉
と
密
接

に
つ
な
が
り
つ
つ
、
積
極
的
な
意
義
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
狂
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
価
値
づ
け
が
、
当
時
の

漱
石
を
支
え
、
そ
し
て
イ
プ
セ
ン
作
品
、
特
に
『
社
会
の
敵
』
を
読
む

漱
石
の
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
、
漱

石
の
「
個
人
主
義
」
の
特
質
で
も
あ
っ
た
。
最
初
に
引
用
し
た
猪
野
氏

の
文
に
お
い
て
も
「
漢
学
」
の
持
つ
「
高
度
な
社
会
的
倫
理
的
批
判
性
」

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
本
論
に
お
い
て
も
漱
石
が
イ
プ
セ
ン
の
「
個
人

性
」
に
「
時
弊
ニ
適
」
し

、
「
人
々
ノ
弊
ヲ
拯
フ
」
も
の
を
見
、
単
純

な
個
人
の
満
足
と
は
異
な
る
社
会
性
を
見
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
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が
時
代
の
先
駆
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
実
際
、
儒
学
は
自
ら
の
思
想
を
仏
教
や
老
荘
と
区
別
し
価
値
づ

け
る
上
で
、
自
己
の
探
求
に
よ
る
自
己
確
立
を
説
く
点
は
共
通
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
が
社
会
の
貢
献
に
つ
な
が
る
こ
と
を
強
調
し
続
け
た
歴
史

が
あ
る
。
そ
し
て
「
狂
」
も
ま
た
、
社
会
変
革
、
社
会
改
良
を
そ
の
背

景
と
し
て
持
つ
言
葉
で
あ
る
。
漱
石
が
自
ら
の
姿
勢
を
「
イ
ブ
セ
ン
流
」

と
す
る
と
と
も
に

、
「
維
新
の
志
士
」
と
表
現
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う

な
儒
学
思
想
に
お
け
る
「
狂
」
の
精
神
の
積
極
的
な
意
義
づ
け
が
あ
っ

た
。漱

石
は
『
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
ー
』
の
ヘ
ッ
ダ
を

、
「
徹
頭
徹
尾
不
愉

快
な
女
」
と
し
て
そ
の
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
単
な
る
「
自

己
」
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
漱
石
の
イ
プ

セ
ン
の
作
品
に
対
す
る
高
い
評
価
や
親
和
性
は
、
そ
の
「
自
己
」
の
主

張
に
儒
学
思
想
と
共
通
す
る
も
の
を
読
み
取
っ
た
こ
と
が
そ
の
根
底
に

あ
る
。
そ
し
て
漱
石
は
自
ら
の
儒
学
の
教
養
を
土
台
と
し
つ
つ
イ
プ
セ

ン
の
作
品
に
「
個
人
性
」
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
で

、
『
野
分
』
の

道
也
に
体
現
さ
れ
る
主
張
を
確
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
漱
石
の
漢
学
の
教
養
は

、
「
自
己
本
位
」
を
表
現
す
る
上
で
極
め

て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

【
注
記
】

(
)

明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
十
月
二
十
六
日
、
鈴
木
三
重
吉

1

宛

(
)

初
出
は

、
「
新
小
説
」

明
治
三

十
九
（

一
九
〇
六
）
年
九
月
。

2
(

)

初
出
は
、
「
中
央
公
論
」
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
十
月
。

3

(
)

初
出
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
一
月
。

4

(
)

内

田

道

雄

「

漱

石

と

社

会

問

題

」
（
『
漱

石

―
『

明

暗

』

ま

5

で
』
お
う
ふ
う
、
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
二
月
）

(
)

小
泉
浩
一
郎
「
「
野
分
」
の
周
辺

」
（
「
湘
南
文
学
」
一
九
八
一

6

年
三
月
）

(
)

瀬

沼

茂

樹

「
『
鶉

籠

』
と

『

野

分

』
」
（
『
夏

目

漱
石

』

東

京
大

7

学
出
版
会
、
昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年
七
月
）
。

(
)

初

出
は

、
「
文
芸

界
」
明
治

三
十
九
（

一
九
〇

六
）
年
九
月
。

8

(
)

初
出

は

、
「
東
京
朝

日
新
聞
」

明
治
四
十
（

一
九
〇
七

）
年
五

9

月
四
日
～
六
月
四
日
。

(
)

「
太
陽
」
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
十
月

10

(
)

中
村
都
史
子
「
イ
プ
セ
ン
の
三
つ
の
顔

―
夏
目
漱
石
の
押
さ

11

え
方
」
（
『
日
本
の
イ
プ
セ
ン
現
象

一
九
〇
六
―
一
九
一
六
年
』

九
州
大
学
出
版
会
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
六
月
）

(
)

内
田
道
雄
「
漱
石
と
社
会
問
題
」
（
前
出
）

12

(
)

「

文
芸
読

本

夏

目
漱

石
」

昭
和

五
十

（
一

九
七

五
）

年
六

月

13

(
)

明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
十
月
十
六
日
、
高
浜
虚
子
宛
書

14

簡

(
)

も
と
も
と
大
正
三
年
十
一
月
二
十
五
日
に
学
習
院
で
行
わ
れ
た

15

講
演
。

文
章
と
し

て
は

、
『
孤
蝶
馬

場
勝
弥
氏

立
候
補
後
援

現

代

文
集

』
（

実
業

之
世
界

、
大
正

四
年
（
一

九
一
五
）
年
三
月

）

に
集
録
。

(
)

初
出
は

、
「
新
小
説
」

明
治
三

十
八
（

一
九
〇
五
）
年
八
月
。

16
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(
)

『
文
学
論

』
（
大
倉
書
店
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
五
月
）

17

の

「

序

」

は

、
『

文

学

論

』

に

先

だ

っ

て

「

読

売

新

聞

」
（

明

治

三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
十
一
月
四
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
「
序
」

に
は
、
「
明
治
三
十
九
年
十
一
月
」
と
い
う
日
付
が
あ
る
。

(
)

く
わ
し
く
は
拙
論
「
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て

―

18

明
治
四
十
年
前
後
の
漱
石
の
文
学
観
と
の
関
連
か
ら

―
」
（
「
九

大
日
文
」
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
三
月
）
参
照
。
な
お
、

イ
プ
セ
ン

作
品
の

邦
題
は
『

世
界
文
学

大
事
典

第
一
巻

』
（
全

六
冊
、
集
英
社
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
十
月
）
の
毛
利
三
彌

執

筆

「

イ

プ

セ

ン

」

の

項

目

の

も

の

に

よ

っ

た

。

た

だ

し

、A
n

E
nem

y
of

Society

の
み
は
英
語
訳
に
あ
わ
せ
て
『
社
会
の
敵
』

と
し
た
。
英
語
訳
は
漱
石
旧
蔵
書
の
も
の
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
細

か
な
書
誌
情
報
は
省
い
た
。

(
)

中
村
都
史
子
氏
は
『
日
本
の
イ
プ
セ
ン
現
象

一
九
〇
六

―
一

19

九
一
六

年

』
（
前
出
）

の
「
序

言
」
で

、
明
治
三

十
九
年
頃
か
ら

始
ま
る
イ
プ
セ
ン
の
受
容
に
つ
い
て
「
広
範
囲
に
及
ぶ
イ
プ
セ
ン

へ

の
関
心
を

現
れ
」

を
指
摘

し

、
「

イ
プ
セ
ン
現

象
」
と
呼
ん
で

い
る
。

(
)

初
出
は
、
「
趣
味
」
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
一
月
。

20

(
)

初
出
は
、
「
新
潮
」
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
二
月
。

21

(
)

初
出

は

、
「
早
稲
田

文
学
」
明

治
三
十

九
（
一
九

〇
六
）
年
八

22

月
。

(
)

中
村
都
史
子
「
イ
プ
セ
ン
の
三
つ
の
顔

―
夏
目
漱
石
の
押
さ

23

え
方
」
（
前
出
）

(
)

初

出
は

、
「
文
芸

界
」
明
治

三
十
九
（

一
九
〇

六
）
年
九
月
。

24

(
)

村
岡
勇
編
『
漱
石
資
料

―
文
学
論
ノ
ー
ト
』
岩
波
書
店
、
一

25

九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年
五
月
、

頁
75

(
)

こ
の
よ
う
な
漱
石
の
イ
プ
セ
ン
観
は
後
々
ま
で
の
機
軸
に
な
っ

26

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
に
行
わ

れ
た
講
演
「
模
倣
と
独
立
」
に
お
い
て
も
、
漱
石
は
イ
プ
セ
ン
に

関
し
て
「
イ
ブ
セ
ン
と
云
ふ
人
は
人
間
の
代
表
者
で
あ
る
と
共
に

彼
自
身
の
代
表
者
で
あ
る
と
云
ふ
特
殊
の
点
を
発
揮
し
て
居
る
」

と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
「
個
人
性
」
が
「
人
間
の
代
表
」
と
い
う

広
が
り
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

(
)

初
出
は

、
「

東
京

朝
日
新

聞
」
明

治
四
十
（
一
九

〇
七
）
年
六

27

月
二
十
三
日
～
十
月
二
十
九
日
。

(
)

明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
七
月
十
九
日
、
小
宮
豊
隆
宛
の
書

28

簡

(
)

本
論
に
お
け
る
『
社
会
の
敵
』
（A

n
E

nem
y

of
Society

）
の
引

29

用
は
、H

enrik
Ibsen,

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

Society.
T

he
W

alter
Scott

Publishing
C

o.
L

td.

に
よ
る
。
イ
プ
セ
ン
作
品
の
訳
に
つ
い
て
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
原

典
を
訳
し

た
毛
利

三
彌
『
イ

プ
セ
ン
戯

曲
全
集

』
（
東
海
大

学
出

版
会
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
十
一
月
）
を
参
考
に
し
た
、
藤

本
に
よ
る
拙
訳
で
あ
る
。
以
下
同
様
。

(
)

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

30

Society
p.280

(
)

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

31
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Society
p.312

(
)

『
文
学
論
ノ
ー
ト
』

頁

32

158

(
)

漱
石
は
『
文
学
論
』
に
お
い
て
「
凡
そ
文
学
的
内
容
の
形
式
は

33

（F+f
）

な

る

こ

と

を

要
す

。

Ｆ

は

焦

点

的

印

象

又

は

観

念

を

意

味
し
、
ｆ
は
こ
れ
に
附
着
す
る
情
緒
を
意
味
す
。
さ
れ
ば
上
述
の

公
式
は
印
象
又
は
観
念
の
二
方
面
即
ち
認
識
的
要
素
（
Ｆ
）
と
情

緒
的
要
素
（
ｆ
）
と
の
結
合
を
示
し
た
る
も
の
と
云
ひ
得
べ
し
」

（
第
一
編

第
一
章
）
と
し
て
、
Ｆ
を
「
焦
点
的
印
象
又
は
観
念
」
、

「
認
識
的
要
素
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
論
を
進

め
る
上
で
は
、
「
意
識
」
と
し
て
捉
え
て
も
問
題
は
な
い
。

(
)

『
文
学
論
ノ
ー
ト
』

頁

34

305

(
)

初

出
は

、
「
保
恵

会
雑
誌
」

明
治
二
十

八
（
一

八
九
五
）
年
十

35

一
月
）
。

(
)

明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
十
月
二
十
三
日
、
狩
野
亨
吉
宛

36

(
)

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

37

Society
p.315

(
)

越
智
治
雄
「
野
分
」
（
『
漱
石
私
論
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年

38

六

月

）
、

相

原

和

邦

「
「
野

分

」

の

位

置

」
（
「
国

文

学

」
一

九

七

四
年
十
一
月
）
な
ど
の
論
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
柳
の

孤
独
感
を
留
学
中
の
漱
石
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
は
、
明
ら
か
に
限

界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
漱
石
の
問
題
意

識
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
の
「
序
」
に
お
け
る
記
述

と
あ
わ
せ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま

た
小
田
島
本
有
「
漱
石
『
野
分
』
論

―
白
井
道
也
は<

文
学
者>

で

あ

る

―
」
（
「
釧

路

工

業

高

等

専

門

学

校

紀

要

」

一

九

九

七

年
十
二
月
）
も
、
道
也
と
高
柳
の
「
一
人
」
に
対
す
る
姿
勢
の
違

い
を
、
留
学
前
後
の
漱
石
か
ら
捉
て
い
る
。

(
)

夏
目
鏡
子
述
、
松
岡
譲
筆
録
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
岩
波
書
店
、

39

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
十
月

(
)

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

40

Society
p.268

(
)

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

41

Society
p.269

(
)

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

42

Society
p.

288

(
)

越
智
治
雄
「
野
分
」
（
前
出
）

43

(
)

新
釈
漢
文
大
系
『
論
語
』
（
吉
田
賢
抗
解
説
）
、
明
治
書
院
、
昭

44

和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
五
月
、

頁
297

(
)

新
釈
漢
文
大
系
『
論
語
』
（

頁
）
の
語
釈
に
よ
る
。

45

297

(
)

『
孟
子
』
「
尽
心
下
」
。
引
用
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
孟
子
』
（
内

46

野
熊
一
郎
解
説
、
明
治
書
院
、
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
六

月
、

～

頁
）
に
よ
る
。

508

509

(
)

『
論
語
集
注

』
「
巻
七

」
。
引
用
は
、
土
井
健
次
郎
訳
注
『
論
語

47

集
注

第
三

巻

』
（

平
凡

社
、
平

成
二
十
六

（
二
〇
一
四
）
年

十

月
、

頁
）
に
よ
る
。

467
(

)
新
釈
漢
文
大
系
『
伝
習
録
』
（
近
藤
康
信
解
説
）
、
明
治
書
院
、

48

昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
九
月
）
に
よ
る
。

(
)

近
藤
啓

吾
全
訳

注
『
講

孟
箚
記

下
』
株
式
会
社
講
談
社
、

49
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昭
和
五
十
五
（
一
九
八
〇
）
年
十
月
、

頁
584

(
)

The
P

illars
of

Society,
G

hosts,
and

A
n

E
nem

y
of

50

Society
p.312
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第
二
章

『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
「
誠
」

―
日
本
近
世
儒
学
の
伝
統

―

一

は
じ
め
に

実
際
彼
は
必
要
が
あ
れ
ば
、
御
白
粉
さ
へ
付
け
か
ね
ぬ
程
に
、

肉

体

に

誇

を

置

く

人

で

あ

る

。

彼

の

尤

も

嫌

ふ

の

は

羅

漢

の

様

な

骨

骼

と

相

好

で

、

鏡

に

向

ふ

た

ん

び

に

、

あ

ん

な

顔

に

生

れ

な

く

つ

て

、

ま

あ

可

か

つ

た

と

思

ふ

位

で

あ

る

。

其

代

り

人

か

ら

御

洒

落

と

云

は

れ

て

も

、

何

の

苦

痛

も

感

じ

得

な

い

。

そ

れ

程
彼
は
旧
時
代
の
日
本
を
乗
り
超
え
て
ゐ
る
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
一
の
一
）

こ

れ

は

、
『

そ
れ

か

ら

』

(
)

第
一

回

目

の
最

後

の

文
で

あ

る

。
『
そ

1

れ
か
ら
』
の
書
き
出
し
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
提

起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
最
後
の
「
旧
時
代
の
日
本
を
乗
り
超

え
て
ゐ
る
」
と
い
う
点
は
、
多
く
の
論
者
に
お
い
て
代
助
を
語
る
上
で

前
提
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
作
品
内
に
お
い
て
、
三
年
前

、
「
自
己

の

道

念

を

誇

張

し

て

、

得

意

に

使

ひ

回

し

」
（

六

の
五

）
「

人

の
為

に

泣
く
事
が
好
き
な
男

」
（
八
の
六
）
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
、
友
人
平
岡
に

恋
人
三
千
代
を
譲
っ
た
代
助
が
、
現
在
は
自
ら
の
そ
の
行
為
を
「
あ
の

時
は
、
何
う
か
し
て
ゐ
た
ん
だ

」
（
四
の
三
）
と
冷
や
や
か
に
批
判
す

る
人
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、

代
助
が
「
旧
時
代
の
日
本
」
の
価
値
観
を
否
定
す
る
こ
と
を
示
す
最
も

象
徴
的
な
も
の
が
、
次
の
場
面
で
あ
る
。

親

爺

の

頭

の

上

に

、

誠

者

天

之

道

也

と

云

ふ

額

が

麗

々

と

掛

け

て

あ

る

。

先

代

の

旧

藩

主

に

書

い

て

貰

つ

た

と

か

云

つ

て

、

親
爺
は
尤
も
珍
重
し
て
ゐ
る
。
代
助
は
此
額
が
甚
だ
嫌
で
あ
る
。

第

一

字

が

嫌

だ

。

其

上

文

句

が

気

に

喰

は

な

い

。

誠

は

天

の

道

な

り

の

後

へ

、

人

の

道

に

あ

ら

ず

と

附

け

加

へ

た

い

様

な

心

持

が
す
る
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
三
の
四
）

父
、
長
井
得
は
「
儒
教
の
感
化
を
受
け
た

」
（
三
の
二
）
人
物
で
あ

り
、
「
旧
時
代
の
日
本
」
の
価
値
観
を
体
現
し
た
人
物
の
象
徴
と
も
言

え
る
。
そ
の
長
井
得
が
最
も
大
切
に
す
る
言
葉
が
「
誠
」
な
の
で
あ
る
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が
、
代
助
は
そ
れ
を
「
人
の
道
に
あ
ら
ず
」
と
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
代
助
は

、
「
誠
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
旧
時
代
の

日
本
」
の
価
値
観
を
否
定
す
る
「
近
代
的
知
識
人
」
と
い
う
枠
組
み
で

捉
え
ら
れ
て
き
た

(
)

。
そ
し
て
次
の
場
面
の
「
誠
」
も
同
じ
よ
う
に
、

2

こ
の
よ
う
な
「
近
代
性
」
の
枠
組
み
か
ら
、
そ
の
問
題
が
解
消
さ
れ
て

き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

代

助

は

酒

の

力

を

借

り

て

、

己

れ

を

語

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

様

な

自

分

を

恥

ぢ

た

。

彼

は

打

ち

明

け

る

と

き

は

、

必

ず

平

生

の

自

分

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

と

兼

て

覚

悟

を

し

て

居

た

。

け

れ

ど

も

、

改

た

ま

つ

て

、

三

千

代

に

対

し

て

見

る

と

、

始

め

て

、

一

滴

の

酒

精

が

恋

し

く

な

つ

た

。

ひ

そ

か

に

次

の

間

へ
立
つ
て
、
例
の
ヰ
ス
キ
ー
を
洋
盃
で
傾
け
様
か
と
思
つ
た
が
、

遂

に

其

決

心

に

堪

え

な

か

つ

た

。

彼

は

青

天

白

日

の

下

に

、

尋

常
の
態
度
で
、
相
手
に
公
言
し
得
る
事
で
な
け
れ
ば
自
己
の

誠
ま

こ

と

(
)

で

な

い

と

信

じ

た

か

ら

で

あ

る

。

酔

ひ

と

云

ふ

牆

壁

を

築

い

3て
、
其
掩
護
に
乗
じ
て
、
自
己
を
大
胆
に
す
る
の
は
、
卑
怯
で
、

残

酷

で

、

相

手

に

汚

辱

を

与

へ

る

様

な

気

が

し

て

な

ら

な

か

つ

た

か

ら

で

あ

る

。

彼

は

社

会

の

習

慣

に

対

し

て

は

、

徳

義

的

な

態

度

を

取

る

事

が

出

来

な

く

な

つ

た

、

其

代

り

三

千

代

に

対

し

て

は

一

点

も

不

徳

義

な

動

機

を

蓄

へ

ぬ

積

で

あ

つ

た

。

否

、

彼

を

し

て

卑

吝

に

陥

ら

し

む

る

余

地

が

丸

で

な

い

程

に

、

代

助

は

三
千
代
を
愛
し
た
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
十
四
の
八
）

『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
、
代
助
の
三
千
代
へ
の
告
白
は
最
も
重
要

な
場
面
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
代
助
は
「
自
己
の
誠
」
を
強
調
し
て

い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
「
人
の
道
に
あ
ら
ず
」
と
代
助
が
否
定
し
た

は
ず
の
価
値
観
で
あ
る
「
誠
」
が
こ
こ
に
突
如
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

従
来
の
先
行
論
に
お
い
て
、
三
千
代
へ
の
告
白
は
、
代
助
の
「
自
己
」

や
「
自
我
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ

(
)

、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
こ

4

の
「
誠
」
は
、
し
ば
し
ば
「
誠
実
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て

説
明
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
熊
坂
敦
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

漱
石
は
、
お
よ
そ
純
粋
や
誠
実
に
遠
く
な
っ
た
代
助
を
し
て
、

三
千
代
へ
の
愛
の
感
傷
と
追
憶
に
浸
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

代

助

が

純

粋

や

誠

実

の

行

為

に

つ

き

す

す

ん

で

、

人

間

回

復

を

め

ざ

し

て

い

く

こ

と

は

、

全

く

代

助

に

と

っ

て

突

然

の

変

異

と

も

い

う

べ

き

も

の

で

、

そ

の

意

味

は

慎

重

に

、

問

わ

れ

な

け

れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
代
助
の
愛
は
、
自
己
の
再
発

見
で
あ
り
、
自
己
の
確
立
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
熊
坂
敦
子
「
『
そ
れ
か
ら
』

―
自
然
へ
の
回
帰

―
」

(
)

）

5

こ
の
論
に
お
い
て
は

、
「
自
己
の
誠
」
は
「
誠
実
」
と
解
さ
れ
、
そ

れ
は
「
人
間
回
復
」
、
つ
ま
り
「
自
己
の
確
立
」
と
い
う
問
題
と
関
連

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
誠
」
が
「
誠
実
」
と
解
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば

作
品
内
に
生
活
の
た
め
に
最
上
の
料
理
を
し
な
い
料
理
人
を
「
不
誠
実
」
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と
す
る
場
面
（
六
の
八
）
な
ど
が
あ
り
、
決
し
て
理
由
な
き
こ
と
で
は

な
い

(
)

。
し
か
し
、
代
助
の
「
自
己
の
誠
」
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
自

6

身
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
相
手
に
汚
辱
を
与
へ
る

様

な

気

が

し

て

な

ら

な

か

つ

た

」
、
「

三
千

代

に

対

し

て

は

一

点

も

不

徳
義
な
動
機
を
蓄
へ
ぬ
積
で
あ
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
他
者
に
対
し
て

も
向
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
れ
を
従
来
の
「
自
己

の
確
立
」
と
し
て
の
「
誠
実
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
捉
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
上
で
、
明
治
四
十
年
前
後
に
日
本
に
お
い
て

盛

ん

に

取

り

上

げ

ら

れ

た

イ

プ

セ

ン

の

『

人

形

の

家

』
（A

D
oll's

H
ouse

）
の
ノ
ラ
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
夫
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
か
ら
、

「
夫
に
対
し
児
共
に
対
す
る
」
義
務
を
す
て
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
際

に
、
ノ
ラ
は
自
己
の
行
為
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

、
「
私
自
身
に
対
す

る
義
務
（M

y
duties

tow
ards

m
yself

）
」
を
強
調
し
、
「
何
よ
り
も
第

一
に
、
私
は
人
間
で
す
（I

believe
that

before
all

else
I

am
a

hum
an

beings)

」
と
答
え
る

(
)

。
こ
の
よ
う
な
行
為
こ
そ
、
先
の
熊

7

坂
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
自
己
の
再
発
見
」
で
あ
り
「
自
己
の
確
立
」

と
し
て
の
「
誠
実
」
で
あ
ろ
う
。

な
に
よ
り
、
作
者
漱
石
は
こ
の
「
誠
」
と
い
う
字
の
選
択
に
非
常
に

意
識
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
場
面
か
ら
わ
か
る
。

代

助

は

今

の

平

岡

に

対

し

て

、

隔

離

の

感

よ

り

も

寧

ろ

嫌

悪

の

念

を

催

ふ

し

た

。

さ

う

し

て

向

ふ

に

も

自

己

同

様

の

念

が

萌

し

て

ゐ

る

と

判

じ

た

。

昔

し

の

代

助

も

、

時

々

わ

が

胸

の

う

ち

に

、

斯

う

云

ふ

影

を

認

め

て

驚

ろ

い

た

事

が

あ

つ

た

。

其

時

は

非

常

に

悲

し

か

つ

た

。

今

は

其

悲

し

み

も

殆

ん

ど

薄

く

剥

が

れ

て
仕
舞
つ
た
。
だ
か
ら
自
分
で
黒
い
影
を
凝
と
見
詰
め
て
見
る
。

さ
う
し
て
、
こ
れ
が

真

だ
と
思
ふ
。
已
む
を
得
な
い
と
思
ふ
。

ま

こ

と

た
ゞ
そ
れ
丈
に
な
つ
た
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
八
の
六
）

漱
石
は
「
ま
こ
と
」
と
い
う
言
葉
を
「
誠
」
と
「
真
」
と
に
意
識
的

に
使
い
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
「
真
」
は
、
「
誠
」
の
価
値
観
を
否
定

し
た
代
助
が
中
心
に
据
え
た
も
の
と
言
え
る
。
本
文
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。

是

は

、

彼

の

性

情

が

、

一

図

に

物

に

向

つ

て

集

注

し

得

な

い

の

と

、

彼

の

頭

が

普

通

以

上

に

鋭

ど

く

つ

て

、

し

か

も

其

鋭

さ

が
、
日
本
現
代
の
社
会
状
況
の
た
め
に
、
幻

像
打
破
の
方
面

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

に

向

つ

て

、

今

日

迄

多

く

費

や

さ

れ

た

の

と

、

そ

れ

か

ら

最

後

に

は

、

比

較

的

金

銭

に

不

自

由

が

な

い

の

で

、

あ

る

種

類

の

女

を
大
分
多
く
知
つ
て
ゐ
る
の
と
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
七
の
六
）

代
助
を
あ
く
ま
で
「
近
代
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
そ
の
行
為
を
「
自
己
の
真
」
と
し
た
ほ
う
が
適
切
で
は
あ
る
ま

い
か
。
例
え
ば
、
以
前
ま
で
の
自
分
を
「
人
形
」
と
自
覚
し

、
「
私
」

と
「
社
会
（
の
習
慣
や
考
え

―
藤
本
注
）
」
の
対
立
を
強
く
意
識
す
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る
ノ
ラ
に
は
、
自
己
の
行
為
の
意
味
づ
け
を
「
自
己
の
真
」
と
す
る
こ

と
が
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う

(
)

。
熊
坂
氏
の
先
の
論
文
に
は
代
助
の
決
断

8

に
つ
い
て
、
「
真
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
と
の
人
間
関
係
を

排
除
し
て
、
自
己
の
真
実
に
徹
し
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
あ

り
、
「
自
己
の
真
実
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
そ
れ
か
ら
』

に
お
い
て
、
こ
の
最
も
重
要
な
場
面
で
使
用
さ
れ
る
の
は
「
誠
」
な
の

で
あ
る
。
同
様
に
、
代
助
が
『
煤
烟
』
を
批
評
す
る
場
面
に
お
い
て
、

「
所
が
、
要
吉
と
い
ふ
人
物
に
も
、
朋
子
と
い
ふ
女
に
も
、

誠

の
愛

ま

こ

と

で
、
已
む
な
く
社
会
の
外
に
押
し
流
さ
れ
て
行
く
様
子
が
見
え
な
い
。

彼
等
を
動
か
す
内
面
の
力
は
何
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
と
、
代
助
は
不
審

で
あ
る
」
（
六
の
二
）
と
、
「
内
面
の
力
」
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
「

誠
ま

こ

と

の
愛
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
も
「
真
」

で
は
な
く
「
誠
」
な
の
で
あ
る

(
)

。
「
人
の
道
に
あ
ら
ず
」
と
否
定
し

9

た
は
ず
の
「
誠
」
が
、
当
の
批
判
者
で
あ
る
代
助
自
身
の
行
動
に
お
い

て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

(
)

。

10

以
上
の
点
か
ら
「
自
己
の
誠
」
に
も
と
づ
く
代
助
の
三
千
代
へ
の
告

白
を
、
従
来
の
よ
う
に
「
自
己
の
確
立
」
と
い
う
点
か
ら
の
み
捉
え
る

こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
三
千
代
へ
の
告

白
と
い
う
大
切
な
場
面
に
お
い
て

、
「
誠
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る

の
か
。
そ
も
そ
も
「
誠
」
と
は
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
い
か
な
る
意

義
を
有
す
る
言
葉
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
か

。
『
そ
れ
か
ら
』
に
お

け
る
「
誠
」
の
背
景
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
代
助
の
三
千
代
へ
の
告
白

と
い
う
行
為
を
「
誠
」
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
章
の
課

題
で
あ
る
。

二

中
国
思
想
に
お
け
る
「
誠
」

『
そ
れ
か
ら
』
の
「
誠
」
の
背
景
に
つ
い
て
、
考
え
る
べ
き
は
先
に

引
用
し
た
「
誠
者
天
之
道
也
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
岩
波
書
店
最

新
版
『
漱
石
全
集
』
の
「
注
解
」

(
)

に
「
『
中
庸
』
第
二
十
章
に
「
誠

11

は
天
の
道
な
り
。
こ
れ
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
」
と
あ
る
」
と
あ

り
、
代
助
が

、
「
人
の
道
に
あ
ら
ず
」
と
付
け
加
え
る
の
は
、
こ
の
後

の
部
分
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
集
英
社
版

『
漱
石
文
学
全
集
』
の
「
注
解
」

(
)

で
は
『
孟
子

』
「
離
婁
上
」
に
も

12

同
様
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
成
立
時
期
や
中
国

思
想
に
お
け
る
経
緯
か
ら
考
え
て
語
句
自
体
は
『
中
庸
』
に
由
来
す
る

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(
)

。

13

『
中
庸
』
と
は
孔
子
の
孫
と
さ
れ
る
子
思
の
作
と
し
て
知
ら
れ
て
お

り
、
中
国
宋
代
以
降
の
儒
学
の
中
心
的
な
教
典
で
あ
る
「
四
書
」
（
『
論

語
』
、
『
孟
子

』
、
『
大
学
』
、
『
中
庸
』
）
の
一
つ
で
あ
る

。
「
五
経
」

(
)14

を
中
心
と
し
て
い
た
儒
学
が
、
宋
代
以
後
「
四
書
」
を
中
心
と
し
た
も

の
に
変
化
す
る
上
で
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
朱
子
学
の
登
場
で
あ
っ
た
。

朱
子
が
「
五
経
」
の
一
つ
で
あ
る
『
礼
記
』
か
ら
『
中
庸
』
と
『
大
学
』

二
篇
を
抜
き
出
し
、
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
と
と
も
に
「
四
書
」
と
し
て

体
系
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
『
中
庸
』
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
後

に
触
れ
る
が
、
ま
ず
『
中
庸
』
が
朱
子
学
を
中
心
と
す
る
宋
学
以
降
に

重
ん
ぜ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
『
中
庸
』

に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
が
、
先
の
「
誠
者
天
之
道
也
」
に
見
ら
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れ
る
「
誠
」
の
思
想
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
誠
」
は
ど
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
て
き
た
の
か
。

朱
子
の
『
中
庸
』
解
釈
を
述
べ
た
『
中
庸
章
句
』

(
)

に
は
、
先
の
と

15

こ
ろ
に
「
誠
と
は
、
真
実
無
妄
の
謂
に
し
て
、
天
理
の
本
然
な
り
」

(
)16

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
島
田
虔
次
氏
に
よ
る
と
「
真
実
」
と
「
無
妄
」

と
は
「
同
じ
一
つ
の
事
態
を
表
裏
か
ら
言
っ
た
も
の
に
す
ぎ
」
ず
、
そ

れ
は
「
で
た
ら
め
で
な
く
然
か
あ
る
」
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
が
、

「
本
来
的
な
あ
り
方
」
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
)

。
そ
れ
は

17

朱
子
学
の
理
想
た
る
「
聖
人
」
が
「
聖
人
に
お
け
る
仁
は
表
も
裏
も
み

な
仁
で
ひ
と
か
け
ら
の
不
仁
も
な
く
、
聖
人
の
義
は
表
も
裏
も
み
な
義

で
ひ
と
か
け
ら
の
不
義
も
な
い
」

(
)

と
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
り
、

18

つ
ま
り
内
の
心
と
外
の
行
為
が
「
本
来
的
な
あ
り
方
」
と
し
て
一
致
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
と
外
の
一
致
は
、
「
誠
」

の
基
本
的
な
認
識
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、
「
真
実
無
妄
」
た
る
に
は

ど

う

す

べ

き

か

。
『

中

庸
章

句

』
で

は

、
『

中

庸
』

の

「
誠

者

天

之

道

也
」
の
少
し
後
に
あ
る

、
「
博
く
之
を
学
び
、
審
か
に
之
を
問
ひ
、
慎

ん
で
之
を
思
ひ
、
明
か
に
之
を
弁
じ
、
篤
く
之
を
行
ふ
」(

)

に
つ
い
て
、

19

以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

此

れ

之

を

誠

に

す

る

の

目

な

り

。

学

問

思

弁

は

、

善

を

択

ぶ

所

以

に

し

て

知

を

為

す

。

学

び

て

知

る

な

り

。

篤

く

行

う

は

固

く
執
る
所
以
に
し
て
仁
を
為
す
。
利
し
て
行
う
な
り
。

（
『
中
庸
章
句
』
）

朱
子
学
の
「
誠
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
「
知
」
と
「
行
」
が

そ
れ
ぞ
れ
分
け
ら
れ

、
「
知
」
の
探
求
に
基
づ
い
て
「
行
」
を
な
す
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
知
」
の
働
き
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

こ

の

点

は

、
『

四

書
』

の
一

つ

、
『

大

学
』

の
解

釈

か
ら

も

確

認

で

き

る
。
『
大
学
』
の
重
要
な
概
念
で
あ
る

、
「
八
条
目

」
（
格
物
・
致
知
・

誠
意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）
に
お
い
て
も
、
「
誠

意
（
意
を
誠
に
す
）
」
は
「
格
物
致
知
」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
朱

子
学
に
お
け
る
「
格
物
致
知
」
と
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

わ

れ

わ

れ

は

、

ま

ず

自

分

自

身

を

含

め

た

宇

宙

の

物

事

を

対

象
と
す
る
知
的
探
求
を
行
い
、
〈
理
〉
と
は
何
か
を
体
得
し
な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

に

よ

っ

て

人

間

は

人

間

と

し

て

の

本

来

の

あ

り

方

に

気

づ

き

、

そ

の

あ

る

べ

き

姿

に

適

っ

た

生

き

方

が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

―
こ
う
し
た
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
、

朱
子
学
的
な
修
養
が
求
め
ら
れ
る
。

（
小
島
毅
「
格
物
と
親
民
」

(
)

）

20

朱
子
学
に
お
け
る
「
格
物
致
知
」
と
は
、
自
ら
の
内
外
に
対
す
る
「
知

的
探
求
」
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
実
践
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
あ

る
。

そ

の

具

体

的

実

践

は

、

近

く

は

自

ら

の

日

常

的

営

為

の

理

を

検

討

し

、

さ

ら

に

は

古

え

の

聖

賢

の

言

行

が

表

さ

れ

た

経

書

を

読

ん

で

、

そ

の

言

行

を

支

え

る

理

を

究

明

・

把

握

し

、

そ

の

理
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を
わ
が
身
に
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
「
朱
子
学
」

(
)

）

21

つ
ま
り
、
朱
子
学
の
「
誠
」
と
は
、
外
界
の
あ
り
方
や
秩
序
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
「
誠
」
は
、
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
「
誠
」
と
大
き
く
異
な
る

と
言
え
る
。
例
え
ば
、
父
、
長
井
得
は
「
何
に
よ
ら
ず
、
誠
実
と
熱
心

へ
持
つ
て
行
き
た
が
る

」
（
三
の
四
）
人
物
で
あ
る
。
ま
た
「
書
物
癖

の
あ
る
、
偏
狭
な
、
世
慣
れ
な
い
若
輩
」
（
三
の
四
）
と
代
助
を
評
す

る
言
葉
か
ら
も
、
朱
子
学
が
重
視
す
る
読
書
を
必
ず
し
も
重
視
し
て
い

な
い
こ
と
が
わ
か
る

(
)

。
代
助
に
つ
い
て
も
、
『
煤
烟
』
を
評
し
た
際

22

に
「
誠
の
愛
」
を
「
内
面
の
力
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
朱
子
学
的
な
「
誠
」
と
は
考
え
方
が
異
な
る
と
言
え
る
。

む
し
ろ
「
誠
」
を
内
面
の
「
心
」
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
た
の
は
、

明
代
に
お
け
る
王
陽
明
で
あ
る
。
漱
石
と
陽
明
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
り

(
)

、
ま
た
、
漱
石
が
学
ん
だ
二
松
学
舎
の
創

23

設
者
で
あ
る
三
島
中
洲
は
、
当
時
の
官
学
で
あ
っ
た
朱
子
学
を
学
ん
だ

後
、
陽
明
学
か
ら
強
い
影
響
を
う
け
た
所
謂
折
衷
派
と
し
て
知
ら
れ
る

人
物
で
あ
る
。
ま
た
『
そ
れ
か
ら
』
本
文
に
も
、
代
助
が
父
、
長
井
得

を
批
判
す
る
際
に
「
論
語
だ
の
、
王
陽
明
だ
の
と
い
ふ
、
金
の
延
金
を

呑
ん
で
入
ら
つ
し
や
る

」
（
三
の
四
）
と
い
う
よ
う
に
王
陽
明
の
名
前

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
陽
明
学
に
お
け
る
「
誠
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

陽
明
学
が
「
四
書
」
を
重
視
す
る
の
は
朱
子
学
と
同
じ
で
あ
る
が
、
万

物
に
「
理
」
が
備
わ
る
と
し
て
心
外
の
「
理
」
も
重
視
す
る
朱
子
学
に

対
し

、
「
心
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
王
陽
明
の

語
録
『
伝
習
録
』
に
は
、
先
に
見
た
朱
子
学
に
お
け
る
「
誠
」
と
「
格

物
」
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る

。
『
中
庸
』
と
『
孟
子
』
の
共
通

性
を
前
提
に

、
『
孟
子
』
の
解
釈
に
つ
い
て
王
陽
明
は
弟
子
に
答
え
る

形
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

朱

子

は

、

心

を

尽

し

、

性

を

知

り

、

天

を

知

る

、

を

以

て

、

物

格

り

知

致

る

、

と

為

す

。

心

を

存

し

、

性

を

養

ひ

、

天

に

事

ふ

、

を

以

て

、

意

を

誠

に

し

、

心

を

正

し

、

身

を

修

む

、

と

為

す

。
（
中
略
）
豈
専
ら
心
を
尽
し
、
性
を
知
る
、
を
以
て
知
と
為

し
、
心
を
存
し
、
性
を
養
ふ
、
を
以
て
、
行
と
為
す
可
け
ん
や
。

（

中

略

）

夫

れ

心

の

体

は

性

な

り

。

性

の

原

は

天

な

り

。

能

く

其

の

心

を

尽

す

は

、

是

れ

能

く

其

の

性

を

尽

す

な

り

。

中

庸

に

云

ふ

、

惟

だ

天

下

の

至

誠

の

み

能

く

其

の

性

を

尽

す

を

為

す

、

と
。

（
『
伝
習
録
』
中
巻
「
答
顧
東
橋
書
」

(
)

）

24

朱
子
が
「
格
物
」
、
「
致
知
」
を
、
外
界
の
「
理
」
を
窮
め
る
「
知
」

の
働
き
と
し
て
解
釈
し
、
万
物
の
「
理
」
を
窮
め
た
後
に
「
誠
意
」
、

「

正

心

」
、
「

修
身

」

と

い

う

「

行

」

の

働

き

に

及

ぶ

べ

し
と

す

る
こ

と

を

問

題

視

し

、
「

格

物

」
、
「

致

知

」

と

「

誠
意

」
、
「

正

心

」
、
「

修

身
」
と
を
分
け
る
考
え
を
批
判
す
る
。
先
に
朱
子
学
が
「
知
」
の
探
求

に
基
づ
い
て
「
行
」
を
な
す
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
陽
明
学
に
お
い
て
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は
、
そ
も
そ
も
「
知
」
と
「
行
」
は
本
来
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
「
能

く
其
の
心
を
尽
す

」
、
つ
ま
り
自
ら
の
「
心
」
さ
え
明
ら
か
で
あ
っ
た

な
ら
「
至
誠
」
、
つ
ま
り
「
誠
」
に
か
な
う
の
で
あ
る

(
)

。
こ
の
よ
う

25

な
陽
明
学
に
お
け
る
朱
子
学
と
の
違
い
が
明
確
に
現
れ
る
の
が
『
大
学
』

の
「
格
物
」
の
解
釈
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
格
物
は
（
朱
子
学
の
言
う
よ
う
な

―
藤
本
注
）「
物

に
い
た
る
」
と
い
う
外
物
に
依
存
し
た
働
き
で
は
な
く

、
「
物
を

た

だ

す

」

と

い

う

内

面

主

体

の

様

相

で

理

解

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
。

（
小
島
毅
「
格
物
と
親
民
」

(
)

）

26

こ
の
よ
う
な
内
面
の
心
を
重
視
す
る
陽
明
学
に
お
い
て

、
「
誠
」
は

物
事
に
処
す
る
上
で
の
「
心
」
の
あ
り
方
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
が

、
『
伝
習
録
』
上
巻
三

条
で
あ
る
。
弟
子
の
徐
愛
が
「
父
に
事
ふ
る
の
孝
、
君
に
事
ふ
る
の
忠
、

友
に
交
る
の
信
、
民
を
治
む
る
の
仁
の
如
き
、
其
の
間
許
多
の
理
の
在

る
有
り
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
外
的
な
状
況
に
お
い
て
「
理
」
が
変

わ
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
「
都
て
只
だ
此
の
心
に
在
り
。
心
は
即
ち

理
な
り
。
此
の
心
に
私
欲
の
蔽
無
け
れ
ば
、
即
ち
是
れ
天
意
に
し
て
、

外
面
よ
り
一
分
を
添
ふ
る
を
須
ひ
ず
」
と
、
全
て
は
自
己
の
心
の
あ
り

よ
う
次
第
で
あ
る
と
し
て
、
徐
愛
の
考
え
を
退
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
陽
明
学
の
あ
り
方
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
代
助
の
父
、

長
井
得
が
全
て
を
「
誠
実
」
と
「
熱
心
」
に
も
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な

が
る
も
の
と
言
え
る
。
代
助
が
父
を
批
判
す
る
際
に
王
陽
明
の
名
前
を

出
す
こ
と
は
、
十
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
そ
れ
か
ら
』
の
「
誠
」
と
陽
明
学
の
「
誠
」
の
あ
り
方
に

も
や
は
り
相
違
が
あ
る
。
陽
明
学
の
「
格
物
」
と
は
「
是
れ
其
の
心
の

不

正

を

去

つ

て

、

以

て

其

の

本

体

の

正

を

全

く

す

る

な

り

」
（
『
伝

習

録

』

上

巻

七

条

）

と

い

う

よ

う

に

、
「

心
」

の

「
本

体

」

が

「

正

」
、

つ
ま
り
あ
る
べ
き
状
態
と
結
び
つ
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
陽
明

学
の
特
徴
と
し
て
「
心
即
理
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
「
理
」
を
「
秩
序
」

と

解

す

る

な

ら
ば

(
)

、
「

心
」

と
「

理

」
（
秩

序

）
の

合

致
が

前

提

と

27

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
朱
子
学
、
陽
明
学
と
も
に
「
理
」
を
重
視
す

る
立
場
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
代
助
の
父
、
長
井
得
は
と
も
か

く
、
代
助
の
「
自
己
の
誠
」
と
は
「
社
会
の
習
慣
に
対
し
て
は
、
徳
義

的
な
態
度
を
取
る
事
が
出
来
な
く
な
つ
た
」
（
十
四
の
八
）
と
あ
る
よ

う
に
、
自
己
の
心
と
社
会
秩
序
の
不
一
致
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い

る
。
代
助
が
『
煤
烟
』
を
評
し
た
際
に

、
「
誠
の
愛
で
、
已
む
な
く
社

会
の
外
に
押
し
流
さ
れ
て
行
く
」
（
六
の
二
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、

同
様
に
「
誠
」
が
社
会
の
あ
り
方
や
秩
序
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
点
は
、
代
助
の
「
誠
」
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
る

と
言
え
る
。

そ
れ
で
は

、
『
そ
れ
か
ら
』
の
「
誠
」
の
源
流
を
ど
こ
に
も
と
め
る

べ
き
か
。
筆
者
は
こ
こ
に
、
代
助
が
乗
り
越
え
た
と
さ
れ
る
「
旧
時
代

の
日
本
」
、
つ
ま
り
日
本
近
世
儒
学
の
伝
統
を
見
る
べ
き
も
の
と
考
え

る
。



- 43 -

三

日
本
近
世
儒
学
思
想
と
「
誠
」

日
本
に
お
い
て
「
四
書
」
を
中
心
と
し
た
儒
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
の

は
、
江
戸
時
代
以
降
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
近
世
儒
学
思
想

と
「
誠
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
武
内
義
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。か

う

し

た

支

那

近

世

の

儒

教

（

朱

子

学

や

陽

明

学

な

ど

―

藤

本

注

）

も

相

当

ひ

ろ

く

深

く

日

本

に

受

け

入

れ

ら

れ

て

ゐ

た

が

、

そ

の

間

か

ら

忠

信

主

義

や

誠

主

義

が

強

調

さ

れ

て

日

本

独

自

の

儒

教

と

成

つ

た

の

は

、

恐

ら

く

儒

教

の

中

か

ら

日

本

固

有

の

道

徳

に

一

致

す

る

部

分

が

強

調

闡

明

さ

れ

た

も

の

と

解

せ

ら

れ
る
。

（
武
内
義
雄
「
日
本
の
儒
教
」

(
)

）

28

武
内
氏
は
、
日
本
の
近
世
儒
学
思
想
に
お
い
て
、
中
国
に
は
な
か
っ

た
「
誠
」
を
中
心
と
す
る
儒
学
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
誠
」
に

日
本
独
特
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で

は
日
本
の
近
世
儒
学
思
想
に
お
け
る
「
誠
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
良
亨
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
相

良
氏
は
日
本
の
「
誠
の
倫
理
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

誠
の
倫
理
は
、
以
上
の
ご
と
く
、
概
括
的
に
い
え
ば
①

不
得
已

も

の

と

し

て

内

か

ら

湧

き

出

る

思

い

を

養

い

生

か

す

こ

と

を

求

め
た
。
内
か
ら
湧
き
出
る
心
は
、
②

他
者
と
の
合
一
を
求
め
る
心

で
あ
り
、
こ
の
心
を
生
か
す
こ
と
は
、
③

他
者
に
対
し
て
表
裏
が

な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
他
者
を
大
切
に
思
う
心
か
ら
、
④

な
さ
な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

、

な

し

と

げ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

事

を

徹

底

的
に
実
行
す
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
た
。

（
相
良
亨
「
徳
川
時
代
の
誠
」

(
)

）

29

こ
の
相
良
氏
が
ま
と
め
た
「
誠
の
倫
理
」
に
お
い
て
、
ま
ず
注
目
す

べ
き
は
①
「
不
得
已
も
の
と
し
て
内
か
ら
湧
き
出
る
思
い
を
養
い
生
か

す
こ
と
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
い
て
広

範
な
影
響
力
を
も
っ
た
儒
学
者
、
佐
藤
一
斎
は
そ
の
主
著
『
言
志
四
録
』

で
「
誠
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
漱
石
の
学

ん
だ
二
松
学
舎
を
創
設
し
た
三
島
中
洲
も
一
時
、
佐
藤
一
斎
の
も
と
で

学
ん
で
い
る
。

雲

烟

は

已

む

を

得

ざ

る

に

聚

り

、

風

雨

は

已

む

を

得

ざ

る

に

洩

れ

、

雷

霆

は

已

む

を

得

ざ

る

に

震

う

。

斯

ち

以

て

至

誠

の

作

用
を
観
る
べ
し
。

（
「
言
志
録
」
百
二
十
四
条

(
)

）

30

こ
こ
で
は

、
「
誠
」
が
「
已
む
を
得
ざ
る
」
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て

い

る

。

こ

れ

は

中

国

近

世

儒

学

に

は

な

か

っ

た

理

解

と

言

え

よ

う

。

「
誠
」
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
最
初
に
提
示
し
た
の
は
、
山
鹿
素
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行
で
あ
る
。

誠

は

、

已

む

こ

と

を

得

ざ

る

の

謂

に

し

て

、

純

一

に

し

て

雑

駁

な

ら

ず

、

古

今

に

通

じ

上

下

に

亙

り

、

必

然

に

し

て

易

ふ

べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
好
色
を
好
み
悪
臭
を
悪
む
が
如
し
。

（
『
山
鹿
語
類
』
巻
第
三
十
七

(
)

）

31

こ
こ
で
の
「
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
」
と
は

、
「
仕
方
が
な
い
」
と
い

う
意
味
で
は
な
く

(
)

、
「
抑
え
よ
う
と
し
て
も
抑
え
が
た
く
、
内
か
ら

32

自
然
に
湧
き
出
て
く
る
も
の
の
意
味
」

(
)

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

33

「
誠
」
は
、
人
間
が
持
つ
内
的
な
欲
求
と
い
う
自
然
な
感
情
に
よ
り
基

礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
④
「
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
な
し
と
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
事
を
徹
底
的
に
実
行
す
る
こ
と
」
と
い
う
点
で
あ
る
が

、
「
誠
」

は
こ
の
よ
う
に
「
行
為
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
点

を
再
び
佐
藤
一
斎
に
見
て
み
よ
う
。

已

む

を

得

ざ

る

に

薄

り

て

、

而

る

後

に

諸

を

外

に

発

す

る

も

の
は
花
な
り
。

（
「
言
志
録
」
九
十
二
条
）

已
む
べ
か
ら
ざ
る
の
勢
に
動
け
ば
、
則
ち
動
い
て
括
ら
れ
ず
。

枉
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
の
途
を
履
め
ば
、
則
ち
履
ん
で
危
か
ら
ず
。

（
「
言
志
録
」
百
二
十
五
条
）

事

已

む

を

得

ざ

る

に

動

か

ば

、

動

く

と

も

亦

悔

无

か

ら

ん

。

（
「
言
志
後
録
」
百
九
十
六
条
）

一
斎
が
強
調
す
る
の
は
、
「
行
為
」
が
「
已
む
を
得
ざ
る
」
も
の
と

し
て
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
内
的
な
欲
求
に
よ
り
行

動
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
誠
」
と
「
行

為
」
の
結
び
つ
き
も
ま
た
、
日
本
儒
学
の
伝
統
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
荻
生
徂
徠
の
弟
子
の
太
宰
春
台
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ

る

(
)

。

34

事

を

な

し

て

其

心

な

き

は

、

誠

に

非

ず

。

心

あ

り

て

其

事

を

な
さ
ざ
る
も
誠
に
非
ず
。

（
『
聖
学
問
答
』
巻
之
下

(
)

）

35

所
謂
「
知
行
合
一
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
文
章
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

こ
の
「
知
行
合
一
」
と
い
う
言
葉
は
陽
明
学
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

陽
明
学
に
お
い
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
朱
子
学
が
「
知
」
の
働
き
と

「
行
」
の
働
き
を
分
離
す
る
の
に
対
し
、
そ
れ
は
本
来
一
つ
で
あ
り
、

例
え
ば
「
孝
行
を
知
る
の
は
そ
れ
が
自
然
に
行
え
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
」
と
い
う
よ
う
に

、
「
知
」
と
「
行
」
が
離
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
理
解
で
あ
っ
た

(
)

。
一
方
、
日
本
に
お
い
て
は
先
の
引
用
の
後
半

36

部
分
「
心
あ
り
て
其
事
を
な
さ
ざ
る
も
誠
に
非
ず
」
と
い
う
考
え
が
重

視
さ
れ
て
き
た

(
)

。
自
ら
の
「
心
」
を
「
行
為
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と

37

が
「
誠
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
時
の
政
府
に
背
い
た
大
塩
中

斎
は
、
「
君
子
の
善
に
於
け
る
や
、
必
ず
知
と
行
と
合
一
す
。
（
中
略
）
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而
し
て
君
子
若
し
善
を
知
り
て
行
は
ず
ん
ば
、
則
ち
小
人
に
変
ず
る
の

機
な
り
。
」
（
『
洗
心
洞
箚
記
』
上
巻
百
三
十
七

(
)

）
と
、
正
し
い
と
考

38

え
る
こ
と
を
行
動
へ
移
す
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る

(
)

。

39

ま
た
③
「
他
者
に
対
し
て
表
裏
が
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
他
者
を
大

切
に
思
う
心
」
に
つ
い
て
で
あ
る

。
「
誠
」
の
基
本
は
、
朱
子
学
を
検

討
し
た
際
に
見
た
よ
う
に
内
外
の
一
致
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
他
者
に
対

す
る
姿
勢
と
し
て
明
白
に
語
っ
た
の
が
伊
藤
仁
斎
で
あ
る

(
)

。
仁
斎
は
、

40

「

誠

」

と

「

忠

信

」

は

「

意

甚

だ

相

近

し

」
（
『
語
孟

講

義

』

巻

之

下

「
誠
」

(
)

）
と
述
べ
て
お
り

、
「
忠
信
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

41

る

(
)

。

42

程
子
の
曰
く

。
「
己
を
尽
す
之
を
忠
と
謂
ふ
。
実
を
以
て
す
る

之

を

信

と

謂

ふ

」

と

。

皆

人

に

接

す

る

上

に

就

い

て

言

ふ

。

夫

れ

人

の

事

を

做

す

こ

と

、

己

が

事

を

做

す

が

如

く

、

人

の

事

を

謀
る
こ
と
、
己
が
事
を
謀
る
が
如
く
、
一
毫
の
尽
さ
ざ
る
無
き
、

方

に

是

れ

忠

。

凡

そ

人

と

説

く

、

有

れ

ば

便

ち

有

り

と

曰

ひ

、

無

け

れ

ば

便

ち

無

と

曰

ひ

、

多

き

は

以

て

多

き

と

為

、

寡

き

は

以
て
寡
き
と
為
、
一
分
も
増
減
せ
ず
、
方
に
是
れ
信
。

（
『
語
孟
字
義
』
巻
之
下
「
忠
信
」
）

こ
こ
で
「
忠
」
と
は
、
自
ら
の
こ
と
の
よ
う
に
他
者
の
こ
と
を
考
え
、

全
て
を
尽
く
し
て
行
動
す
る
こ
と
、
ま
た
「
信
」
と
は
、
他
者
に
対
し

て
表
裏
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
「
忠
信
」
つ
ま
り
「
誠
」
と
は
、

こ
の
よ
う
に
他
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
「
忠
信
」
は
「
皆
人
に
接
す
る
上
に
就
い
て
謂
ふ
」

と
い
う
よ
う
に
、
他
者
と
の
交
流
の
中
で
現
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い

る

。

仁

斎

は

ま

た

「

忠

信

と

は

実

心

」
（
『
童

子

問

』

上

第

三

十

五
章

(
)

）
と
「
実
」
の
字
で
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
忠
信
を
仁
を
行

43

う
の
地
と
為
」
（
『
童
子
問
』
上

第
三
十
五
章
）
と
も
語
っ
て
お
り
、

「
忠
信
」
と
「
仁
」
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
仁
」

と
は
「
愛
」
で
あ
り
（
『
童
子
問
』
上

第
三
十
九
章
）
、
「
四
端
の
心
」

の
一
つ
「
測
隠
の
心
」
の
源
泉
で
あ
る
が
（
『
童
子
問
』
上

第
四
十

六
章
）
、
そ
の
「
発
動
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

其
の
所
謂
善
と
は
、
四
端
の
心
に
就
い
て
言
う
。
未
発
の
時
、

斯
の
理
有
る
を
謂
う
に
非
ず
。
故
に
曰
く

、
『
人
の
性
の
善
な
る

や
、
猶
水
の
下
に
就
く
が
ご
と
し
』
と
。
夫
れ
水
の
下
に
就
く
、

流

行

の

時

に

在

っ

て

見

つ

べ

き

と

き

は

、

則

ち

人

の

性

の

善

、

亦
発
動
の
時
に
就
い
て
之
を
言
う
こ
と
、
知
る
べ
し
。

（
『
童
子
問
』
下

第
一
章
）

「
未
発
」
と
は
「
已
発
」
に
対
す
る
朱
子
学
の
用
語
で
、
心
が
発
動

す
る
前
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
仁
斎
は

、
「
四
端
の
心
」
が
「
未
発
」

の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
発
動
の
時
に
就
い
て
之
を
言
う
」

こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
が
、
先
の
「
忠
信
」
を
「
実
心
」
と
し
た
こ

と
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
仁
斎
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
の

性
の
善
」
は
具
体
的
な
状
況
の
中
で
現
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
代
助
が
次
の
よ
う
に
語
る
場
面
に
つ
な
が
る
も
の
で



- 46 -

あ
る
。

代

助

の

考

に

よ

る

と

、

誠

実

だ

ら

う

が

、

熱

心

だ

ら

う

が

、

自
分
が
出
来
合
の
奴
を
胸
に
蓄
は
へ
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
く
つ
て
、

石

と

鉄

と

触

れ

て

火

花

の

出

る

様

に

、

相

手

次

第

で

摩

擦

の

具

合

が

う

ま

く

行

け

ば

、

当

事

者

二

人

の

間

に

起

る

べ

き

現

象

で

あ

る

。

自

分

の

有

す

る

性

質

と

云

ふ

よ

り

は

寧

ろ

精

神

の

交

換

作
用
で
あ
る
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
三
の
四
）

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
「
誠
」
の
思
想
が
も
っ
と
も
絶
頂
に

達
し
た
の
が
、
代
助
の
父
長
井
得
が
「
戦
争
に
出
た

」
（
三
の
二
）
と

さ
れ
る
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
志
士
た
ち
の
間
で
あ
っ
た

(
)

。
相
良
氏

44

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

仁

斎

以

後

、

誠

を

重

視

す

る

思

想

が

次

第

に

思

想

界

の

支

配

的
傾
向
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
の
高
ま
り
の
頂
点
に
、

幕

末

の

志

士

た

ち

の

至

誠

の

倫

理

が

あ

ら

わ

れ

た

。

志

士

の

遺

文

を

読

む

も

の

は

、

た

だ

ち

に

、

彼

ら

が

い

か

に

誠

（

至

誠

・

赤

誠

・

誠

意

）

を

強

調

し

た

か

し

る

で

あ

ろ

う

。

彼

ら

は

た

だ

誠
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
に
求
め
ま
た
人
に
求
め
た
。

（
相
良
亨
「
日
本
に
お
け
る
道
徳
倫
理
」

(
)

）

45

こ
の
よ
う
な
「
誠
」
を
体
現
し
た
「
志
士
」
の
代
表
的
事
例
と
し
て

吉
田
松
陰
を
参
照
す
る
。

松
陰
は
「
誠
」
を
重
ん
じ
た

(
)

。
松
陰
の
「
誠
」
は
「
実
」
、
「
一
」
、

46

「
久
」
（
「
将
及
私
言
」(

)

）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
「
実
」

47

と

は

、
「

今

日

よ

り

実

に

行

ふ

こ

と

」
、

一

と
は

「

此

の

事

の

み

に

専

一

」

で

あ

る

こ
と

、
「

久
」

は

「

久

し

く

行

ふ

こ

と

」
、

つ
ま

り

成

就

す
る
ま
で
行
い
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
誠
」
が
行
動
へ
と
つ

な
が
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
そ
の
行
動
は

何
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。

換

言

す

れ

ば

、

松

陰

に

お

い

て

も

っ

と

も

重

要

な

こ

と

は

、

眼

前

の

主

君

の

意

思

と

は

か

か

わ

り

な

く

、

お

の

れ

自

身

の

内

的

確

信

を

堅

持

す

る

こ

と

で

あ

り

、

そ

れ

を

自

分

が

保

持

す

る

た

め

に

は

、

な

に

が

道

義

で

あ

る

か

に

関

し

て

、

自

己

を

と

り

ま

く

状

況

と

の

間

で

強

烈

か

つ

持

続

的

な

緊

張

を

も

た

ざ

る

を

え
な
い
は
ず
で
あ
る
。（

本
郷
隆
盛
「
６
章

幕
末
思
想
論
」

(
)

）

48

松
陰
の
「
か
く
す
れ
ば
か
く
な
る
も
の
と
し
り
な
が
ら
、
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
や
ま
と
だ
ま
し
ひ

」
（
「
獄
中
よ
り
家
兄
伯
教
に
上
る
書
」
）
と

い
う
歌
は
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
松
陰
の
行
動
原
理
は
「
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
」
思
い
、
自
ら
の
「
内
的
確
信
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
だ
が
、

こ
の
「
内
的
確
信
」
は
け
っ
し
て
自
己
の
た
め
で
は
な
い
。
松
陰
は
、

主
君
に
対
す
る
「
誠
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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我

れ

誠

敬

を

尽

せ

ば

、

上

其

の

誠

敬

を

信

じ

、

我

れ

忠

貞

を

致

せ

ば

、

上

其

の

忠

貞

を

信

じ

、

凡

そ

吾

が

心

を

竭

す

所

、

上

皆

是

れ

を

信

ず

れ

ば

、

吾

が

心

皆

上

の

心

と

流

通

し

て

、

吾

が

心

は

上

の

物

と

な

り

、

上

の

心

は

又

吾

が

物

と

な

る

。

上

下

相

得
る
な
り
。

（
『
講
孟
余
話
』
離
婁
上
第
十
二
章
）

松

陰

の

「

誠

」

は

、
「

上
」

に

対

し

「

誠

敬

」
「
忠

貞

」

を

つ

く

す

心
で
あ
り
、
こ
れ
が
相
手
の
心
に
「
流
通
し
て
、
吾
が
心
は
上
の
物
と

な
り
、
上
の
心
は
又
吾
が
物
と
な
る

」
。
こ
れ
は
、
相
手
を
思
う
心
か

ら
自
己
の
真
実
を
伝
え
る
こ
と
（
③
「
他
者
に
対
し
て
表
裏
が
な
い
こ

と
、
あ
る
い
は
他
者
を
大
切
に
思
う
心
」
）
に
よ
り
、
そ
れ
が
「
流
通
」

す
る
、
つ
ま
り
②
「
他
者
と
の
合
一
を
求
め
る
心
」
と
な
る
と
い
う
こ

と

で

あ

る

。

松

陰

は

「

至

誠

の

人

を

動

か

す

に

如

か

ん

や

」
（
『
講

孟

余
話
』
離
婁
上
第
十
六
章
）
と
「
誠
」
が
人
を
動
か
す
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
松
陰
の
「
誠
」
が
伝
わ
る
と
い
う
の

は
、
自
ら
の
「
内
的
確
信
」
が
朱
子
学
や
陽
明
学
の
よ
う
に
「
理
」
に

合
致
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
目
の

前
の
相
手
に
通
じ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
全
体
に

広
が
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
周
の
文
王
に
つ
い
て
「
文

王
の
心
初
め
よ
り
伯
夷
・
太
公
を
動
か
さ
ん
、
天
下
の
人
を
動
か
さ
ん

と

の

心

あ

る

に

非

ず

。

若

し

此

の

心

あ

ら

ば

至

誠

に

非

ず

」
（
『
講

孟

余
話
』
離
婁
上
第
十
三
章
）
と
述
べ
た
言
葉
は
、
自
ら
の
内
的
確
信
に

基
づ
い
て
の
み
行
動
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
共
に
、
そ
れ
が
必
ず
し

も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
至

誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
対

し
て
「
然
れ
ど
も
未
だ
能
く
斯
の
一
語
を
解
す
る
能
は
ず
。
今
茲
に
関

左

の

行

、

願

は

く

は

身

を

以

て

之

れ

を

験

せ

ん

」
（
「
松
陰

先

生

東

行

送
別
詩
歌
集

」
）
と
語
る
言
葉
に
も
表
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
松

陰
が
罪
を
問
わ
れ
て
死
を
覚
悟
し
た
時
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
「
誠
」
と

は
、
自
己
の
内
的
な
思
い
に
基
づ
い
て
、
例
え
そ
れ
が
既
存
の
秩
序
に

反
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
手
に
通
じ
る
こ
と
を
信
じ
、
専

一
に
行
動
す
る
際
の
原
理
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
松
陰
の
「
誠
の
倫
理
」
は
、
先
に
見

た
よ
う
に
日
本
近
世
儒
学
思
想
の
伝
統
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
点
、
そ
し
て
松
陰
の
み
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。こ

の

よ

う

に

自

己

の

思

想

と

行

動

の

究

極

的

拠

り

所

を

自

己

の

内

的

真

実

に

の

み

求

め

、

そ

の

よ

う

な

思

想

や

行

動

の

及

ぼ

す

現

実

的

効

果

や

影

響

、

人

々

の

毀

誉

褒

貶

を

い

っ

さ

い

考

慮

し

な

い

考

え

方

を

内

面

的

動

機

主

義

と

呼

ぶ

と

す

れ

ば

、

松

陰

を

は

じ

め

と

す

る

幕

末

の

志

士

た

ち

は

そ

れ

ぞ

れ

の

意

味

合

い

、

、

、

、

、

、

、

、

、

に
お
い
て
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

、
、
、
、

（
本
郷
隆
盛
『
近
世
思
想
論
』
「
６
章

幕
末
思
想
論
」

(
)

、
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傍
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）

こ
の
よ
う
な
「
誠
の
倫
理
」
こ
そ
が
、
代
助
を
動
か
し
た
力
で
あ
る
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と
考
え
る
。

代
助
が
三
千
代
へ
の
告
白
に
向
け
行
動
を
開
始
し
た
こ
と
は
、
第
十

四
章
に
「
今
日
か
ら
愈
積
極
的
生
活
に
入
る
の
だ
と
思
つ
た

」
（
十
四

の
二
）
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
父
か
ら

奨
め
ら
れ
て
い
た
佐
川
の
娘
と
の
縁
談
を
断
る
こ
と
を
決
め
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
が
、
代
助
の
内
心
で
は
、
こ
の
縁
談
は
第
十
四
章
の
初
め

か
ら
断
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
何
故
に
縁
談
の
破

棄
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
た
め
ら
い
続
け
る
の
か
。

縁

談

を

断

る

方

は

単

独

に

も

何

遍

と

な

く

決

定

が

出

来

た

。

た

ゞ

断

つ

た

後

、

其

反

動

と

し

て

、

自

分

を

ま

と

も

に

三

千

代

の

上

に

浴

び

せ

か

け

ね

ば

已

ま

ぬ

必

然

の

勢

力

が

来

る

に

違

な

い
と
考
へ
る
と
、
其
所
に
至
つ
て
、
又
恐
ろ
し
く
な
つ
た
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
十
四
の
二
）

代
助
が
縁
談
を
断
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
の
は
、
縁
談
を
断
れ
ば
三
千

代
へ
向
か
っ
て
い
く
自
ら
の
心
が
お
さ
え
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
る
た
め
で
あ
る

。
「
積
極
的
生
活
に
入
る
」
と
は
こ
の
「
已
ま

ぬ
必
然
の
勢
力

」
、
つ
ま
り
「
抑
え
よ
う
と
し
て
も
抑
え
が
た
く
、
内

か
ら
自
然
に
湧
き
出
て
く
る
」
感
情
に
身
を
委
ね
る
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
内
的
な
思
い
に
基
づ
い
て
「
相
手
に

汚
辱
を
与
へ
」
ぬ
よ
う
、
「
一
点
も
不
徳
義
な
動
機
を
蓄
へ
ぬ
積
」
で
、

つ
ま
り
相
手
を
思
っ
て
自
己
を
偽
ら
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
「
誠
」
と
は
、
旧
来
の
あ
り
方
、
習
慣
に
反
し
て
も
、
自
己

の
内
的
な
思
い
を
貫
き
通
す
行
動
を
支
え
る
思
想
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

現
実
と
の
齟
齬
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し

、
「
誠
」
に
よ
る

「
行
為
」
は
、
自
己
の
倫
理
観
の
中
で
こ
の
よ
う
な
齟
齬
を
解
消
し
て

し
ま
う
。
こ
の
端
的
な
表
れ
が
次
の
場
面
で
あ
る
。

（
平
岡

―
藤
本
注
）
「
す
る
と
君
は
悪
い
と
思
つ
た
事
を
今
日

迄

発

展

さ

し

て

置

い

て

、

猶

其

悪

い

と

思

ふ

方

針

に

よ

つ

て

、

極
端
押
し
て
行
か
う
と
す
る
の
ぢ
や
な
い
か
」

（
代
助

―
藤
本
注
）
「
矛
盾
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
夫
は
世
間

の

掟

と

定

め

て

あ

る

夫

婦

関

係

と

、

自

然

の

事

実

と

し

て

成

り

上

が

つ

た

夫

婦

関

係

と

が

一

致

し

な

か

つ

た

と

云

ふ

矛

盾

な

の

だ

か

ら

仕

方

が

な

い

。

僕

は

世

間

の

掟

と

し

て

、

三

千

代

さ

ん

の

夫

た

る

君

に

詫

ま

る

。

然

し

僕

の

行

為

其

物

に

対

し

て

は

矛

盾
も
何
も
犯
し
て
ゐ
な
い
積
だ
」

（
『
そ
れ
か
ら
』
十
六
の
八
）

代
助
は
自
己
の
「
行
為
」
が
「
世
間
の
掟
」
に
反
す
る
こ
と
を
理
解

し
な
が
ら
、
自
己
の
内
的
な
欲
求
を
「
矛
盾
」
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

を
優
先
す
る
。
こ
れ
は
松
陰
が
、
従
来
の
規
則
、
規
範
を
お
か
し
な
が

ら
も
、
自
ら
の
「
内
的
真
実
」
を
貫
く
こ
と
を
「
誠
」
と
し
て
行
動
し

続

け

た

こ

と

と

重

な

る

。
「

論

理

を

離

れ

る

事

の

出

来

な

い

」
（

九

の

四
）
人
で
あ
っ
た
代
助
が
、
既
存
の
秩
序
に
向
か
っ
て
自
己
の
内
的
な

思
い
に
従
い
「
行
為
」
を
な
す
と
き

、
「
自
己
の
誠
」
を
意
識
す
る
の
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は
、
よ
る
べ
き
倫
理
規
範
と
し
て
こ
の
よ
う
な
「
誠
の
倫
理
」
が
見
い

だ
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
代
助
の
三
千
代
へ
の
告
白
を
、
従
来
の
よ
う
に
「
自
己

の
確
立
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
問
題
に
す
る
こ
と
は
不
十
分
な
も
の

で
あ
ろ
う

。
「
行
為
」
に
お
け
る
動
機
付
け
に
そ
の
人
の
も
つ
価
値
観

が
端
的
に
表
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
代
助
は
ま
さ
に
「
旧
時
代
の
日
本
」

の
価
値
観
を
た
よ
り
に
、
自
ら
の
最
も
重
要
な
行
動
を
起
こ
し
た
の
で

あ
る
。

四

誠
・
自
然
・
天

丸
山
眞
男
氏
は
、
日
本
に
「
自
己
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
よ
う
な

、
、
、

中
核
あ
る
い
は
座
標
軸
に
当
る
思
想
的
伝
統
」
が
形
成
さ
れ
ず

、
「
思

、
、
、

想
と
思
想
と
の
間
に
本
当
の
対
話
な
り
対
決
が
行
わ
れ
」
な
か
っ
た
こ

と
を
批
判
し
た
「
日
本
の
思
想
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日

本

社

会

あ

る

い

は

個

人

の

内

面

生

活

に

お

け

る

「

伝

統

」

へ

の

思

想

的

復

帰

は

、

い

っ

て

み

れ

ば

、

人

間

が

び

っ

く

り

し

た

時

に

長

く

使

用

し

な

い

訛

り

が

急

に

口

か

ら

飛

び

出

す

よ

う

な

形

で

行

わ

れ

る

。

そ

の

一

秒

前

ま

で

普

通

に

使

っ

て

い

た

言

、

、

葉

と

は

ま

っ

た

く

内

的

関

連

な

し

に

、

突

如

と

し

て

「

噴

出

」

す
る
の
で
あ
る
。（

丸
山
眞
男
「
日
本
の
思
想
」

(
)

、
傍
点
原
文
）

50

「
誠
」
を
否
定
し
た
代
助
に
よ
る
「
自
己
の
誠
」
は
「
そ
の
一
秒
前

、
、

ま
で
普
通
に
使
っ
て
い
た
言
葉
と
は
ま
っ
た
く
内
的
関
連
な
し
に
、
突

如
と
し
て
「
噴
出
」
」
し
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
を
「
個
人

の
内
面
生
活
に
お
け
る
「
伝
統
」
へ
の
思
想
的
復
帰
」
と
し
て
捉
え
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
深
み
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
、

つ
ま
り
そ
の
「
誠
」
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
代
助
が
ど
れ
ほ
ど
内
面
化
し
て
い
る
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
上
で

、
「
思
想
と
思
想
と
の
間
」
の
「
本
当
の
対
話
な
り
対

決
」
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
再
び
「
誠
者
天
之
道
也
」
に
戻
っ
て
考
察
し
た

い
。
こ
の
言
葉
で
は
「
誠
」
が
「
天
」
に
通
じ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

『
そ
れ
か
ら
』
で
は
、
し
ば
し
ば
「
天
意
」
（
十
三
の
九
）
や
「
天
の

法
則

」
（
十
四
の
一
）

な
ど
と
し
て
「
天
」
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て

い

る

。

注

目

す

べ

き

は

、
『

そ

れ

か

ら

』

の

「

天

」

の

思

想

が

、
「

自

然
」
と
い
う
言
葉
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
酒
井
英
行
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自

己

に

権

威

を

認

め

、

自

己

に

誠

実

で

あ

る

こ

と

が

代

助

の

「
自
然
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
「
自
然
」
が
「
天
意
」

に
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
「
自
我
」

か

ら

割

り

出

し

た

「

ナ

チ

ュ

ラ

リ

ス

チ

ツ

ク

の

道

徳

」

に

安

住

で

き

な

い

代

助

は

、

一

度

否

定

し

た

客

観

的

規

範

＝

「

天

意

」

に

自

己

を

委

ね

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

自

己

回

復

を

図

る

の

で

あ

る
。
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（
「
自
然
の
昔

―
『
そ
れ
か
ら
』
論

―
」

(
)

）

51

酒
井
氏
は

、
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
天
意
」
の
結

び
つ
き
に
疑
問
を
示
し
、
こ
れ
に
対
し

、
「
自
然
の
昔
」
を
「
近
代
的

自
我
」
に
目
覚
め
る
以
前
の
「
何
も
知
ら
ぬ
昔
」
と
考
え

、
「
天
意
」

に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
「
自
己
回
復
を
図
る
」
と
捉
え
て
い
る
。
酒
井

氏
の
論
に
お
い
て
は

、
「
何
も
知
ら
ぬ
昔
」
は
「
自
他
の
間
に
、
和
合

と
信
頼
の
あ
っ
た
安
ら
ぎ
の
世
界
」
と
し
て
「
天
意
」
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
客
観
的
規
範
＝
「
天
意
」
」
に
身
を

委
ね
る
と
さ
れ
る
代
助
の
行
動
が
、
従
来
の
秩
序
や
習
慣
を
破
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
酒
井
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
「
和

合
と
信
頼
の
あ
っ
た
安
ら
ぎ
の
世
界
」
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は

な
い
か
。
む
し
ろ
考
え
る
べ
き
は

、
「
自
然
」
と
「
天
意
」
を
結
び
つ

け
る
代
助
の
思
想
的
背
景
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
え
る
上
で
、
二
つ
の
先
行
論
を
参
照
し
た
い
。
一
つ
は
、

樋
野
憲
子
「
「
そ
れ
か
ら
」
論

―
「
自
然
」
と
の
出
会
い

―
」

(
)52

で
あ
る
。
樋
野
氏
は
、
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
「
自
然
」
に
つ
い
て
、

「
自
分
の
自
然

」
（
十
三
の
一
）
な
ど
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
内
的
な

も
の
と
し
て
の
〈
自
己
の
自
然
〉
と

、
「
天
意
」
と
結
び
つ
き
、
自
己

を
超
え
た
も
の
と
し
て
の
〈
超
越
的
自
然
〉
と
い
う
二
つ
の
「
自
然
」

の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
が
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
今
西
順
吉
「
漱
石
の
「
自
然

」
」

(
)

で
あ
る
。
今
西
氏

53

は
柳
父
章
氏
の
日
本
伝
来
の
「
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
さ
ま
」

と
し
て
の
「
自
然
」
と
西
洋
語
の
「nature

」
つ
ま
り
「
精
神
」
と
反

対
の
意
味
と
し
て
の
「
自
然
」
の
分
類

(
)

に
注
目
し

、
『
そ
れ
か
ら
』

54

の
「
自
然
」
を
日
本
伝
来
の
も
の
と
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
人
間
の
自
然
」

で
あ
り
、
中
国
思
想
の
「
性
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

今
西
氏
も
断
っ
て
い
る
が

、
「
自
然
」
を
そ
の
ま
ま
「
性
」
と
考
え

る
に
は
、
相
当
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

、
『
そ
れ
か
ら
』

に
お
け
る
「
自
然
」
や
「
天
」
は
、
西
洋
の
「nature

」
由
来
の
も
の

と
い
う
よ
り
も
、
日
本
伝
来
の
思
想
、
東
洋
思
想
由
来
の
も
の
と
捉
え

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
漱
石
は
「
英
国
詩
人
の
天
地
山
川
に
対

す
る
観
念
」
の
論
文
で
「
天
に
意
識
あ
り
自
然
に
意
匠
あ
り
と
は
、
常

識
の
許
さ
ゞ
る
処
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
「
意
識
」
や
「
意

匠
」
の
な
い
「
天
」
や
「
自
然
」
は
西
洋
の
「nature

」
由
来
の
言
葉

と

言

え

る

。

一

方

『

そ

れ

か

ら

』

で

は

、
「

自

然

の

命

ず

る

」
（

十

三

の
九
）
と
い
う
よ
う
に
「
意
識
」
あ
る
も
の
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
「
天

意
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
「
今
日
始
め
て
自
然
の
昔
に
帰
る

ん
だ

」
（
十
四
の
七
）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
帰
る
」
と

い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い

。
「
自
然
の
昔
」

を
近
代
西
洋
由
来
の
「
自
己
」
や
「
自
我
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
と

き
、
「
帰
る
」
と
い
う
言
葉
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
漱
石
が
自

己
の
確
立
を
述
べ
た
と
さ
れ
る
講
演
「
私
の
個
人
主
義
」
に
お
い
て
も
、

「
私
は
こ
の
自
己
本
位
と
い
う
言
葉
を
自
分
の
手
に
握
つ
て
か
ら
大
変

強
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
に

、
「
握
つ
て
」
つ
ま
り
獲
得
す
る
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も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
中
国
の
「
性
」
は
、
ま
さ
に

「
帰
る
」
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た

(
)

。
こ
の
よ
う
な
点
か

55

ら
も
、
「
自
然
」
を
東
洋
思
想
の
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
は
、
大
き
く
外

れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

両
論
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
「
自

然
」
と
は
、
自
ら
の
「
本
来
的
な
あ
り
方
」
で
あ
る
「
性
」
と
し
て
の

〈
自
己
の
自
然
〉
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
は
「
天
」
と
い
う
自
己
を
超
え

た
も
の
と
つ
な
が
る
〈
超
越
的
自
然
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
」
に
か
な
っ
た
行
動
こ
そ
が
、
三
千
代

へ
の
告
白
な
の
だ
。

こ
の
三
千
代
へ
の
告
白
を
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
「
誠
」
に
も
と
づ

い
た
も
の
と
し
て
捉
え
た
と
き

、
「
誠
」
に
よ
っ
て
〈
自
己
の
自
然
〉

と
〈
超
越
的
自
然
〉
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な

構
図
は
ま
さ
に
『
中
庸
』
の
核
心
的
な
思
想
に
他
な
ら
な
い

。
「
誠
者

天
之
道
也
」
の
後
の
文
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

誠

は

、

天

の

道

な

り

。

之

を

誠

に

す

る

は

、

人

の

道

な

り

。

誠

な

る

者

は

、

勉

め

ず

し

て

中

り

、

思

は

ず

し

て

得

、

從

容

と

し
て
道
に
中
る

。
（
中
略
）
誠
な
る
に
よ
り
て
明
か
な
る
、
之
を

性

と

謂

ふ

。

明

か

な

る

に

よ

り

て

誠

な

る

、

之

を

教

と

謂

ふ

。

誠

な

れ

ば

則

ち

明

か

な

り

。

明

か

な

れ

ば

則

ち

誠

な

り

。

唯

天

下
の
至
誠
の
み
、
能
く
其
の
性
を
尽
く
す
。

（
『
中
庸
』
第
四
段

(
)

）

56

「
誠
」
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
「
性
」
を
発
揮
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
天
」
に
通
じ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
中

庸
』
が
「
四
書
」
の
一
つ
と
し
て
選
ば
れ
た
背
景
に
は
、
「
誠
」
と
い

う
人
間
道
徳
と
「
性
」
と
い
う
人
間
の
本
質
、
そ
し
て
「
天
」
と
い
う

宇
宙
論
を
結
び
つ
け
る
目
的
が
あ
っ
た

(
)

。
こ
の
「
性
」
を
〈
自
己
の

57

自

然

〉
、
「

天

」
を

〈

超
越

的
自

然

〉

と

解

す

る

な

ら

ば

、

こ

の

二

つ

の
「
自
然
」
は
「
誠
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
代

助
の
心
理
内
に
お
い
て
三
千
代
へ
の
告
白
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
行
動
が
「
誠
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
」
や
「
天
意
」
と
し

て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う

、
『
中
庸
』
と
相
似
の
構
造
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
動
の
あ
り
方
は
決
し
て
代
助
だ
け
に
見
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
天
」
と
自
己
の
本
来
的
な
あ
り
方

を

結

び

つ

け

る

思

想

は

儒

学

に

お

い

て

広

く

見

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

(
)

。
そ
し
て
先
に
、
幕
末
維
新
の
志
士
た
ち
が
「
誠
」
を
重
視
し
た
こ

58と
を
述
べ
た
が
、
彼
ら
は
ま
た

、
「
天
」
も
自
ら
の
行
動
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ

の

「

天

」

が

、

幕

末

・

明

治

初

期

の

頃

に

甦

っ

た

の

で

あ

る

。

維

新

の

志

士

た

ち

は

、

自

ら

の

激

し

い

決

意

や

行

動

の

拠

り
所
と
し
て
「
天
」
を
求
め
た

。
（
中
略
）
激
動
す
る
価
値
転
換

の

時

代

の

な

か

で

、

終

始

一

貫

し

て

人

々

の

精

神

を

支

え

て

い

た
の
は
「
天
」
で
あ
る
。(

柳
父
章
「
「
天
」
と
「nature

」
」

(
)

）

59
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幕
末
、
明
治
初
期
に
お
け
る
価
値
観
の
転
換
の
中
で
、
自
ら
の
行
動

を
支
え
た
の
は
「
誠
」
で
あ
り
「
天
」
で
あ
っ
た
。
三
千
代
へ
の
告
白

と
い
う
、
従
来
の
価
値
観
や
習
慣
に
立
ち
向
か
う
代
助
の
行
動
を
支
え

た

の

は

、
『

中
庸

』

に

代

表

的

に

示

さ

れ

る

よ

う

な

、
「

誠
」

を

中

心

と
し
た
「
旧
時
代
の
日
本
」
の
倫
理
構
造
で
あ
っ
た
。
代
助
は
、
表
向

き
「
維
新
前
の
武
士
に
固
有
な
道
義
本
意
の
教
育

」
（
九
の
一
）
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
「
旧
時
代
の
日
本
」
の
道
徳
観
を
「
金
の
延
金
」
（
三

の
四
）
な
ど
と
批
判
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
、
根
底
に
は
こ
の
よ
う

な
倫
理
構
造
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
代
助
の
抱
え
た
問
題
は
こ
こ
に
根
ざ

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
越
智
治
雄
氏
は
『
そ
れ
か
ら
』

の
「
自
然
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
代
助
の
心
理
内
の
も
の
と
し
て
の
み

記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
代
助
の
自
己
正
当
化
の
論
理
と
し
て

自
然
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
」

(
)

と
鋭
く
指
摘
し

60

て
い
る
。
こ
れ
は

、
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
、
柳
父
氏
が
西

洋
由
来
の
「nature

」
に
は
、
客
体
と
し
て
の
世
界
に
対
立
す
る
主
体

と
し
て
の
立
場
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
伝
来
の
日
本
語
「
自
然
」
に
は
、

そ
の
「
自
他
」
を
一
つ
に
帰
す
る
運
動
、
つ
ま
り
主
客
の
対
立
を
解
消

し
て
し
ま
う
方
向
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と

(
)

に
つ
な
が

61

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
相
良
氏
が
日
本
の
独
自
の
「
誠
」

の
倫
理
に
つ
い
て
、
「
伝
統
的
な
「
誠
」
「
誠
実
」
、
あ
る
い
は
「
誠
心

誠
意
」
に
は
、
真
の
他
者
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」

(
)

と
問
う
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
代
助
は
西
洋

62

思
想
を
受
容
し
つ
つ
、
西
洋
思
想
に
お
け
る
「
他
者
性
」
の
問
題
を
自

己
の
心
理
内
に
お
い
て
伝
統
思
想
に
回
帰
す
る
こ
と
で
回
避
し
て
し
ま

う
。こ

の
よ
う
な
代
助
の
あ
り
方
を
、
先
の
丸
山
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に

「
思
想
と
思
想
と
の
間
に
本
当
の
対
話
な
り
対
決
」
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
考
え
る
べ
き

は
「
近
代
的
知
識
人
」
の
「
典
型
」
と
さ
れ
て
き
た

(
)

代
助
の
精
神
の

63

奧
に
、
な
お
も
こ
の
よ
う
な
「
旧
時
代
の
日
本
」
の
倫
理
構
造
が
見
ら

れ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
本
論
の
「
序
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ

も
そ
も
漱
石
は
自
ら
の
漢
学
と
洋
学
に
つ
い
て
「
中
途
半
端
の
教
育
を

受
け
た
海
陸
両
棲
動
物
」
（
「
文
芸
と
道
徳

」
）
と
語
っ
て
お
り
、
ま
た

儒
学
を
中
心
と
し
た
漢
学
が
漱
石
の
思
想
に
お
い
て
重
い
意
味
を
持
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
『
文
学
論
』
の
「
序
」
か
ら
も
確
認
で
き
る

(
)

。

64

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
有
り
様
は
漱
石
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
治
期
に

活
躍
す
る
知
識
人
の
多
く
が
、
漢
学
の
伝
統
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。

渡
辺
和
靖
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

明

治

初

年

に

生

ま

れ

明

治

後

期

に

活

躍

す

る

思

想

家

た

ち

の

精

神

の

内

奥

に

、

直

接

体

験

と

し

て

、

儒

教

を

中

核

と

す

る

近

世

的

伝

統

が

獲

得

さ

れ

て

い

た

。

こ

の

こ

と

は

、

彼

ら

以

前

に

生

ま

れ

た

明

治

の

思

想

家

た

ち

に

つ

い

て

は

、

さ

ら

に

大

き

な

確

実

性

を

も

っ

て

言

え

る

。

い

わ

ば

、

明

治

と

い

う

時

代

が

、

思

想

史

学

の

対

象

と

し

て

成

立

す

る

の

は

、

明

治

人

た

ち

の

精

神

の

根

底

に

存

す

る

共

通

の

体

験

―
儒

教

体

験

を

根

拠

と

し
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て
い
る
。

明

治

二

十

年

代

前

後

に

生

ま

れ

大

正

期

に

活

躍

す

る

「

大

正

人

」

た

ち

に

と

っ

て

、

も

は

や

そ

う

し

た

直

接

体

験

と

し

て

の

儒
教
と
い
う
も
の
は
無
縁
で
あ
っ
た
。

（
渡
辺
和
靖
「
Ⅰ

方
法
論
的
考
察
」

(
)

）

65

例
え
ば
漱
石
と
同
時
代
の
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
は
、『
善
の
研
究
』(

)66

に
お
い
て
、
人
格
の
実
現
を
「
至
誠
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
「
儒
教
を
中
核
と
す
る
近
世
的
伝
統
」
を
見
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
伝
統
」
を
自
ら
の
思
想
の
中
核
と
し

て
持
ち
な
が
ら
、
漱
石
が
「
涙
を
呑
ん
で
上
滑
り
に
滑
っ
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
（
「
現
代
日
本
の
開
化
」

(
)

）
と
語
っ
た
日
本
の
「
開

67

化
」
に
身
を
委
ね
ね
ば
な
ら
な
い
明
治
の
知
識
人
の
有
り
様
は

、
『
そ

れ

か

ら

』

の

終

末

に

お

い

て

、
「

一
寸

職

業

を

探

し

て

く

る

」
（

十

七

の
三
）
と
表
へ
飛
び
出
た
代
助
が
文
明
の
象
徴
た
る
電
車
に
「
頭
が
焼

き
尽
き
る
迄
」
（
十
七
の
三
）
乗
っ
て
い
く
姿
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
現
実
」
に
立
ち
向
か
う
上
で
「
精
神
の
根
底
」
に
あ
る

「
伝
統
」
は
、
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

【
注
記
】

(
)

初
出
は
「
東
京
朝
日
新
聞
」
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
六

1

月
二
十
七
日
～
十
月
十
四
日
。

(
)

代
助
を
「
近
代
的
知

識
人
」
と
し
て
規
定
し

、
『
そ
れ
か
ら
』

2

を

そ

の

よ

う

な

観

点

か

ら

「

自

我

」

の

問

題

と

し

て

論

じ

る

こ

と

は

、

か

な

り

古

く

か

ら

『

そ

れ

か

ら

』

論

の

基

本

的

な

枠

組

み
で
あ
っ
た
。
代
表
的
な
も
の
に
猪
野
謙
二
「
『
そ
れ
か
ら
』
の

思
想
と
方
法
」
（
『
明
治
の
作
家
』
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
一
（
一

九
六
六
）
年
十
一
月
）
が
あ
る
。
氏
は
そ
の
中
で
『
そ
れ
か
ら
』

に

つ

い

て

「

こ

の

作

品

の

大

き

な

意

義

は

、

わ

が

近

代

的

な

知

識

人

の

自

我

の

覚

醒

を

、

そ

れ

に

伴

う

社

会

的

な

不

安

と

人

間

存

在

そ

の

も

の

に

ま

つ

わ

る

生

の

不

安

と

の

両

面

か

ら

描

こ

う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
)

「

誠

」
の
振
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、
『
漱
石
自
筆
原
稿

そ
れ

ま

こ

と

3

か
ら
』
（
山
口
昭
男
発
行
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）

年

九

月

）

で

、

原

稿

時

点

で

す

で

に

漱

石

に

よ

っ

て

付

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

確

認

し

た

。

ま

た

、

こ

の

後

で

ふ

れ

る

「

真

」
、
「
現

像
打
破
」
、
『
煤
煙
』
を
評
す
る
際
の
「

誠

」

ま

こ

と

イ

リ

ュ

ー

ジ

ョ

ン

ま

こ

と

も
同
様
で
あ
る
。

(
)

石
原
千
秋
氏
は
「
反
＝
家
族
小
説
と
し

て
の
『
そ
れ
か
ら

』
」

4

（
『
反
転

す

る

漱

石

』
、

青

土

社

、

平

成

九

（

一

九

九

七

）

年

十

一

月

）

で

、

そ

れ

ま

で

の

『

そ

れ

か

ら

』

の

読

み

を

「

お

決

ま

り

の

、

全

き

恋

に

よ

っ

て

の

み

回

復

さ

れ

る

も

の

と

し

て

の

遅

す
ぎ
た
近
代
的
自
我
の
覚
醒
の
物
語
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
『
そ
れ
か
ら
』
の
「
誠
」
に
つ
い
て

、
「
長
井
家
で
は
、
た

ぶ

ん

「

誠

」

は

跡

取

り

の

名

に

だ

け

許

さ

れ

た

特

別

な

字

な

の

で
あ
る
」
と
、
注
目
す
べ
き
指
摘
を
し
て
い
る
。

(
)

『
夏
目
漱
石
の
研
究
』
、
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
八
年
三
月

5

(
)

こ
の
点
は
、
代
助
が

、
「
自
己
本
来
の
活
動
を
、
自
己

本
来
の

6
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目
的
」
と
し

、
「
そ
れ
以
外
の
目
的
」
を
た
て
る
こ
と
を
堕
落
と

す
る
こ
と
（
十
一
の
二
）
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

(
)

『
人
形
の
家
』
（A

doll's
house

）
の
訳
文
の
引
用
は
島
村
抱
月

7

訳

（
『
人

形

の

家

』
、

早

稲

田

大

学

出

版

部

、

大

正

二

年

四

月

）

に

よ

る

。

ま

た

英

訳

に

つ

い

て

は

、

漱

石

文

庫

に

所

蔵

の

「

人

形
の
家
」
は

A
D

oll's
H

ouse.
E

d.
and

trans.
w

ith
an

Introduction
by

W
illiam

A
rcher

,
L

ondon
1907

の
も
の
で
あ

り

、

同

じ

版

の

も

の

を

確

認

で

き

な

か

っ

た

た

め

、

同

じ

W
illiam

A
rcher

訳
のT

he
collected

w
orks

of
H

enrik
Ibsen

vol.7
,

L
ondon

1927

か
ら
引
用
し
た
。

(
)

イ
プ
セ
ン
は
様
々
な
分
野
に
影
響
を
与
え
、
日
本
の
自
然
主
義

8

文

学

も

強

い

影

響

を

受

け

た

。
『

そ

れ

か

ら

』

の

「

真

」

は

、

「
幻

像
打
破
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
当
時
隆
盛
で
あ
っ
た
自

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

然

主

義

文

学

で

主

導

さ

れ

た

「

真

」

を

不

可

避

的

に

想

像

さ

せ

る

。

自

然

主

義

文

学

の

代

表

的

評

論

で

あ

る

長

谷

川

天

渓

「

幻

滅

時

代

の

芸

術

」
（
「
太
陽

」

明

治

三

十

九

年

十

月

）

に

は

、

真

実

の

み

を

描

い

た

芸

術

の

代

表

と

し

て

イ

プ

セ

ン

の

散

文

劇

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

自

己

と

社

会

の

習

慣

、

秩

序

と

の

対

立
は
自
然
主
義
の
主
要
な
問
題
で
あ
る
。

(
)

『

そ
れ
か
ら

』
と
『

煤
烟
』
の

比
較
に
つ

い
て
、
比

較
的
早
い

9

論

に

剣

持

武

彦

「

夏

目

漱

石

『

そ

れ

か

ら

』

と

ダ

ヌ

ン

ツ

ィ

オ

『
死
の
勝
利
』
」
（
『
漱
石
作
品
論
集
成

第
六
巻

そ
れ
か
ら
』

（
桜
楓
社
、
平
成
三
年
、
九
月
）
、
初
出
は
「
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
」

号
（
昭
和
四
十
七
年
一
月

）
）
が
あ
る
。
こ
の
論
に
お
い
て
も

20

「

誠

の

愛

」

が

問

題

と

さ

れ

て

い

る

が

、

引

用

に

近

い

形

で

使

わ
れ
る
と
き
は
「
誠
の
愛
」
と
表
記
さ
れ
、
そ
れ
以
外
で
は
「
ま

こ

と

の

愛

」

と

ひ

ら

が

な

で

書

か

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

お

そ

ら

く

「

誠

」

と

「

真

」

の

違

い

を

明

確

に

し

て

い

な

い

た

め

で

あ

る
と
思
わ
れ
る
。

(
)

佐
々
木
英
昭
氏
の
注
釈
に
よ
る
『
漱
石
文
学
全
注
釈

第
八
巻

10

そ
れ
か
ら
』
（
若
草
書
房
、
平
成
十
二(

二
〇
〇
〇
）
年
六
月
）

に

は

、

こ

の

「

自

己

の

誠

で

な

い

」

と

い

う

言

葉

に

「

誠

」

を

否

定

し

て

い

た

代

助

が

「

い

つ

か

そ

の

信

奉

者

の

位

置

へ

と

滑

り

込

ん

で

い

る

、

と

い

う

ス

ト

ー

リ

ー

の

ア

イ

ロ

ニ

ー

を

読

む

こ

と

も

可

能

と

な

る

」

と

指

摘

が

あ

る

。

そ

の

上

で

、

巻

末

の

「

誠

は

人

の

道

に

あ

ら

ず

？

―
『

そ

れ

か

ら

』

注

釈

を

終

え

て
」
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
〈
代
助
の
「
誠
」
観
に
変
化
が
あ

る

〉
、
〈
「
誠

」
の

語
自
体

が

多
義

的
で
あ

る

〉
」

の
二

つ
の
命

題

を

考

察

す

る

必

要

が

あ

る

こ

と

を

述

べ

て

い

る

。

佐

々

木

氏

の

「

誠

」

が

「

多

義

的

」

で

あ

る

と

い

う

指

摘

は

、

補

注

「

誠

3

者
天
之
道
也
」
に
お
い
て
『
言
海
』
（
明

）
に
「
真
実
」
の
語

ま

こ

と

24

義

と

し

て

〈

偽

ら

な

い

こ

と

〉

と

〈

人

を

欺

か

な

い

こ

と

〉

の

二

義

が

あ

る

と

し

た

こ

と

を

ふ

ま

え

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

佐

々

木

氏

の

問

題

意

識

に

沿

っ

て

、

本

論

の

位

置

を

述

べ

る

な

ら

ば

「

誠

」

が

近

世

儒

学

思

想

の

中

で

歴

史

的

に

形

成

し

て

き

た

概

念

が

す

で

に

多

義

的

な

も

の

（

自

己

の

「

内

的

確

信

」

に

従

っ

て

他

者

を

欺

か

な

い

よ

う

に

行

動

す

る

）

で

あ

り

、

代

助

は
こ
の
よ
う
な
「
誠
」
を
表
面
的
に
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
「
誠
」
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を

支

え

る

倫

理

構

造

を

そ

の

奧

で

持

っ

た

人

物

で

あ

る

。

ま

た

「

真

」

と

「

誠

」

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

語

の

持

つ

歴

史

的

な

背

景

が

大

き

く

異

な

る

と

考

え

て

い

る

。

そ

し

て

佐

々

木

氏

が

強

調

し

て

い

な

い

「

誠

」

の

意

義

と

し

て

、

そ

れ

が

「

行

為

」

の

原
理
と
な
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
い
。

(
)

中
山
和
子
、
玉
井
敬
之
注
解

11

(
)

『
漱

石
文
学
全

集
』
第

五
巻
（
集
英

社
、
昭

和
四
十
六

（
一
九

12

七
一
）
年
六
月
）
、
荒
正
人
、
石
川
忠
久
、
遠
藤
祐
、
岡
本
靖
正
、

倉
持
三
郎
注
解

(
)

一
般
に
『
孟
子
』
の
著
者
孟
子
は
『
中
庸
』
の
著
者

子
思
の
弟

13

子

と

さ

れ

て

き

た

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

様

々

議

論

が

あ

る

よ

う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。

(
)

『
詩
経
』
、
『
書
経
』
、
『
礼
記
』
、
『
易
経
』
、
『
春
秋
経
』
の
五
つ
。

14

紛
失
し
た
と
さ
れ
る
『
楽
経
』
を
加
え
て
「
六
経
」
と
も
。

(
)

海
老
田
輝
己
「
夏
目
漱
石
と
儒
学
思
想
」
（
「
九
州
女
子
大
学
紀

15

要

」

平

成

十

二

（

二

〇

〇

〇

）

年

二

月

）

に

は

「

二

松

学

舎

で

使

用

し

た

『

論

語

』

の

テ

キ

ス

ト

を

初

め

、
『

詩

経

』
『

楚

辞

』

の

中

国

古

代

詩

集

は

、

何

れ

も

朱

子

の

注

に

よ

る

も

の

で

あ

っ

た
」
と
あ
る

。
『
中
庸
』
に
つ
い
て
、
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
が

、
『
中
庸
章
句
』
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ

る
。

(
)

『

中

庸

章

句

』

の

書

き

下

し

文

は

、
『

四

書

集

注

（

下

）
』
（

明

16

徳

堂

出

版

、

昭

和

四

十

九

（

一

九

七

四

）

年

九

月

）

の

「

附

・

原

文

」

を

も

と

に

、

藤

本

が

書

き

下

し

た

。

な

お

そ

の

際

に

、

同
書
の
本
文
の
訳
を
参
照
し
た
。

(
)

『
大
学
・
中
庸
』
（
島
田
虔
二
著
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
十
二

17

（
一
九
六
七
）
年
一
月
）
「
中
庸

第
二
十
章
」
（

頁
）
参
照
。

283

(
)

『
大
学
・
中
庸
』
（

頁
）

18

284

(
)

『
中
庸
』
の
引
用
は
新
釈
漢
文
大
系
『
大
学

中
庸
』
（
赤
塚
忠

19

著

、

明

治

書

院

、

昭

和

四

十

二

（

一

九

六

七

）

年

四

月

）

に

よ

る
。

(
)

『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
筑
摩
書
房
、
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）

20

年
九
月
、

頁
98

(
)

『
中
国
思
想
文
化
事
典

』
、
溝
口

雄
三
他
編
、
東
京
大
学
出
版

21

会

、

平

成

十

三

年

七

月

、

頁

、

市

来

津

由

彦

、

伊

東

貴

之

執

380

筆

(
)

た
だ
し
、
朱
子
学
が
重
視
し
て
い
る
の
は
「
古
え
の
聖
賢
の
言

22

行

が

表

さ

れ

た

経

書

」

で

あ

る

の

で

、

代

助

の

書

物

癖

を

否

定

し

た

か

ら

と

い

っ

て

、

必

ず

し

も

朱

子

学

否

定

と

は

限

ら

な

い

か
も
し
れ
な
い
。

(
)

佐
古
純
一
郎
『
夏
目
漱
石
論

』
（
審
美
社
、
昭
和
五
十
三
（
一

23

九

七

八

）

年

四

月

）

の

「

夏

目

漱

石

の

文

学

と

陽

明

学

」

に

、

漱

石

の

「

居

移

気

説

」

の

分

析

か

ら

「

漱

石

の

青

春

の

日

に

、

陽

明

学

の

本

質

に

立

っ

て

、

自

ら

の

「

心

」

を

考

え

て

い

た

の

だ
と
い
っ
て
も
け
っ
し
て
誇
張
に
は
な
る
ま
い
と
思
う
」（

頁
）

150

と
あ
る
。
ま
た
、
『
こ
こ
ろ
』
の
広
告
文
に
お
け
る
「
人
間
の
心
」

を
「
『
伝
習
録
』
の
い
わ
ゆ
る
「
人
心
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

」
（

頁
）
と
指
摘
し
て
い

153
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る
。

(
)

『
伝
習
録
』
の
引
用
は
新
釈
漢
文
大
系
『
伝
習
録
』
（
近
藤
康
信

24

著

、

明

治

書

院

、

昭

和

三

十

六

（

一

九

六

一

）

年

九

月

）

に

よ

る

。

た

だ

し

、

引

用

の

都

合

上

、

文

意

の

変

わ

ら

な

い

範

囲

で

文
末
を
変
更
し
た
部
分
が
あ
る
。

(
)

『
伝
習
録
』
「
解
説
」
（

頁
）
参
照

25

11

(
)

『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
（

頁
）

26

106
(

)

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
の
「
理
」
の
項
（
蜂
屋
邦
夫
、
土
田

27

健
次
郎
、
丸
山
松
幸
執
筆
）
に

、
「
理
」
に
つ
い
て
「
本
来
か
く

あ

る

べ

き

こ

と

」

と

い

う

意

味

が

思

想

的

主

張

に

お

い

て

中

心

で

あ

っ

た

こ

と

が

述

べ

ら

れ

て

お

り

、

ま

た

「

理

に

は

則

る

べ

き
秩
序
と
い
う
意
味
が
生
れ
て
き
た
」
（

頁
）
と
あ
る
。

29

(
)

『
易
と
中
庸
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
八
（
一
九
二
三
）

28

年
五
月
）
（

頁
）

325

(
)

『
日
本
人
の
伝
統
的
倫
理
観
』
（
理
想
社
、
昭
和
三
十
九
（
一
九

29

六

四

）

年

十

二

月

）
（

頁

）
、

な

お

以

降

の

日

本

近

世

に

お
け

29

る

「

誠

」

の

分

析

は

、

相

良

氏

の

研

究

に

お

う

と

こ

ろ

が

大

き

い

。

引

用

し

た

文

の

多

く

も

、

相

良

氏

の

著

作

で

引

用

さ

れ

た

文

章

で

あ

る

。

ち

な

み

に

参

照

し

た

相

良

氏

の

主

な

著

作

は

前

出
「
徳
川
時
代
の
誠
」
、
『
近
世
の
儒
学
思
想
』
（
塙
書
房
、
昭
和

四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
七
月
）
、
『
誠
実
と
日
本
人
』
（
増
補
版
、

ぺ

り

か

ん

社

、

平

成

十

（

一

九

九

八

）

年

六

月

）
、
「

日

本

に

お

け

る

道

徳

思

想

」
（
『
日

本

人

の

心

』

増

補

版

、

東

京

大

学

出

版

会
、
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
七
月
）
で
あ
る
。

(
)

『
言
志
四
録
』
（
「
言
志
録
」
、
「
言
志
後
録
」
、
「
言
志
晩
録
」
、
「
言

30

志
耋
録

」
）
の
引
用
は
『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
十
一
巻
（
明
徳
出

版
社
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
十
一
月
）
、
第
十
二
巻
（
平
成

五
（
一
九
九
三
）
年
六
月
）
に
よ
る
。

(
)

『

山
鹿

語
類
』
の

引
用
は
『

山
鹿
素
行

全
集
』

第
九
巻
（
岩

波

31

書
店
、
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

(
)

『
そ

れ
か
ら
』

に
は
「

已
む
を
得
な

い
」
と

い
う
表
現

が
頻
出

32

す

る

が

、

こ

れ

ら

は

基

本

的

に

「

仕

方

が

な

い

」

の

意

味

で

あ

る
。

(
)

相
良
亨
「
徳
川
時
代
の
誠
」

33

(
)

漱
石
の
談
話
「
余
が
文
章
に
裨
益
せ
し
書
籍
」
に
は
「
太
宰
春

34

台
の
『
独
語

』
」
を
「
面
白
い
と
思
つ
た
」
と
あ
り
、
ま
た
「
漢

文

で

は

享

保

時

代

の

徂

徠

一

派

の

文

章

が

好

き

だ

」

と

述

べ

て

い
る
。

(
)

『
聖
学
問
答
』
の
引
用
は
『
日
本
思
想
大
系

徂
徠
学
派
』
（
岩

35

37

波
書
店
、
昭
和
四
十
七
（
一
九
七
二
）
年
四
月
）
に
よ
る
。

(
)

『

伝
習
録

』
上
巻
五

条
に
「
某

人
孝
を
知

り
、
某
人

弟
を
知

る

36

と

称

す

る

が

如

き

も

、

必

ず

是

れ

其

の

人

已

に

曾

て

孝

を

行

ひ

弟

を

行

ひ

て

、

方

に

他

孝

を

知

り

弟

を

知

る

と

称

す

可

し

」

と

あ

る

。

ま

た

中

巻

「

答

顧

東

橋

書

」

に

「

真

知

は

即

ち

行

た

る

所

以

に

し

て

、

行

は

ず

ん

ば

之

を

知

と

謂

ふ

に

足

ら

ず

」

を

説

明
し

、
「
心
を
外
に
し
て
以
て
理
を
求
む
る
は
、
此
れ
知
行
の
二

た

る

所

以

な

り

。

理

を

吾

が

心

に

求

む

る

は

、

此

れ

聖

門

の

知

行
合
一
の
教
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

、
「
知
」
の
働
き
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に

よ

り

「

理

」

を

求

め

る

こ

と

は

「

行

」

へ

導

く

「

心

」

の

働

き

が

す

で

に

あ

る

た

め

で

あ

り

、

そ

れ

ゆ

え

に

「

理

を

吾

が

心

に

求

む

る

」

こ

と

に

な

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

但

し

、

こ

れ

は
あ
く
ま
で
も
弟
子
の
「
行
」
の
前
に
「
知
」
が
な
け
れ
ば
「

闇く

ら

く

し

て

達

せ

ざ

る

の

処

有

ら

ん

」

と

い

う

疑

問

に

答

え

た

も

の

で
あ
り
、
「
知
」
の
前
に
「
行
」
が
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な

い
。

(
)

相
良
亨
「
徳
川
時
代
の
誠
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

37

誠

を

偽

り

な

く

、

飾

り

な

く

、

欺

か

ざ

る

こ

と

等

と

理

解

す

る

時

は

、

多

く

「

事

を

な

し

て

其

の

心

な

き

は

、

誠

に

非

ず

」

の

側

面

か

ら

内

外

一

致

を

考

え

た

も

の

と

い

え

よ

う

。

し

か

し

、

内

外

一

致

は

ま

た

「

心

あ

り

て

其

事

を

な

さ

ざ

る

も

誠

に

非

ず

」

の

側

面

か

ら

も

考

え

ら

れ

て

然

る

べ

き

で

あ

る

。

こ

の

、
〈

内

を

外

に

一

致

せ

し

め

る
〉

か

ら

、
〈

外
を

内

に

一

致

せ

し

め

る

〉

こ

と

へ

の

転

換

が

（

幕

末

の

変

革

期

に

お
い
て

―
藤
本
注
）
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
『
日
本
人
の
伝
統
的
倫
理
観
』

頁
）

26

(
)

『
洗
心
洞
箚
記
』
の
引
用
は
、
『
日
本
思
想
大
系

佐
藤
一
斎

38

46

大
塩
中
斎

』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
五
（
一
九
八
〇
）
年
五

月
）
に
よ
る
。

(
)

た
だ
し
、
同
じ
箇
所
に
「
小
人
の
不
善
に
於
け
る
や
、
亦
た
必

39

ず
知
と
行
と
合
一
す

。
（
中
略
）
小
人
若
し
不
善
を
知
り
て
行
は

ず
ん
ば
、
則
ち
君
子
に
化
す
る
の
基
な
り
。
」
と
あ
り
、
「
不
善
」

に
つ
い
て
は

、
「
知
行
合
一
」
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
い
て
い

る

。

た

だ

し

注

で

見

た

陽

明

学

に

お

け

る

「

知

行

合

一

」

と

36

は
、
意
味
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。

(
)

相
良
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

40

仁

斎

に

よ

れ

ば

、

人

間

に

内

在

す

る

固

有

の

も

の

は

惻

隠

羞

悪

の

心

で

あ

り

、

こ

れ

を

拡

充

し

て

至

ら

ざ

る

所

無

く

、

通

ぜ

さ

る

所

な

か

ら

し

め

る

こ

と

が

学

問

で

あ

っ

た

。

つ

ま

り

仁

斎

に

と

っ

て

陽

明

学

は

自

己

一

個

の

内

面

の

確

立

を

求

め

る

も

の

で

あ

り

、

正

し

い

聖

人

の

教

え

は

、

端

的

に

人

と

接

す

る

上

に

お

け

る

行

為

の

仕

方

、

心

の

持

ち

方

を

説

く

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

に

し

て

、

仁

斎

に

よ

っ

て

お

し

出

さ

れ

た

ま

こ

と

は

、

端

的

に

他

者

に

対

す

る

も

の

で

あ

り

、

忍

．
．
．

び
が
た
く
内
か
ら
湧
き
出
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
『
日
本
人
の
伝
統
的
倫
理
観
』

頁
）

30

(
)

『
語
孟
字
義
』
の
引
用
は
、
『
日
本
の
思
想

伊
藤
仁
斎
集
』

41

11

（

木

村

英

一

編

、

筑

摩

書

房

、

昭

和

四

十

五

（

一

九

七

〇

）

年

一
月
）
に
よ
る
。

(
)

仁
斎
は
『
論
語
』
『
孟
子
』
を
重
ん
じ
た
。
『
論
語
』
に
お
い
て

42

「
誠
」
の
字
は
副
詞
「
本
当
に
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、

名
詞
と
し
て
の
「
誠
」
と
い
う
使
用
例
は
な
い

。
『
孟
子
』
に
つ

い

て

も

「

離

婁

」
、
「

尽

心

」

に

名

詞

と

し

て

の

用

例

が

数

例

あ

る
の
み
で
、
他
は
副
詞
で
あ
る
。
ま
た
仁
斎
は
「
忠
信
」
と
「
誠
」

の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

所
謂
「
之
を
誠
に
す
る
」
と

、
「
忠
信
を
主
と
す
る
」
と
意

甚
だ
相
近
し
。
然
れ
ど
も
功
夫
同
じ
か
ら
ず

。
「
忠
信
を
主
と
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す

る

」

は

、

理

に

当

る

か

否

ざ

る

か

を

顧

み

ず

、

只

是

れ

己

の
心
を
尽
し
、
朴
実
に
行
ひ
去
る
を
謂
ふ
。「
之
を
誠
に
す
る
」

は

、

理

に

当

る

と

否

ざ

る

と

を

択

ん

で

、

其

の

理

に

当

る

者

を
取
つ
て
、
固
く
之
を
執
る
の
謂
。

（
『
語
孟
字
義
』
巻
之
下
「
誠
」
）

二
つ
の
差
異
に
「
理
」
と
の
合
致
が
関
わ
っ
て
お
り
、
仁
斎
に
お

い

て

は

、

規

範

や

秩

序

に

対

す

る

意

識

が

ま

だ

強

く

問

題

と

し

て
残
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
)

『
童
子
問
』
の
引
用
は

、
『
童
子
問

』
（
清
水
茂
校
注
、
岩
波
書

43

店
、
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
）
に
よ
る
。

(
)

『

漱
石
文

学
全
注
釈

第
八

巻

そ
れ
か

ら
』
の

佐
々
木
氏

の

44

注

釈

で

は

、

こ

の

戦

争

に

つ

い

て

「

慶

応

四

年

の

戊

辰

戦

争

を

指

す

」

と

あ

り

、

長

井

得

が

幕

末

維

新

の

志

士

で

あ

っ

た

こ

と

が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
得
が
「
誠
」
を
大
切
に
す
る
背
景
に
は
、

こ

の

よ

う

な

維

新

の

志

士

に

通

底

す

る

「

誠

の

倫

理

」

が

あ

っ

た

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

そ

れ

は

書

簡

で

「

維

新

の

志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
見
た
い
」
（
明
治
三

十

九

（

一

九

〇

六

）

年

十

月

二

十

六

日

）

と

述

べ

た

作

者

漱

石

も
無
関
係
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
)

『
日
本
人
の
心
』

頁

45

261

(
)

松
陰
を
「
至
誠
の
人
」
と
捉
え
た
も
の
は
数
多
く
あ
る
が
、
比

46

較
的
初
期
の
も
の
と
し
て
、
徳
富
蘇
峰
（
猪
一
郎
）
『
吉
田
松
陰
』

（

民

友

社

、

明

治

二

十

六

（

一

八

九

三

）

年

十

二

月

）

の

「

第

十
九
章

人
物
」
に
「
彼
は
真
誠
の
人
な
り
」
と
あ
る
。

(
)

吉
田
松
陰
の
著
作
や
書
簡
な
ど
の
引
用
は
、
『
吉
田
松
陰
全
集
』

47

（

大

和

書

房

、

昭

和

四

十

七

（

一

九

七

二

）

年

～

昭

和

四

十

九

（
一
九
七
四
）
年
）
に
よ
る
。

(
)

『
近

世
思
想
論

』
有
斐

閣
、
昭
和

五
十
六
（

一
九
八
一

）
年
十

48

月
、

頁
390

(
)

『
近
世
思
想
論
』

頁

49

386

(
)

「
日
本
の
思
想
」
（
『
丸
山
真
男
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
、
杉
田
敦
編
、

50

平
凡
社
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
四
月
）

(
)

『
漱
石

そ
の
陰
翳
』
（
有
精
道
、
平
成
二
年
四
月
）

51

(
)

内
田
道
雄
、
久
保
田
芳
太
郎
編
『
作
品
論

夏
目
漱
石

』
（
双

52

文
社
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
九
月
）

(
)

『
漱
石
文
学
の
思
想

第
一
部
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
十
三
（
一

53

九
八
八
）
年
八
月
）

(
)

『
翻
訳
の
思
想

―
「
自
然
」
とN

A
T

U
R

E

―
』
（
平
凡
社
、

54

昭
和
五
十
二
（
一
九
七
七
）
年
七
月
）

(
)

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学

』
（
岩
波
新
書
、
昭
和

四
十
二

55

（
一
九
六
七
）
年
五
月
）
「
第
二
章

宋
学
の
完
成
・
朱
子
学
」

に
「
本
然
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
の
対
立
に
関
し
て

、
「
人
間

の

倫

理

的

課

題

は

「

気

質

の

性

」

か

ら

「

本

然

の

性

」

に

か

え

る
、
す
な
わ
ち
「
初
め
に

復

る
（
復
初

）
」
に
あ
る
こ
と
」
と
述

か

え

べ
ら
れ
て
い
る
（

頁

）
。
ち
な
み
に
こ
の
よ
う
な
考
え
は
「
復

92

性
説
」
と
よ
ば
れ
、
宋
学
の
中
心
理
論
の
一
つ
で
あ
る
。

(
)

『
中

庸
』
の

引
用
に

お
い
て
略
し

た
部
分

に
は
、
先
の

朱
子
学

56

に

お

け

る

「

誠

」

で

検

討

し

た

よ

う

に

、

勉

励

す

る

こ

と

が

述
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べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

、
「
天
」
と
「
お
の
ず
か
ら
そ
う
な

っ

て

い

る

さ

ま

」

と

い

う

「

自

然

」

と

し

て

捉

え

た

「

性

」

を

結
び
つ
け
る
こ
と
に
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
孟

子

』
「
尽
心
上
篇
」
に
「
そ
の
心
を
尽
く
す
も
の
は
、
そ
の
性
を

知
る
な
り
。
そ
の
性
を
知
れ
ば
、
則
ち
天
を
知
る

」
（
新
釈
漢
文

大
系
『
孟
子
』
、
内
野
熊
一
郎
著
、
明
治
書
院
、
昭
和
三
十
七
（
一

九

六

二

）

年

六

月

）

と

あ

る

よ

う

に

、

儒

学

に

お

い

て

は

「

心

を

尽

く

す

」

こ

と

で

「

性

」

と

「

天

」

の

結

び

つ

き

が

明

ら

か

に
な
る
と
い
う
考
え
が
存
在
し
て
い
る
。

(
)

そ
も
そ
も
宋
代
に
お
い
て
「
四
書
」
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、

57

深

遠

な

宇

宙

論

を

も

つ

道

教

、

仏

教

が

魏

晋

南

北

朝

か

ら

隋

唐

代

に

お

い

て

盛

ん

と

な

っ

た

こ

と

に

儒

学

が

対

抗

す

る

た

め

で

あ

っ

た

。

倫

理

の

学

た

る

儒

学

が

、

人

間

道

徳

を

「

誠

」

に

代

表

さ

せ

、

そ

の

根

拠

を

宇

宙

論

た

る

「

天

」

と

結

合

す

る

上

で

要
と
な
っ
た
の
が

、
『
中
庸
』
の
「
誠
者
天
之
道
也
」
で
あ
る
。

「
誠
」
で
あ
る
こ
と
は
「
天
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。

(
)

一
例
と
し
て
、
佐
藤
一
斎
の
「
真
己
を
以
て
仮
己
を
克
す
る
は
、

58

天
理
な
り
」
（
「
言
志
耋
録
」
四
十
条
）
を
挙
げ
て
お
く
。

(
)

『
翻
訳
の
思
想

―
「
自
然
」
とN

A
T

U
R

E

―
』

頁

59

216

(
)

越
智
治
雄
「
『
そ
れ
か
ら
』
論

」
（
「
日
本
近
代
文
学
」

、
昭

60

5

和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
十
一
月
）

(
)

『
翻
訳
の
思
想

―
「
自
然
」
とN

A
T

U
R

E

―
』

頁

61

126

(
)

「
ま
え
が
き
」
（
『
誠
実
と
日
本
人
』

頁
）

62

10

(
)

「
『
そ
れ
か
ら
』
の
思
想
と
方
法
」

63
(

)

『
文

学
論
』

の
「
序
」

に
お
い
て

、
漢
籍

に
つ
い
て
「

充
分
味

64

ひ

得

る

も

の

と

自

信

す

」

と

あ

り

、

ま

た

英

語

と

漢

籍

の

学

力

を
「
同
程
度
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
)

『
明

治
思
想
史

』
ペ
リ

カ
ン
社
、

昭
和
五
十

三
（
一
九

七
八
）

65

年
十
一
月
、

頁
20

(
)

『

善
の
研

究
』
の
単

行
本
と
し

て
の
出
版

は
明
治
四

十
四
（

一

66

九
一
一
）
年
一
月
。

(

）

も
と
は
明
治
四
十
四
年
十
一
月
八
月
十
五
日
に
和
歌
山
で
行
わ

67

れ

た

講

演

。

文

章

と

し

て

は

、
『

朝

日

講

演

集

』
（

朝

日

新

聞

、

明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
三
月
）
に
集
録
。
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第
二
部

晩
年
に
お
け
る
禅
へ
の
接
近
と
「
近
代
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て

漱
石
と
禅
の
関
わ
り
は
様
々
な
点
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
き
日

の
漱
石
が
明
治
二
十
七
年
末
か
ら
鎌
倉
の
円
覚
寺
に
参
禅
し
、
公
案
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
題
材
に
し
た
『
門
』
な
ど
に
よ
り
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
も
漱
石
が
禅
に
対
し
て
一
定
の
関
心

を
持
ち
続
け
た
こ
と
は
、
旧
蔵
書
に
『
碧
巌
録
』
（
『
碧
巌
集
』
と
も
）

を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
禅
書
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
作
品
内
に
禅
由
来
の

言
葉
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
中
で
も
従
来
か
ら
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
晩
年
に
お
け
る

禅
へ
の
接
近
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
私
は
今
道
に
入
ろ
う
と
心
が

け
て
ゐ
ま
す
」

(
)

、
「
五
十
に
な
つ
て
始
め
て
道
に
志
ざ
す
事
に
気
の

1

つ
い
た
」

(
)

と
い
っ
た
書
簡
、
若
い
禅
僧
と
の
交
流
や
遺
作
『
明
暗
』

2

の
タ
イ
ト
ル
が
禅
書
か
ら
取
ら
れ
る
な
ど
い
く
つ
か
の
点
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
晩
年
の
漱
石
に
関
す
る
批
評
や
研
究
の
問
題
と
し
て
し

ば
し
ば
も
ち
あ
が
る
の
が
「
則
天
去
私
」
で
あ
る
。
死
の
直
前
と
な
る

大
正
五
年
の
木
曜
会
で
語
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
則
天
去
私
」
に
つ
い
て

は
様
々
な
意
義
が
指
摘
さ
れ
、
語
ら
れ
て
き
た
が
、
多
く
の
場
合
、
東

洋
思
想
、
特
に
禅
と
の
関
わ
り
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
を
概
観

し
て
、
三
好
行
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
と
ば
の
常
識
的
な
理
解
か
ら
い
え
ば
、
則
天
去

私
を
精
神
の
あ
る
位
相
と
し
て
把
握
す
る
ほ
う
が
よ
り
妥
当
で

あ
る
。
儒
学
・
仏
教
・
老
荘
の
い
ず
れ
に
典
拠
を
求
め
る
に
し

ろ
、
そ
れ
は
東
洋
的
な
心
境
の
表
現
と
み
な
し
う
る
。
（
中
略
）

我
の
自
覚
が
消
え
て
、
一
切
を
無
と
感
じ
る
こ
こ
ろ
の
状
態
で

あ
る

。
（
中
略
）
漱
石
の
文
学
に
底
流
し
続
け
た
反
西
洋
＝
反

近
代
の
根
拠
と
も
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
「
則
天
去
私
」

(
)

）

3

「
則
天
去
私
」
を
、
「
我
」
（
自
己
）
を
超
え
た
よ
り
大
き
な
世
界
と

つ
な
が
る
東
洋
的
な
心
境
と
し
、
そ
こ
に
西
洋
を
中
心
と
し
た
近
代
思

想
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
禅
を
は
じ
め
と
し
た
東
洋
的
な
思
惟
の

意
義
を
見
る
。
こ
の
よ
う
な
三
好
氏
の
理
解
は
、
弟
子
の
一
人
、
松
岡

譲
が
伝
え
る
次
の
漱
石
の
言
葉
が
そ
の
淵
源
と
な
っ
て
い
る
。

漸
く
自
分
も
来
此
頃
一
つ
さ
う
い
つ
た
境
地
に
出
た

。
『
則
天
去
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私
』
と
自
分
で
は
よ
ん
で
居
る
の
だ
が
、
他
の
人
が
も
つ
と
外
の

言
葉
で
言
ひ
現
は
し
て
も
居
る
だ
ら
う
。
つ
ま
り
普
通
自
分
自
分

と
い
う
所
謂
小
我
の
私
を
去
つ
て
、
も
つ
と
大
き
な
謂
は
ば
普
遍

的
な
大
我
の
命
す
る
ま
ゝ
に
自
分
を
ま
か
せ
る
と
い
つ
た
や
う
な

事
な
ん
だ
が
、
さ
う
言
葉
で
言
つ
て
し
ま
つ
た
ん
で
は
尽
く
せ
な

い
気
が
す
る
。
そ
の
前
に
出
る
と
、
普
通
え
ら
さ
う
に
見
え
る
一

つ
の
主
張
と
か
理
想
と
か
主
義
と
か
い
ふ
も
の
も
結
局
ち
つ
ぽ
け

な
も
の
で
、
さ
う
か
と
い
つ
て
普
通
つ
ま
ら
な
い
と
見
ら
れ
て
る

も
の
で
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
存
在
が
与
へ
ら
れ
る
。
つ
ま

り
観
る
方
か
ら
い
へ
ば
、
す
べ
て
が
一
視
同
仁
だ
。
差
別
無
差
別

と
い
ふ
や
う
な
事
に
な
る
ん
だ
ら
う
ね
。

（
松
岡
譲
「
宗
教
的
問
答
」

(
)

）

4

こ
の
漱
石
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
則
天
去
私
」
の
意
義

は
、
漱
石
の
死
の
直
前
に
語
ら
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
弟
子
た

ち
を
中
心
に
注
目
さ
れ
、
以
後
の
漱
石
作
品
の
読
み
方
を
大
き
く
規
制

し
た
。
や
は
り
弟
子
の
一
人
で
あ
る
小
宮
豊
隆
は
、
こ
の
「
則
天
去
私
」

を
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。

そ
れ
は
人
間
の
中
に
は
私
が
即
ち
エ
ゴ
イ
ズ
ム
我
が
満
ち
み
ち
て

い
る
。
そ
れ
を
出
来
る
だ
け
追
究
し
て
そ
の
我
を
無
く
し
則
ち
私

を
去
つ
て
天
に
則
つ
た
生
活
が
し
た
い
。
即
ち
、
自
然
な
、
自
然

と
同
じ
や
う
な
公
平
な
正
し
い
生
活
と
い
ふ
事
を
自
分
の
生
活
の

目
標
と
し
て
居
つ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

（
「
夏
目
漱
石

特
に
そ
の
明
暗
を
中
心
に
し
て
」

(
)

）

5

小
宮
は
「
小
我
の
私
」
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
我
」
と
す
る
が
、
そ
こ
に

は
三
好
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
西
洋
近
代
的
な
認
識
を
見
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
宮
に
近
い
「
則
天
去
私
」
の
捉
え
方

は
、
他
の
弟
子
た
ち
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
文
章
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
「
則
天
去
私
」
の
中
身
で
は

な
く
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
の
背
景
と
な
る
考
え
方
で
あ
る

。
「
則
天

去
私
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
伝
統
」
的
な
も
の
が
「
近
代
」
的
な
も
の

を
超
克
す
る
と
い
う
形
で
し
ば
し
ば
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な

見
方
の
一
例
と
し
て
、
仏
教
学
者
で
あ
る
秋
月
龍
珉
氏
が
「
則
天
去
私
」

と
「
禅
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
を
確
認
す
る
。
秋
月
氏
は
、

「
則

天
去

私
」

を
「
「
禅
」
の

悟
り

と
紙

一
重
」

と
し
て

、
次
の

よ
う
に

述
べ
る
。こ

れ
に

対
し
て
、

滝
沢
克

己
の
『

漱
石
の
世

界

』
（
創
文
社
・

原

版
昭

）
以
来
、
私
ど
も
は
こ
の
通
説
に
プ
ロ
テ
ス
ト
し
て
、
漱
石

18

に
お
い
て
は

「
自
己
本
位
」
と
い
う
立
場
自
体
が
、
す
で
に
単
な

る
近
代
的
自
我
の
立
場
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い

も
の
に
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
漱
石
自
身
の
そ
の
後
の
十
数
年

の
人
生
の
苦
闘
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
自
覚
に
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
が
、
晩
年
の
「
則
天
去
私
」
に
外
な
ら
な
い
、
と

こ
う
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち

、
「
自
己
本
位
か
ら
則
天
去
私
へ
」

は
、
世
の
論
者
の
言
う
よ
う
に

、
「
前
近
代
」
へ
の
逆
コ
ー
ス
な

プ
レ
・
モ
ダ
ン
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ど

で

は

な

く

、
「

近

代

か

ら

現

代

へ

」

と

い

う

、

い

わ

ゆ

る

「
後

近

代
」

へ
の
先
駆
的
苦
悩

の
足
跡
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

て
い
わ
ゆ
る
近
代
化
の
挫
折
な
ど
で
は
な
く
、
反
対
に
そ
の
徹
底

、
、

、
、

で
あ
り
、
超
克
で
あ
る
、
と
見
る
の
で
あ
る
。

、
、

（
秋
月
龍
珉

「
「
漱
石
と
禅
」
ノ
ー
ト
」

(
)

、

、
傍
点
原
文
）

6

こ
の
後
の
部
分
で
は
「
則
天
去
私
」
を

、
「
近
代
人
」
の
「
初
め
に

自
我
あ
り
き
」
に
対
す
る

、
「
初
め
に
無
我
あ
り
き
」
の
思
想
と
し
て

語
っ
て
い
る
。
秋
月
氏
は

、
「
則
天
去
私
」
を
「
禅
」
の
悟
り
と
同
様

の

も

の

と

し

て

捉

え

た

上

で

、
「

後

近

代

」

の

思

想

と

し

て

位

置

づ

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

け
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
洋
思
想
を
中
心
と
す
る
「
近
代
」
の
行
き
詰

ま
り
の
中
で

、
「
伝
統
」
的
東
洋
思
想
が
注
目
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は

「
後
退
」
で
は
な
く
「
前
進

」
、
つ
ま
り
「
反
西
洋
＝
反
近
代
」
と
し

て
の
「
後

近

代
」

の
思
想
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
す
で

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

に
研
究
の
場
に
お
い
て
、
「
則
天
去
私
」
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

晩
年
の
漱
石
理
解
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
学
校
教
育
の
場
で

使
用
さ
れ
る
『
便
覧
』

(
)

な
ど
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
提
示
さ
れ
て

7

お
り
、
漱
石
理
解
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。

ま
た
同
様
の
問
題
の
広
が
り
と
し
て
、
西
谷
啓
治
が
師
の
西
田
幾
多

郎
に
つ
い
て
語
る
次
の
文
章
を
見
て
み
た
い
。

禅
は
先
生
の
う
ち
に
於
け
る
強
烈
な
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
正
し
、

そ
れ
を
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
意
志
に
練
磨
す
る
の
で
あ
っ
た
。
同
時

に
ま
た
、
そ
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
現
し
て
く
る
源
に
、
小
さ

な
「
自
我
」
の
枠
を
超
え
た
所
に
、
出
会
は
れ
る
宇
宙
の
正
法
を

自
覚
的
に
明
ら
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
言
で
い
へ
ば
、
宇
宙
の

正
法
に
合
す
る
や
う
に
意
志
を
練
磨
す
る
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
い

へ
ば
自
己
を
意
志
的
に
純
正
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
宇
宙
の
大
法

に
合
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
つ
た
。
（
中
略
）

つ
ま
り
、
自
己
と
そ
れ
を
包
む
世
界
、
内
面
的
に
い
へ
ば
個
人

的
な
る
も
の
と
超
個
人
的
な
る
も
の
、
個
物
と
一
般
者
と
い
う
や

う
な
関
係
で
あ
る
。

（
西
谷
啓
治
「
わ
が
師
西
田
幾
多
郎
先
生
を
語
る
」

(
)

）

8

こ
こ
で
も
「
小
さ
な
「
自
我
」
の
枠
を
超
え
た
所
に
」
あ
る
「
宇
宙

の
正
法
」
と
の
合
致
」
や

、
「
個
人
的
な
る
も
の
」
と
「
超
個
人
的
な

る
も
の
」
の
結
び
つ
き
と
い
う
形
で
、
禅
の
意
義
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
に
対
す
る
評
価
の
あ
り
方
は
よ
り
詳
細
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
と
も
に
西
洋
的
な
「
自
我
」
や
「
知
性
」
の
問
題
の
行
き

詰
ま
り
の
中
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
し
て
東
洋
的
な
思
想
に

注
目
し
、
活
か
し
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
発
想
を
考
え
る
上
で
、
仏
教
学
者
で
あ
る
末
木
文
美
士
氏
の
次

の
指
摘
を
参
考
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
近
代
思
想
に
は
、
こ
の
「
個
を
超
え
る
も
の
」

は
ど
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
個
を
こ
え
る

も
の
」
は
、
実
態
は
多
く
の
場
合
、
前
近
代
的
な
発
想
の
流
入
で

あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
前
近
代
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ず
、
む
し
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ろ
近
代
的
な
「
個
」
を
超
え
る
ポ
ス
ト
近
代
的
な
も
の
と
し
て
自

覚
的
に
捉
え
直
さ
れ
、
再
編
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
こ
に

反
西
欧
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
投
影
さ
れ
る
。
近
代
＝
個
の

確
立
＝
西
欧
化
と
い
う
等
式
に
対
し
て
、
ポ
ス
ト
近
代
（
＝
前
近

代
）
＝
個
を
超
え
る
も
の
＝
日
本
（
東
洋
）
と
い
う
も
う
一
方
の

等
式
が
仮
構
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
末
木
文
美
士

「
１

日
本
の
近
代
は
な
ぜ
仏
教
を
必
要
と
し
た
か
」

(
)

）

9

こ
の
よ
う
な
「
近
代
＝
個
の
確
立
＝
西
欧
化
」
に
対
す
る
も
の
と
し

て
の
禅
と
い
う
発
想
が
、
小
宮
を
は
じ
め
と
す
る
弟
子
た
ち
が
強
調
し

た
「
則
天
去
私
」
の
捉
え
方
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ

は
秋
月
氏
の
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
ポ
ス
ト
近
代
的
な
も
の
」
と
し

て
語
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
晩
年
の
漱
石
を
神
秘
化
し
権
威
化
す

る
の
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
確
か
に
、
晩
年

の

漱

石

の

禅

へ

の

接

近

に

は

、
『

行
人

』

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、
「

反

西
洋
＝
反
近
代
」
の
意
義
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
単
に
「
反

西
洋
＝
反
近
代
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
、
そ
こ
に
「
個
」
を
越
え
た
も

の
を
見
る
だ
け
で
は
、
末
木
氏
の
「
ポ
ス
ト
近
代
（
＝
前
近
代
）
＝
個

を
超
え
る
も
の
＝
日
本
（
東
洋
）
と
い
う
も
う
一
方
の
等
式
が
仮
構
さ

れ
る
」
と
い
う
批
判
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

漱
石
の
禅
へ
の
接
近
の
意
義
を
様
々
な
形
で
よ
り
明
確
化
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

三
漱
石
に
お
け
る
禅
の
意
義
に
つ
い
て
、
加
藤
二
郎
氏
は

、
『
行
人
』

の
長
野
一
郎
の
希
求
を
解
説
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
郎
の
姿
は
、
自
己
及
び
他
者
へ
の
懸
命
の
「
誠
実
」
（
「
塵
労
」

三
十
六
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
或
い
は
そ
の
「
誠
実
」
の
故
に
、

「

獄

裡

の

人

」

へ

と

顛

落

し

て

行

か

ざ

る

を

得

な

い

と

い

う

（
「
兄

」

十

六

）
、

近

代

の

自

我

の

悲

し

み

を

典

型

し

て

い

る

と

言

え

る

。

併

し

そ

う

し

た

一

郎

に

自

己

解

脱

へ

の

行

程

、

即

ち

「
心
」
の
撹
乱
者
で
し
か
な
く
な
っ
た
近
代
の
知
性
を
根
柢
か
ら

救
恤
し
得
る
様
な
よ
り
包
括
的
な
「
論
理
（
暗
＝
理

）
」
の
立
場

が
見
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。（

加
藤
二
郎
「
漱
石
と
禅
」

(
)

）

10

加
藤
氏
は
『
行
人
』
の
一
郎
の
希
求
に

、
「
近
代
の
知
性
」
と
は
異

な

る

「

よ

り

包

括

的

な

「

論

理

（

暗

＝

理

）
」
」

を
見

、

禅

の

意

義

と

し
て
語
っ
て
い
る
。
加
藤
氏
が
同
書
で
こ
の
「
論
理
（
暗
＝
理
）
」
を

禅
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
の
禅
認
識
の
内
実

を
禅
書
を
も
と
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
一
度
「
則

天
去
私
」
と
い
う
言
葉
か
ら
禅
を
解
釈
す
る
こ
と
を
や
め
、
作
品
や
評

論
な
ど
の
禅
に
関
わ
る
記
述
を
禅
書
の
文
章
と
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
作

業
を
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
認
識
が
「
反
西
洋
＝
反
近
代
」
と
し
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て
の
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
近
代
的
な
発
想
が
、
「
近
代

的
な
「
個
」
を
超
え
る
ポ
ス
ト
近
代
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
的
に
捉
え

直
さ
れ
、
再
編
さ
れ
る
」
と
き
の
、
そ
の
再
編
の
文
脈
を
捉
え
直
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
漱
石
が
禅
へ
と
接
近
す
る
と
き
、
そ
の

背
景
に
あ
る
西
洋
思
想
の
文
脈
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
新
た
に
発
見
さ
れ
、

創
造
さ
れ
る
禅
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
第
三
章
に
お
い
て
、
漱
石
の
禅
認
識
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
漱
石
の
禅
に
関
わ
る
文
脈
を
『
禅
門
法
語
集
』
の
文
章
と

対
比
さ
せ
て
い
く

。
『
禅
門
法
語
集
』
は
、
そ
の
扉
の
裏
に
漱
石
が
書

い
た
批
判
的
な
言
葉
を
は
じ
め
、
全
体
に
わ
た
る
書
き
込
み
が
否
定
的

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漱
石
が
禅
の
悟
り
に
対
し
て
違
和
感
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
違
和

感
に
も
関
わ
ら
ず
『
禅
門
法
語
集
』
が
漱
石
の
禅
に
関
す
る
記
述
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
第
四
章

に
お
い
て
、
漱
石
の
禅
認
識
の
転
換
点
と
考
え
ら
れ
る
『
行
人
』
「
塵

労
」
篇
の
長
野
一
郎
の
禅
的
世
界
へ
の
希
求
を
問
題
に
す
る
。
『
行
人
』

「
塵
労
」
篇
で
語
ら
れ
る
「
香
厳
撃
竹
」
の
挿
話
を
、
漱
石
が
参
禅
以

来
向
き
合
っ
て
き
た
公
案
「
父
母
未
生
以
前
」
に
対
す
る
一
つ
の
帰
結

と
し
て
考
え
、
禅
の
公
案
の
意
義
か
ら
『
行
人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
の

挿
話
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
五
章
に
お
い
て
、
漱
石
の
禅
へ

の
接
近
の
背
景
を
西
洋
思
想
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、

一
郎
の
希
求
を
漱
石
の
講
演
「
中
味
と
形
式
」
の
問
題
意
識
か
ら
捉
え
、

そ
の
背
後
に
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
Ｈ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
漱
石
が
見
い
だ
し
た
禅
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

【
注
記
】

(
)

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
十
月
五
日
、
和
辻
哲
郎
宛
書
簡

1

(
)

大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
十
一
月
十
六
日
、
富
沢
敬
道
宛
書
簡

2

(
)

三
好
行
雄
編
『
夏
目
漱
石
事
典
』
学
灯
社
、
平
成
四
（
一
九
九

3

二
）
年
四
月

(
)

松
岡

謙
『

漱
石

先
生

』
岩

波
書

店

、
昭
和

九

（
一

九
三

四)

年

4

十
一
月
、

頁
214

(
)

小
宮
豊
隆
『
夏
目
漱
石

特
に
そ
の
明
暗
を
中
心
に
し
て
』
信

5

濃
教
育
会
木
曾
部
会
、
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
七
月
。
引
用
は
、

『

漱
石
作

品
論
集

成

別
巻

漱
石
関

係
記
事

及
び
文
献

』
（

桜

楓
社
、
平
成
十
三
（
一
九
九
一
）
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

(
)

「
理
想
」
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
三
月

6

(
)

例
え
ば
第

一
学
習
社

の
『
新

訂
総
合

国
語
便
覧

』
（

平
成
二
十

7

八
（
二

〇
一
六

）
年
一

月
）
に
は

、
「
晩
年
は

「
則
天
去
私
」
の

境
地
を

志
向

」
（

頁
）
と

あ
り
、
京

都
書
房
の
『
新
訂
国
語
総

272

覧
〈
第
六
版
〉
』
（
平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
二
月
）
に
は
、

「

晩

年

に

は

、
「

私

」
（

エ

ゴ

）

の

超

克

を

天

に

則

る

こ

と

に

求

め
よ
う
と
す
る
人
生
態
度—

「
則
天
去
私
」
の
心
境
に
達
し
て
」

（

頁
）
と
あ
る
。

252
(

)

社
会
思
想
研
究
会
編
『
わ
が
師
を
語
る
』
社
会
思
想
研
究
会
出

8

版
部
、
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
四
月

(
)

末
木
文
美
士
『
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅱ

近
代
日
本
と
仏

9

教
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
六
月
、
11
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頁
(

)
加
藤
二
『
漱
石
と
禅
』
翰
林
書
房
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年

10

十
月
、

頁
138
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第
三
章

漱
石
の
禅
認
識
と
『
禅
門
法
語
集
』

一

は
じ
め
に

『
門
』

(
)

に
お
い
て
、
参
禅
に
来
た
宗
助
は
、
世
話
役
の
義
堂
に
次

1

の
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
。

「
書
物
を
読
む
の
は
極
悪
う
御
座
い
ま
す
。
有
体
に
云
ふ
と
、
読

書
程
修
業
の
妨
に
な
る
も
の
は
無
い
様
で
す
。
私
共
で
も
、
斯
う

し
て
碧
巌
抔
を
読
み
ま
す
が
、
自
分
の
程
度
以
上
の
所
に
な
る
と
、

丸
で
見
当
が
付
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
好
加
減
に
揣
摩
す
る
癖
が
つ

く
と
、
そ
れ
が
坐
る
時
の
妨
に
な
つ
て
、
自
分
以
上
の
境
界
を
予

期
し
て
見
た
り
、
悟
を
待
ち
受
け
て
見
た
り
、
充
分
突
込
ん
で
行

く
べ
き
所
に
頓
挫
が
出
来
ま
す
。
大
変
毒
に
な
り
ま
す
か
ら
、
御

止
し
に
な
つ
た
方
が
可
い
で
せ
う
。
も
し
強
い
て
何
か
御
読
み
に

な
り
た
け
れ
ば
、
禅
関
策
進
と
い
ふ
様
な
、
人
の
勇
気
を
鼓
舞
し

た
り
激
励
し
た
り
す
る
も
の
が
宜
し
う
御
座
い
ま
せ
う
。
そ
れ
だ

つ
て
、
只
刺
戟
の
方
便
と
し
て
読
む
丈
で
、
道
其
物
と
は
無
関
係

で
す
」

（
『
門
』
十
八
の
六
）

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
禅
で
は
「
不
立
文
字
」
が
主
張
さ
れ
、
書
物

に
よ
る
「
知
解
」
が
批
判
さ
れ
る
。
義
堂
が
述
べ
る
「
読
書
程
修
業
の

妨

に

な

る

も

の

は

無

い

」
、
「

道

其

物
と

は
無

関
係

」

と

い

っ
た

見
解

は
禅
書
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
人
が
持
つ
一
般

的
な
禅
の
悟
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
禅
に
は
膨
大
な
書
物
が
存
在
し
、
ま
た
禅
独
自
の

言
葉
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
義
堂
も
読
む
「
碧
巌
」
（
『
碧
巌
録

』
、

『
碧
巌
集
』
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
よ
う
な
公
案
に
関
す
る
禅
僧
の
語
録
、

法
語
や
そ
れ
ら
を
解
説
し
た
も
の
、
さ
ら
に
は
初
学
者
向
け
の
も
の
ま

で
様
々
な
書
物
が
あ
り
、
禅
、
そ
し
て
悟
り
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

旧
蔵
書
に
少
な
く
な
い
禅
書
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漱
石
も
ま

た
体
験
だ
け
で
は
な
く
書
物
か
ら
自
ら
の
禅
認
識
を
構
築
し
た
こ
と
は

間
違
い
な
い

。
『
門
』
は
明
治
二
十
七
年
末
か
ら
の
漱
石
自
身
の
参
禅

体
験
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
自
ら
の
参
禅
を
し
ば
し

ば
失
敗
と
し
て
語
る
漱
石
に
と
っ
て
は
「
自
分
の
程
度
以
上
の
所

」
、

「
自
分
以
上
の
境
界
」
も
、
そ
れ
ら
書
物
の
中
に
は
書
か
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
漱
石
は
自
ら
を
禅
を
知
ら
な
い
「
門
外
漢
」
で
あ
る
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と

述

べ

る

が

（
「
虚

子
著

『

鶏

頭
』

序

」

(
)

）
、

こ
の

言
葉

は

体

験

を

2

重
視
す
る
禅
に
お
い
て
、
悟
り
を
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
が
禅
に
つ

い
て
語
り
出
す
際
の
前
口
上
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
一
面
が
あ
り
、
漱

石
の
み
な
ら
ず
様
々
な
人
が
、
自
ら
を
「
門
外
漢
」
と
し
つ
つ
語
っ
て

い
る
。
義
道
の
言
葉
は
一
般
的
な
禅
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
禅
門
と
直
接
的
な
関
わ
り
が
薄
い
人
は
多
く
の
場
合
、
書

物
か
ら
の
知
識
を
も
と
に
禅
に
つ
い
て
の
認
識
を
形
成
し
て
い
る
。
よ

っ
て
、
漱
石
の
作
品
や
評
論
内
で
示
さ
れ
る
禅
認
識
を
明
ら
か
に
す
る

上
で
、
書
物
と
の
関
わ
り
を
探
る
こ
と
、
語
句
や
認
識
の
あ
り
方
を
禅

書
と
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
作
業
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

本
章
で
は
、
『
校
補
点
註

禅
門
法
語
集
』
（
以
下
『
禅
門
法
語
集
』
）

を
主
材
と
し
て
、
漱
石
の
禅
認
識
、
特
に
悟
り
の
認
識
が
禅
書
の
ど
の

よ
う
な
考
え
に
よ
る
も
の
か
を
検
討
す
る

。
『
禅
門
法
語
集
』
を
選
ん

だ
の
は
、
日
本
に
お
け
る
代
表
的
な
禅
僧
の
語
録
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

禅
の
知
識
を
幅
広
く
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
物
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
漱
石
の
読
書
に
つ
い
て
弟
子
の
小
宮
豊
隆
の
「
熱
心
に
読
ん
で
ゐ
た
」

（
「
『
行
人
』
」

(
)

）
と
い
う
証
言
が
あ
り
、
そ
の
小
宮
の
証
言
を
裏
付

3

け

る

よ

う

に

多

く

の

書

き

込

み

や

線

引

き

が

残

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら
、
漱
石
の
禅
認
識
を
探
る
上
で
有
益
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

た
め
で
あ
る
。

『
禅
門
法
語
集
』
は
「
正
編

」
、
「
続
編
」
二
巻
か
ら
な
り
、
ど
ち
ら

も
光
融
館
か
ら
、
「
正
編
」
は
山
田
孝
道
編
で
明
治
二
十
八
年
十
二
月
、

「
続
編
」
は
森
大
狂
編
で
明
治
二
十
九
年
十
二
月
に
初
版
が
発
行
さ
れ

て
い
る
。
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
臨
済
宗
、

曹
洞
宗
、
黄
檗
宗
と
い
う
禅
の
三
大
宗
派
の
主
要
な
禅
僧
の
仮
名
法
語

を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
簡
便
に
日
本
の
禅
思
想
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
書
物
で
あ
る
。
初
版
が
明
治
二
十
八
、
九
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
の
時
期
に
東
京
の
学
生
の
間
で
禅
が
一
種
の
流
行
と
な
っ
て
い

た
こ
と
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
。
漱
石
も
そ
の
よ
う
な
中
で
参
禅
し

て
い
る
。
ま
た
漱
石
旧
蔵
書
の
も
の
は
、
「
正
編
」
が
明
治
四
十
年
三

月
五
日
発
行
の
第
五
版
で
あ
り
、
「
続
編
」
が
同
年
六
月
三
日
発
行
の

第
四
版
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
加
藤
咄
堂
が
「
最
近
思
想
界
の
流
行
を

尋
ね
れ
ば
、
恐
ら
く
文
芸
に
於
け
る
自
然
主
義
と
宗
教
に
於
け
る
禅
と

に

過

ぎ

た

も

の

は

な

か

ら
う

」
（
「
自
然

主

義
と

禅

」

(
)

）

と
述

べ

る

4

よ
う
に
、
禅
が
思
想
界
の
流
行
と
さ
れ
た
時
期
に
あ
た
る
。
仏
教
書
の

出
版
も
活
発
な
時
期
で
あ
っ
た

(
)

。
こ
れ
ら
は
、
漱
石
の
禅
へ
の
関
心

5

が
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

漱
石
と
『
禅
門
法
語
集
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の

言
及
が
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
扉
に
書
か
れ
た
否
定
的
な
書
き
込
み
、

「
要
ス
ル
ニ
非
常
ニ
疑
深
キ
性
質
ニ
生
レ
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
ネ
バ
悟
レ
ヌ

者
ト
ア
キ
ラ
メ
ル
ヨ
リ
致
方
ナ
シ
。
従
ツ
テ
隻
手
ノ
声
、
柏
樹
子
、
麻

三
斤
悉
ク
珍
分
漢
ノ
囈
語
ト
見
ル
ヨ
リ
外
ニ
致
シ
方
ナ
シ
。
珍
重
」
が

注
目
さ
れ
て
き
た
。
特
に
最
後
の
「
隻
手
ノ
声
、
柏
樹
子
、
麻
三
斤
」

と
い
っ
た
禅
の
公
案
を
「
珍
分
漢
ノ
囈
語
」
と
す
る
点
は
、
漱
石
自
身

の
参
禅
の
失
敗
と
あ
わ
せ
て
禅
の
悟
り
に
対
す
る
疑
念
を
示
す
も
の
と

さ
れ
て
き
た

(
)

。
ま
た
本
文
に
付
さ
れ
た
書
き
込
み
も
批
判
的
な
も
の

6

が
多
い
。
こ
れ
ら
の
書
き
込
み
か
ら
、
従
来
言
わ
れ
る
よ
う
に
漱
石
が

禅
の
悟
り
に
対
し
て
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
と
と



- 68 -

も
に
、
そ
の
よ
う
な
違
和
感
も
含
め

、
『
禅
門
法
語
集
』
の
記
述
が
禅

の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

た
だ
し
、
後
で
見
る
よ
う
に
禅
で
は
共
通
す
る
認
識
が
多
く
の
禅
僧

の
様
々
な
書
物
で
繰
り
返
し
説
か
れ
る
た
め
直
接
的
な
関
係
を
断
定
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
本
章
で
は
『
禅
門
法
語
集
』
と
漱
石
の
禅
に
関
す

る
語
句
や
描
写
を
対
比
さ
せ
て
い
く
が
、
こ
の
作
業
は
直
接
的
な
引
用

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
よ
り
も
、
漱
石
作
品
の
文
脈
を
禅
書
と
対
比
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
漱
石
の
禅
認
識
や
作
品
内
の
禅
に
関
わ
る
描
写
が

書
物
が
伝
え
る
伝
統
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
意

義
を
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

二

『
夢
十
夜
』
「
第
二
夜
」
の
坐
禅
描
写
と
『
禅
門
法
語
集
』

漱
石
の
禅
認
識
に
お
い
て
、
体
験
と
と
も
に
禅
書
が
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
『
夢
十
夜
』
「
第
二
夜
」

(
)7

の
描
写
に
つ
い
て
、『
禅
門
法
語
集
』
の
記
述
と
の
対
比
を
行
う
。『
門
』

と
同
様
、
『
夢
十
夜
』
の
「
第
二
夜
」
の
坐
禅
を
す
る
侍
の
話
も
ま
た
、

漱
石
の
参
禅
体
験
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な

見
解
と
し
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
の
「
無
」
を
悟
ろ
う
と
し
て
、
あ
せ
り
、
も
が
き
、
地
団
太
を

踏
ん
で
く
や
し
が
る
侍
の
姿
は
、
漱
石
自
身
の
姿
で
も
あ
る
。
こ

れ
は
二
十
七
歳
の
時
、
鎌
倉
円
覚
寺
塔
頭
帰
源
院
に
参
禅
に
赴
き
、

釈
宗
演
か
ら
出
さ
れ
た
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
と
い
う

公
案
の
前
に
た
じ
ろ
ぎ

、
「
ぐ
わ
ん
」
と
や
ら
れ
て
帰
っ
て
来
た

青

年

漱

石

の

体

験

に

裏

打

ち

さ

れ

た

も

の

に

間

違

い

な

い

だ

ろ

う
。

（
大
竹
雅
則
「
『
夢
十
夜
』—

生
の
か
な
し
み—

」

(
)

）

8

漱
石
は
参
禅
の
際
に
「
父
母
未
生
以
前
本
来
面
目
」
の
公
案
を
授
け

ら
れ
た
と
さ
れ
、
作
品
内
の
公
案
「
趙
州
無
字
」
と
は
異
な
る
も
の
の
、

漱
石
の
参
禅
体
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

う

(
)

。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
坐
禅
の
描
写
が
漱
石
の
体
験
の
み
で
作
ら

9

れ
て
い
る
と
考
え
る
の
も
誤
り
で
あ
る
。
す
で
に
公
案
「
趙
州
無
字
」

を
頭
に
掲
げ
る
『
無
門
関
』
の
影
響
が
指
摘
さ
れ

(
)

、
ま
た
『
禅
門
法

10

語
集
』
に
つ
い
て
も
笹
淵
友
一
氏
が
鈴
木
正
三
「
驢
鞍
橋
」
の
「
腹
立

て
る
機
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

(
)

。
本
章
で
は
坐
禅
の

11

状
態
に
つ
い
て
、
『
禅
門
法
語
集
』
の
記
述
と
対
比
を
行
う
。
次
に
示

す
の
は

、
「
第
二
夜
」
と
『
禅
門
法
語
集
』
に
お
い
て
、
共
通
性
が
見

ら
れ
る
部
分
に
同
じ
番
号
の
傍
線
を
付
し
た
も
の
で
あ
る

(
)

。

12

〈
１
〉

［
第
二
夜
］

Ａ

短
刀
を
鞘
へ
収
め
て
右
脇
へ
引
き
つ
け
て
置
い
て
、
そ
れ
か
ら

全
伽
を
組
ん
だ
。

―
趙
州
曰
く
無
と
。
無
と
は
何
だ
。
糞
坊
主

め
と
①

歯
噛
み
を
し
た
。

①

奥

歯

を

強

く

咬

み

締

め

た

の

で

、

鼻

か

ら

熱

い

息

が

荒
く

出
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る
。
米
噛
が
釣
つ
て
痛
い
。
②

眼
は
普
通
の
倍
も
大
き
く
開
け
て

や
つ
た
。

③

懸

物

が

見

え

る

。

行

灯

が

見

え

る

。

畳

が

見

え

る

。

和

尚

の

薬
鑵
頭
が
あ
り

く
と
見
え
る
。
鰐
口
を
開
い
て
嘲
笑
つ
た
声
ま

で
聞
え
る
。
怪
し
か
ら
ん
坊
主
だ
。
ど
う
し
て
も
あ
の
薬
鑵
を
首

に
し
な
く
て
は
な
ら
ん
。
悟
つ
て
や
る
。
無
だ
、
無
だ
と
舌
の
根

で
念
じ
た
。
無
だ
と
云
ふ
の
に
矢
つ
張
り
線
香
の
香
が
し
た
。
何

だ
線
香
の
癖
に
。

［
禅
門
法
語
集
］

ａ

若
し
人
精
神
を
憤
起
し
、
②

目
を
張
り

①

牙
関
を
咬
定
し
、
即
今

見
聞
覚
知
の
性
、
何
れ
の
所
に
か
在
る
、
是
れ
青
黄
赤
白
な
り
や
。

内
外
中
間
に
在
り
や
。
是
非

く
見
と
ゝ
け
ず
は
置
く
ま
じ
ぞ
と

励
み
進
ま
ん
す
る
と
き
、
③

妄
想
の
競
ひ
起
る
こ
と
、
潮
の
湧
く

か
如
け
ん
、

（
白
隠
禅
師
「
白
隠
法
語
」
（
正

頁
）
）

574

ｂ

結
跏
趺
坐
し
て
凝
然
と
し
て
坐
す
れ
は
、
し
は
ら
く
あ
り
て
③

妄

想
の
競
ひ
湧
く
こ
と
、
八
島
の
戦
ひ
の
ご
と
く
、
九
国
の
乱
に
似

た
り
。
此
に
於
て
精
神
を
震
ひ
て
、
妄
念
と
相
ひ
戦
ふ
。
（
中
略
）

此
時
一
身
の
気
力
を
尽
く
し
て
、
励
み
進
む
と
き
、
覚
え
す
こ
う

く
と
し
て
苦
み
悩
む
こ
と
犢
牛
の
病
に
う
め
く
か
如
く
、
②

眼

を

見

張

り

て

目

蓋

は

な

れ

、

①

歯

を

く

い

し

は

り

て

、

歯

牙

砕

け
落
ん
と
す
。

（
白
隠
禅
師
「
白
隠
法
語
」
（
正

～

頁
）
）

575

576

ｃ

我
上
に
は
さ
も
見
え
ま
い
が
、
我
と
機
を
着
て
見
れ
ば
、
①

奥
歯

を
咬
合
せ
、
②

眼
を
す
ゑ
て
き
つ
と
睨
着
け
て
居
る
機
に
成
て
常

住
あ
る
也

。
（
中
略
）
扨
て
又
今
時
諸
方
の
念
を
起
す
ま
い
と
云

ふ
坐
禅
は
、
③

そ
の
起
す
ま
い
と
云
ふ
念
が
、
早
や
起
る
也
。
念

起
さ
ず
、
坐
禅
の
筋
も
作
し
て
見
た
り

。
（
中
略
）
其
沈
ん
た
念

起
さ
ず
坊
に
非
す
、
③

兎
角
大
念
起
ら
す
し
て
、
諸
念
休
む
べ
か

ら
ず
、

（
鈴
木
正
三
「
驢
鞍
橋

下
」
（
続

～

頁
）
）

564

565

〈
２
〉

［
第
二
夜
］

Ｂ

自
分
は
い
き
な
り
拳
骨
を
固
め
て
自
分
の
頭
を
い
や
と
云
ふ
程

擲
つ
た
。
さ
う
し
て
奥
歯
を
ぎ
り
ぎ
り
と
噛
ん
だ
。
④

両
腋
か
ら

汗
が
出
る
。
⑤

背
中
が
棒
の
様
に
な
つ
た
。
膝
の
接
目
が
急
に
痛

く
な
つ
た
。
膝
が
折
れ
た
つ
て
ど
う
あ
る
も
の
か
と
思
つ
た
。
け

れ
ど
も
痛
い
。
苦
し
い
。
無
は
中
々
出
て
来
な
い
。
出
て
来
る
と

思
ふ
と
す
ぐ
痛
く
な
る
。
腹
が
立
つ
。
無
念
に
な
る
。
非
常
に
口

惜
く
な
る
。
⑥

涙
が
ぽ
ろ

く
出
る
。

［
禅
門
法
語
集
］

ｄ

老
夫
も
若
か
り
し
時
、
工
夫
趣
向
悪
く
、
心
源
湛
寂
の
処
を
仏
道

な
り
と
相
心
得
、
動
中
を
嫌
ひ
静
処
を
好
ん
て
、
常
に
陰
僻
の
処

を
尋
ね
て
死
坐
す
。
仮
初
の
塵
事
に
も
胸
塞
り
、
心
火
逆
上
し
、

動
中
に
は
一
向
に
入
る
事
を
得
ず
、
挙
措
驚
悲
多
く
、
心
身
鎮
へ
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に

怯

弱

に
し

て

、
④

両

腋
常

に
汗

を
生

じ
、
⑥

双

眼
断

え
ず

涙
を

帯
ふ
、
常
に
悲
歎
の
心
多
く
、
学
道
得
力
の
覚
え
は
毛
頭
も
侍
ら

ざ
り
き
。

（
白
隠
禅
師
「
遠
羅
天
釜
」
（
正

～

頁
）
）

582

583

ｅ

②

眼
を
瞠
り
①

牙
を
咬
み
、
拳
を
握
り
⑤

梁
骨
を
竪
起
し
て
坐
す
れ

ば
、
万
般
の
邪
境
、
頭
を
競
つ
て
生
ず
、

（
白
隠
禅
師
「
遠
羅
天
釜
」
（
正

頁
）
）

598

ｆ

自
ら
謂
へ
ら
く
猛
く
精
彩
を
着
け
、
重
て
一
回
捨
命
し
去
ら
ん
と
。

こ

ゝ

に

お
い

て
①

牙

関
を

咬
定

し
、
②

双

眼
晴

を
瞪

開
し

、

寝
食

と
も
に
廃
せ
ん
と
す
。
（
中
略
）
④

両
腋
常
に
汗
を
生
じ
、
⑥

両
眼

常
に
涙
を
帯
ふ
。

（
白
隠
禅
師
「
夜
船
閑
話
」
（
正

頁
）
）

697

〈
３
〉

［
第
二
夜
］

Ｃ

一
と
思
に
身
を
巨
巌
の
上
に
打
け
て
、
⑦

骨
も
肉
も
滅
茶
々
々

に
摧
い
て
仕
舞
ひ
た
く
な
る
。

そ
れ
で
も
我
慢
し
て
凝
と
坐
つ
て
ゐ
た
。
⑧

堪
へ
が
た
い
程
切

な
い
も
の
を
胸
に
盛
れ
て
忍
ん
で
ゐ
た
。
其
切
な
い
も
の
が
身
体

中

の

筋

肉

を

下

か

ら

持

上

げ

て

、

毛

穴

か

ら

外

へ

吹

き

出

や

う

く
と
焦
る
け
れ
ど
も
、
何
処
も
一
面
に
塞
つ
て
、
丸
で
出
口
が

な
い
様
な
残
刻
極
ま
る
状
態
で
あ
つ
た
。

［
禅
法
語
集
］

ｇ

一
人
あ
り
錯
つ
て
人
迹
不
到
の
処
に
到
つ
て
、
下
無
底
の
断
岸

に
臨
め
り
、
脚
底
は
壁
立
苔
滑
か
に
し
て
、
湊
泊
す
る
に
地
な
し
。

進
む
こ
と
を
得
ず
、
退
く
こ
と
を
得
ず
、
只
た
一
個
の
死
あ
る
の

み
。
纔
か
に
頼
む
処
は
、
左
手
に
薜
蘿
を
捉
へ
、
右
手
に
蔓
葛
に

す
が
つ
て
、
且
ら
く
懸
絲
の
命
を
続
ぐ
、
忽
然
と
し
て
両
手
を
放

撤
せ
ば
、
⑦

七
支
八
離
枯
骨
ま
た
無
け
ん
。
学
道
も
ま
た
然
り
、

一
則
の
話
頭
を
と
つ
て
単
々
に
参
窮
せ
ば
、
必
死
し
意
消
し
て
、

空
蕩
々
、
虚
索
々
、
万
仭
の
崖
畔
に
在
る
が
如
く
手
脚
の
着
く
へ

き
な
し
、
去
死
十
分
⑧

胸
間
時
々
に
熱
悶
し
て
、
忽
然
と
し
て
話

頭
に
和
し
て
心
身
共
に
打
失
す
。

（
白
隠
禅
師
「
遠
羅
天
釜
続
集
」
（
正

～

頁
）
）

663

664

〈
４
〉

［
第
二
夜
］

Ｄ

其
の
内
に
頭
が
変
に
な
つ
た
。
⑨

行
灯
も
蕪
村
の
画
も
、
畳
も
、

違
棚
も
有
つ
て
無
い
様
な
、
無
く
つ
て
有
る
様
に
見
え
た
。
と
云

つ
て
無
は
ち
つ
と
も
現
前
し
な
い
。

［
禅
門
法
語
集
］

ｈ

心
に
う
か
ぶ
こ
と
か
り
は
ら
ひ
て
、
何
の
念
も
な
き
や
う
に
と
油

断
な
く
候
は
ゝ
お
の
づ
か
ら
御
悟
あ
る
べ
し
。
道
心
う
す
き
に
よ

り
て
心
に
か
け
候
は
ぬ
に
付
て
は
、
申
す
こ
と
も
な
く
候
。
⑨

た

と
ひ
目
に
物
を
見
る
と
き
も
、
心
は
見
る
物
に
執
着
せ
ず
、
耳
に

声
を
聞
く
と
き
も
、
聞
く
こ
と
に
執
着
せ
ず
、
鼻
に
香
を
か
く
と



- 71 -

も
、
香
に
執
着
せ
ず
、
舌
に
味
ふ
と
も
、
味
に
執
着
せ
ず
、
心
に

さ
ま
さ
ま
念
あ
り
と
も
、
二
念
を
つ
か
ず
、
念
お
こ
る
と
も
そ
の

念
を
い
ろ
は
ず
心
う
こ
か
す
、
わ
か
心
も
と
よ
り
ぬ
し
な
き
法
界

に
て
、
仏
な
り
と
ふ
か
く
信
す
る
が
肝
要
に
て
候
。

（
夢
窓
国
師
「
二
十
三
問
答
」
（
正

頁
）

94

多
く
の
部
分
で
対
応
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
隠
の
著
作
の

描
写
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
坐
禅
を
組
ん
で
の
も
の
と
は
限
ら
な
い

が
、
悟
り
を
求
め
る
上
で
の
状
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
歯
噛
み
」
（
Ａ

①
）
や
「
眼
は
普
通
の
倍
も
大
き
く
開
け
て
や
つ
た

」
（
Ａ
②
）
と
同

様
の
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え

、
「
両
腋
か
ら
汗
が
出

る

」
（

Ｂ

④

）

や

「

涙

が

ぽ

ろ

く
出

る

」
（

Ｂ

⑥

）
と

い
う

描

写

に

も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る

(
)

。
「
第
二
夜
」
の
「
骨
も
肉
も
滅
茶
々
々

13

に
摧
い
て
仕
舞
ひ
た
く
な
る
」
（
Ｃ
⑦
）
と
い
う
点
は
、
い
っ
そ
の
こ

と
そ
う
や
っ
て
楽
に
な
り
た
い
と
い
う
文
脈
で
あ
り
、
「
一
人
あ
り
錯

つ
て
人
跡
未
到
の
処
に
到
つ
て
、
下
無
底
の
崖
岸
に
臨
め
り
、
（
中
略
）

忽
然
と
し
て
両
手
を
放
撤
せ
ば
、
七
支
八
離
枯
骨
ま
た
無
け
ん
」
（
ｇ
）

と
い
う
坐
禅
に
お
け
る
進
む
も
退
く
も
で
き
な
い
状
況
を
語
っ
た
も
の

と
は
文
脈
が
異
な
る
が

、
「
七
支
八
離
枯
骨
ま
た
無
け
ん
（
身
体
微
塵

と

な

り

、

骨

も

ま

た

残

ら

な
い

だ

ろ

う

(
)

）
」
（

ｇ
⑦

）
と

い

う

イ
メ

14

ー
ジ
が
重
な
る
。
ま
た
「
堪
へ
が
た
い
程
切
な
い
も
の
を
胸
に
盛
れ
て

忍

ん

で

ゐ

た

」
（

Ｃ
⑧

）

は

、

そ

の

後

の

描

写

と

あ

わ

せ

て

、
「

胸
間

時
々
に
熱
悶
し
て
」
（
ｇ
⑧
）
と
い
う
描
写
と
対
応
す
る
。
「
第
二
夜
」

の
「
侍
」
に
つ
い
て

、
「
悟
ろ
う
と
し
て
、
あ
せ
り
、
も
が
き
、
地
団

駄
を
踏
ん
で
く
や
し
が
る
侍
の
姿
は
、
漱
石
自
身
の
姿
で
も
あ
る
」
と

い
う
指
摘
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
一
方
で
漱
石
の
体
験
の
み
で
描
か
れ

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
言
え
る
。

共
通
点
の
多
い
白
隠
の
著
作
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し

た
白
隠
の
著
作
は
「
仏
教
を
超
え
て
近
世
知
識
人
に
影
響
を
与
え
た
」

（
「
坐
禅
と
呼
吸
法
の
ブ
ー
ム
」

(
))

と
さ
れ
、
明
治
期
に
お
い
て
も
、

15

同
様
に
禅
に
関
心
の
あ
る
知
識
人
に
一
定
の
広
が
り
が
あ
っ
た
。
漱
石

旧
蔵
書

に
は
『
白
隠
全
集

第
一
巻
』

(
)

が
あ
り

、
『
漱
石
資
料

―

16

文
学
論
ノ
ー
ト
』

(
)

に
白
隠
（
正
宗
）
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る

(
)

。
ち

17

18

な
み
に
『
白
隠
全
集

第
一
巻
』
の
中
に
も
、
こ
こ
で
引
用
し
た
「
白

隠
法
語
」
「
遠
羅
天
釜
」
「
遠
羅
天
釜
続
集
」
「
夜
船
閑
話
」
は
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
漱
石
以
外
に
も
、
例
え
ば
「
予
が
見
神
の
実
験
」
に
よ
っ

て

思

想

界

に

影

響

を

与

え

た

綱

島

梁

川

も

白

隠

の

著

作

を

読

ん

で

お

り
、
「
予
が
見
神
の
実
験
」(

)

に
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る

(
)

。

19

20

そ
の
他
に
も
、
西
田
幾
多
郎
が
学
生
時
代
に
北
条
時
敬
か
ら
最
初
に
授

け
ら
れ
た
の
が
「
遠
羅
天
釜
」
で
あ
っ
た

(
)

。
「
第
二
夜
」
に
お
け
る

21

禅
の
描
写
は
、
同
時
代
の
禅
の
修
養
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
共
有
関
係
の
中

で
構
築
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

。
『
禅
門
法
語
集
』
の
悟
り
に
対

し
て
き
わ
め
て
批
判
的
な
言
葉
を
書
き
残
し
た
漱
石
で
は
あ
る
が
、
坐

禅
や
悟
り
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
書
物
が
大
き
な
意
味

を
持
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三

「
悟
り
」
の
認
識
と
禅
書
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清
水
孝
純
氏
が
「
第
二
夜
の
い
わ
ば
絶
対
探
求
は
の
ち
の
、
特
に
『
行

人

』
『

道
草

』
『

明
暗

』

の

最

晩

年

の

作

品

群

の

中

で

展

開
さ

れ

る

こ

と

に

な

る

」
（
「
は

じ

め
に

」

(
)

）

と

述

べ
て

お

り

、

こ
の

中

で

も
明

22

確
に
禅
と
の
関
わ
り
が
わ
か
る
の
は

、
『
行
人
』

(
)

の
「
塵
労
」
で
あ

23

る
。
こ
こ
で
は

、
「
絶
対
」
や
「
絶
対
即
相
対
」
な
ど
の
言
葉
で
悟
り

に
似
た
心
境
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

兄
さ
ん
は
神
で
も
仏
で
も
何
で
も
自
分
以
外
に
権
威
の
あ
る
も
の

を
建
立
す
る
の
が
嫌
ひ
な
の
で
す

。
（
此
建
立
と
い
ふ
言
葉
も
兄
さ

ん
の
使
つ
た
儘
を
、
私
が
踏
襲
す
る
の
で
す

）
。
そ
れ
で
は
ニ
イ
チ

エ
の
や
う
な
自
我
を
主
張
す
る
の
か
と
い
ふ
と
左
右
で
も
な
い
の
で

す
。「

神
は
自
己
だ
」
と
兄
さ
ん
が
云
ひ
ま
す
。
（
中
略
）

「
ぢ
や
自
分
が
絶
対
だ
と
主
張
す
る
と
同
じ
事
ぢ
や
な
い
か
」
と

私
が
非
難
し
ま
す
。
兄
さ
ん
は
動
き
ま
せ
ん
。

「
僕
は
絶
対
だ
」
と
云
ひ
ま
す
。
（
中
略
）

兄
さ
ん
の
絶
対
と
い
ふ
の
は
、
哲
学
者
の
頭
か
ら
割
り
出
さ
れ
た

空
し
い
紙
の
上
の
数
字
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。
自
分
で
其
境
地
に

入
つ
て
親
し
く
経
験
す
る
事
の
出
来
る
判
切
し
た
心
理
的
の
も
の
だ

つ
た
の
で
す
。

兄
さ
ん
は
純
粋
に
心
の
落
ち
付
き
を
得
た
人
は
、
求
め
な
い
で
も

自
然
に
此
境
地
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
云
ひ
ま
す
。
一
度
此
境
界
に
入

れ
ば
天
地
も
万
有
も
、
凡
て
の
対
象
と
い
ふ
も
の
が
悉
く
な
く
な
つ

て
、
唯
自
分
丈
が
存
在
す
る
の
だ
と
云
ひ
ま
す
。
さ
う
し
て
其
時
の

自
分
は
有
と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
だ
と
云
ひ
ま
す
。
偉

大
な
や
う
な
又
微
細
な
や
う
な
も
の
だ
と
云
い
ま
す
。
何
と
も
名
の

付
け
様
の
な
い
も
の
だ
と
云
ひ
ま
す
。
即
ち
絶
対
だ
と
云
ひ
ま
す
。

さ
う
し
て
其
絶
対
を
経
験
し
て
ゐ
る
人
が
、
俄
然
と
し
て
半
鐘
の
音

を
聞
く
と
す
る
と
、
其
半
鐘
の
音
は
即
ち
自
分
だ
と
い
ふ
の
で
す
。

言
葉
を
換
へ
て
同
じ
意
味
を
表
は
す
と
、
絶
対
即
相
対
に
な
る
の
だ

と
い
ふ
の
で
す
、
従
つ
て
自
分
以
外
に
物
を
置
き
他
を
作
つ
て
、
苦

し
む
必
要
が
な
く
な
る
し
、
又
苦
し
め
ら
れ
る
掛
念
も
起
ら
な
い
の

だ
と
云
ふ
の
で
す
。

「
根
本
義
は
死
ん
で
も
生
き
て
も
同
じ
事
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
何

う
し
て
も
安
心
は
得
ら
れ
な
い
。
す
べ
か
ら
く
現
代
を
超
越
す
べ
し

と
い
つ
た
才
人
は
兎
に
角
、
僕
は
是
非
共
生
死
を
超
越
し
な
け
れ
ば

駄
目
だ
と
思
ふ
」

兄
さ
ん
は
殆
ん
ど
歯
を
喰
ひ
し
ば
る
勢
で
斯
う
言
明
し
ま
し
た
。

（
『
行
人
』
「
塵
労
」
四
十
四
）

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
「
歯
を
喰
ひ
し
ば
る
勢
」
と
い
う
描

写
で
あ
る
。
先
に
「
第
二
夜
」
で
確
認
し
た
と
お
り
、
こ
れ
は
白
隠
の

著
作
に
お
い
て
悟
り
を
開
こ
う
と
し
て
も
が
く
際
の
常
套
句
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
「
生
死
を
超
越
」
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
そ
も

そ
も
仏
教
は
生
と
死
の
繰
り
返
し
か
ら
離
脱
し
、
絶
対
の
安
ら
ぎ
の
境

地
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
禅
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
禅
書
に

限
っ
て
も
近
い
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
中
で

、
『
禅
門
法
語
集
』

の
記
述
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
章
題
で
あ
る
「
塵
労
」
と
関
連
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さ
せ
て
、
「
夫
出
家
と
云
ふ
は
、
直
に
生
死
を
離
れ
塵
労
を
出
る
し
る

し
に
て
あ
る
を
」
（
道
元
禅
師
「
永
平
仮
名
法
語

」
（
続

頁

(
)

）
）
が

27

24

注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
は
「
出
家
」
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、

「
塵
労
」
と
い
う
言
葉
も
様
々
な
禅
書
に
見
ら
れ
る
が

、
「
生
死
を
超

越
」
す
る
こ
と
で
「
塵
労
」
を
出
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
共
通
し
て
い

る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く

(
)

。

25

ま

た

「

神

は

自

己

だ

」
、
「

僕
は

絶

対

だ

」

と

い

う

言

葉

も

、

禅

で

語
ら
れ
る
「
即
心
是
仏

」
、
自
己
の
心
こ
そ
が
「
仏
」
で
あ
る
と
す
る

考
え
に
連
な
る
も
の
と
も
言
え
る
。
同
様
の
言
葉
は
『
禅
門
法
語
集
』

に
も
「
自
心
是
仏
な
り
と
云
ふ
こ
と
を
知
る
べ
し

」
（
抜
隊
禅
師
「
抜

隊
仮
名
法
語
」
（
正

頁
）
）
と
あ
る
。
従
来
、
西
洋
的
な
近
代
的
「
自

108

我
」
の
強
調
と
解
さ
れ
る
一
郎
の
言
葉
で
あ
る
が

、
「
ニ
イ
チ
エ
の
や

う
な
自
我
を
主
張
す
る
の
か
と
い
ふ
と
左
右
で
も
な
い
」
と
い
う
言
葉

か
ら
も
、
禅
的
な
観
点
か
ら
再
考
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
最
も
注
目
し
た
い
の
は
悟
り
へ
と
至
る
行
程
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
「
絶
対
」
が
「
凡
て
の
対
象
と
い
ふ
も
の
が
悉
く
な
く
な
つ
て
、

唯

自

分

丈

が

存

在

す

る

の

だ

」
、
「

さ
う

し
て

其
時

の
自

分

は
有

と
も

無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
状
態

、
「
絶
対
即
相
対
」

は
「
俄
然
と
し
て
半
鐘
の
音
を
聞
く
と
す
る
と
、
其
半
鐘
の
音
は
即
ち

自
分
だ
」
と
い
う
状
態
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
認
識
を
「
絶
対
」

を
経
て
「
絶
対
即
相
対
」
と
い
う
悟
り
の
境
地
へ
と
至
る
も
の
と
し
て

読
む
な
ら
、
そ
れ
は
、
漱
石
が
明
治
四
十
年
十
一
月
に
書
い
た
「
虚
子

著
『
鶏
頭
』
序
」
で
、
「
禅
坊
主
が
書
い
た
法
語
と
か
語
録
と
か
云
ふ

も
の
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
認
識
と
共
通
し
た
も
の
と
言
え

る
。

着
衣
喫
飯
の
主
人
公
た
る
我
は
何
者
ぞ
と
考
へ

く
て
煎
じ
詰
め

て
く
る
と
、
仕
舞
に
は
、
自
分
と
世
界
と
の
障
壁
が
な
く
な
つ
て

天
地
が
一
枚
で
出
来
た
様
な
虚
霊
皎
潔
な
心
持
に
な
る
。
そ
れ
で

も
構
は
ず
元
来
吾
輩
は
何
だ
と
考
へ
て
行
く
と
、
も
う
絶
体
絶
命
。

に
つ
ち
も
さ
つ
ち
も
行
か
な
く
な
る
、
其
処
を
無
理
に
ぐ
い

く

考
へ
る
と
突
然
と
爆
発
し
て
自
分
が
判
然
と
分
る
。

（
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
）

「
虚
霊
皎
潔
な
心
持
」
と
は
「
霊
妙
で
白
く
け
が
れ
の
な
い
こ
と
」(

)

、

26

何
も
な
く
透
き
通
っ
た
心
境
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
自
分
と
世
界
と
の
障
壁
が
な
く
な
つ
て
天
地
が
一
枚
で
出
来
た
様
な
」

と
い
う
点
と
あ
わ
せ
て
、
『
行
人
』
の
「
天
地
も
万
有
も
、
凡
て
の
対

象
と
い
ふ
も
の
が
悉
く
な
く
な
つ
て
、
唯
自
分
丈
が
存
在
す
る
の
だ
」
、

「
さ
う
し
て
其
時
の
自
分
は
有
と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
だ
」

と
す
る
「
絶
対
」
の
認
識
と
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
こ
で
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
「
無
理
に
ぐ
い

く
考
へ
る
」
こ
と
で
悟

り
へ
達
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
で
の
「
禅
坊
主
の
書
い
た
法
語
と
か

語
録
と
か
云
ふ
も
の
」
が
明
確
に
何
を
さ
す
の
か
、
時
期
的
に
考
え
て

『
禅
門
法
語
集
』
の
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
明
ら
か
に

で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
の

点
で
『
禅
門
法
語
集
』
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
一
致
す
る

(
)

。
そ
の
中

27
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で
も
注
目
す
べ
き
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
悟
り
へ
と
い
た
る
行
程
に
つ

い
て
で
あ
る
。
『
禅
門
法
語
集
』
の
関
連
部
分
を
挙
げ
て
い
く
。

ｉ

或
は
一
期
の
勇
に
謾
り
に
印
可
を
な
し
、
亦
は
一
時
憤
志
起
て
、

長
坐
不
臥
し
、
心
識
困
労
し
て
、
万
事
一
片
と
な
る
、
動
用
纔
に

止
て
、
念
慮
静
な
る
、
虚
々
霊
々
と
し
て
、
独
朗
の
こ
と
く
な
る

と
こ
ろ
、
是
れ
即
ち
内
外
打
成
一
片
の
と
こ
ろ
、
自
己
本
分
の
田

地
な
ら
ん
と
邪
解
し
て
、
此
の
見
解
を
以
て
無
眼
の
禅
師
に
向
つ

て
呈
其
見
解
。

（
孤
雲
禅
師
「
光
明
蔵
三
昧
」
（
正

～

頁
）
）

22

23

ｊ

只
此
の
音
を
聞
く
底
の
も
の
何
者
ぞ
と
、
立
居
に
つ
け
て
是
れ
を

見
、
坐
し
て
も
是
れ
を
見
る
と
き
、
き
く
物
も
知
ら
れ
す
、
工
夫

も
更
に
断
え
は
て
ヽ
、
茫
々
と
な
る
と
き
、
此
の
中
に
も
音
の
聞

か
る
ヽ
こ
と
は
断
え
ざ
る
間
、
い
よ

く
深
く
是
れ
を
見
る
と
き
、

茫
々
と
し
た
る
相
も
尽
き
は
て
ヽ
、
晴
れ
た
る
空
に
一
片
の
雲
な

き
か
如
し
。
此
の
中
に
は
我
と
云
ふ
べ
き
も
の
な
し
。
聞
く
底
の

主
も
見
え
ず
、
此
の
心
十
方
の
虚
空
と
等
し
く
し
て
、
し
か
も
虚

空
と
名
く
べ
き
処
も
な
し
。
是
れ
底
の
と
き
、
是
れ
を
悟
と
思
ふ

な
り
。
此
の
時
又
大
に
疑
ふ
べ
し
。
此
の
中
に
は
誰
か
此
の
音
を

は
聞
く
ぞ
と
、
一
念
不
生
に
し
て
、
き
は
め
も
て
行
け
は
、
虚
空

の
如
く
に
し
て
、
一
物
も
な
し
と
知
ら
る
ヽ
処
も
断
え
は
て
、
更

に
味
な
く
し
て
、
暗
の
夜
に
な
る
処
に
つ
い
て
、
退
屈
の
心
な
く

し
て
、
さ
て
此
の
音
を
聞
く
底
の
も
の
是
れ
何
者
そ
と
、
力
を
尽

く
し
て
疑
ひ
十
分
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
う
た
が
ひ
大
に
破
れ
て
、
死

は
て
た
る
も
の
ゝ
蘇
生
す
る
が
如
く
な
る
と
き
、
則
ち
是
れ
悟
な

り
。

（
抜
隊
禅
師
「
抜
隊
仮
名
法
語
」
（
正

頁
）
）

103

ｋ

ひ
た
と
お
こ
た
ら
ず
坐
禅
す
れ
ば
、
は
じ
め
は
し
ば
ら
く
の
間
、

す
め
る
心
に
な
り
た
る
か
、
漸
々
に
そ
の
心
す
み
わ
た
り
、
坐
禅

の
う
ち
三
分
か
一
す
む
こ
と
も
あ
り
。
あ
る
ひ
は
三
分
か
二
す
む

事
も
あ
り
、
あ
る
ひ
は
初
め
を
は
り
す
み
わ
た
り
て
善
悪
の
念
も

お
こ
ら
ず
、
無
記
の
心
に
も
な
ら
ず
、
は
れ
た
る
秋
の
空
の
如
く
、

と
ぎ
た
る
鏡
を
台
に
の
せ
た
る
が
ご
と
く
、
心
虚
空
に
ひ
と
し
く

し
て
、
法
界
む
ね
の
う
ち
に
あ
る
か
ご
と
く
お
ぼ
え
て
、
そ
の
む

ね
の
う
ち
の
す
ヾ
し
き
こ
と
、
た
と
へ
て
い
ふ
べ
き
や
う
も
な
く

お
ぼ
ゆ
る
事
あ
り
。
（
中
略
）
か
や
う
の
事
し
ば
ら
く
も
あ
れ
ば
、

初
心
の
人
は
は
や
さ
と
り
て
、
釈
迦
、
達
磨
に
も
ひ
と
し
き
か
と

お
も
へ
り
、
こ
れ
大
な
る
あ
や
ま
り
な
り

。
（
中
略
）
も
し
修
行

の
人
此
の
処
へ
ゆ
き
つ
き
な
ば
、
い
よ

く
精
を
出
し
て
修
行
す

べ
し
。

（
鉄
眼
禅
師
「
鉄
眼
仮
名
法
語
」
（
正

～

頁
）
）

368

371

ｌ

真
実
大
疑
の
起
り
た
る
時
は
、
只
一
七
日
に
も
一
則
の
公
案
を
寝

床
に
恒
に
し
て
、
万
縁
に
転
せ
ら
れ
す
、
只
渾
然
た
る
境
界
に
な

る
者
ぞ
。
其
の
時
自
心
歓
喜
の
心
か
生
し
て
休
ま
ん
ぞ
。
纔
か
も

此
の
心
起
れ
ば
、
早
く
般
若
の
種
子
と
な
つ
て
、
菩
提
心
を
退
く

事
は
無
き
者
ぞ
。
此
の
上
を
修
行
す
る
が
、
真
実
不
虚
底
の
弁
道

ぞ
。

（
月
舟
禅
師
「
月
舟
夜
話
」
（
正

頁
）
）

460
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ｍ

心
空
境
寂
照
々
霊
々
、
不
起
一
念
の
処
を
仏
性
と
思
ふ
は
、
識
神

を
本
来
人
と
な
し
、
賊
を
子
と
な
し
、
磚
を
鏡
と
な
し
、
鍮
子
を

真
金
と
な
す
が
如
し
。
是
れ
は
こ
れ
根
本
生
死
の
無
明
に
し
て
、

気
息
あ
る
死
人
の
如
し
。（

卍
庵
禅
師
「
卍
庵
法
語
」
（
正

頁
）
）

485

ｎ

参
玄
の
人
々
纔
に
大
疑
現
前
す
る
事
を
得
は
、
百
人
か
百
人
千
人

か
千
人
な
か
ら
、
打
発
せ
さ
る
は
是
れ
あ
る
へ
か
ら
す
、
若
し
人

大
疑
現
前
す
る
時
、
只
四
面
空
蕩
々
地
、
虚
豁
々
地
に
し
て
、
生

に
あ
ら
す
死
に
あ
ら
す
、
万
里
の
層
氷
裏
に
あ
る
か
如
く
、
瑠
璃

瓶
裏
に
坐
す
る
に
似
て
、
分
外
に
清
涼
に
、
分
外
に
皎
潔
な
り
、

癡
々
呆
々
坐
し
て
起
つ
事
を
忘
れ
、
起
つ
て
坐
す
る
事
を
忘
る
、

胸
中
一
点
の
情
念
な
く
し
て
、
た
た
一
箇
の
無
の
字
の
み
あ
り
、

恰
も
長
空
に
立
つ
か
如
し
。
此
の
時
恐
怖
を
生
せ
ず
、
了
智
を
添

へ
す
、
一
気
に
進
ん
て
退
か
さ
る
と
き
ん
は
、
忽
然
と
し
て
氷
盤

を
擲
摧
す
る
か
如
く
、
玉
樓
を
推
倒
す
る
に
似
て
、
四
十
年
来
未

た
曾
て
見
す
、
未
た
曾
て
聞
さ
る
底
の
大
歓
喜
あ
ら
ん
。

（
白
隠
禅
師
「
遠
羅
天
釜
続
集
」
（
正

～

頁
）
）

670

671

ｏ

未
た
初
心
の
人
の
為
め
に
し
づ
め
、
湛
然
寂
静
な
れ
と
示
す
。
実

に
は
湛
然
寂
静
な
る
処
を
宗
と
す
る
こ
と
な
し
。
故
に
大
恵
の
云
、

寂
静
波
羅
蜜
は
、
是
れ
衆
生
散
乱
の
病
を
止
め
ん
為
め
也
。
若
し

寂
静
波
羅
蜜
湛
然
と
し
て
閑
な
る
処
を
、
爰
を
道
の
き
は
め
と
執

定
す
べ
か
ら
ず
。

（
蛍
山
国
師
「
仮
名
法
語
」
（
続

）
147

ｐ

或
は
又
、
心
源
空
寂
に
し
て
、
晴
れ
た
る
空
の
如
く
、
清
水
波
な

き
が
如
し
、
生
死
去
来
の
姿
な
し

。
（
中
略
）
此
空
寂
の
躰
を
も

廻
る
事
を
得
ん
と
思
は
ゝ
、
是
れ
此
中
に
又
更
に
空
な
ら
ず
し
て

物
を
承
く
る
者
は
、
如
何
な
る
べ
き
ぞ
と
還
て
工
夫
す
、

（
峨
山
禅
師
「
峩
山
仮
名
法
語
」
（
続

頁
）
）

216

ｑ

私
案
を
す
つ
れ
ば
、
活
き
な
が
ら
身
は
覚
え
ぬ
も
の
也
。
此
時
は

我
即
虚
空
に
似
た
り
。
其
虚
空
が
万
の
音
声
を
聞
く
な
り
。
こ
れ

は
我
な
き
に
何
が
聞
く
ぞ
と
明
け
く
れ
さ
が
し
求
む
れ
ば
、
一
旦

忽
然
と
し
て
我
な
き
故
よ
く
聞
く
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
也
。

（
一
休
禅
師
「
水
鏡
目
な
し
用
心
抄
」
（
続

頁
）
）

227

ｒ

此
の
時
夢
中
と
も
に
ぬ
け
す
、
金
剛
心
と
な
り
熟
し
て
内
外
打
成

一
片
と
な
つ
て
、
内
に
も
一
念
不
生
、
外
に
も
一
塵
碍
る
境
界
な

く
、
業
職
無
明
の
魔
軍
共
を
尽
く
打
滅
す
也
。
然
れ
共
是
れ
ま
て

は
ま
だ
夢
中
に
打
て
取
つ
た
也
。
未
だ
実
有
は
尽
き
ぬ
ぞ
。
ほ
つ

か
と
大
夢
醒
め
、
は
ら
り
と
実
有
破
れ
、
生
死
を
出
て
、
一
切
を

離
れ
て
大
安
楽
に
住
す
る
也
。

（
鈴
木
正
三
「
驢
鞍
橋

中
」
（
続

頁
）
）

496

ｓ

工
夫
の
人
、
十
に
八
九
は
沈
病
を
と
め
て
殃
を
招
く
こ
と
あ
り
、

沈
病
と
は
眠
に
も
あ
ら
す
、
散
乱
も
な
く
、
妄
想
の
念
慮
す
べ
て

つ
き
た
る
や
う
に
し
て
、
然
か
も
慶
快
清
浄
に
し
て
、
久
坐
す
れ

ど
も
労
せ
す
、
天
地
一
た
び
平
等
の
如
く
に
し
て
、
空
に
も
あ
ら

す
、
寂
に
も
あ
ら
す
、
有
無
是
非
も
あ
ら
す
と
思
へ
り
、
工
夫
の

人
、
こ
れ
を
と
め
て
悟
道
と
思
ふ
も
の
あ
り
、
甚
だ
畏
る
べ
し
。

こ
ゝ
に
住
る
時
は
、
是
れ
よ
り
邪
路
に
お
つ
。
こ
の
趣
あ
ら
ん
時

は
、
一
切
を
放
下
し
て
、
い
よ

く
大
疑
を
起
す
べ
し
。
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（
沢
水
禅
師
「
澤
水
仮
名
法
語
」
（
続

～

頁
）
）

873

874

用
い
ら
れ
る
語
句
の
違
い
や
微
妙
な
認
識
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
ら
法
語
に
お
い
て
共
通
し
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
最
初
に
お
と
ず

れ
る
何
も
な
い
よ
う
な
状
況
（
「
心
虚
空
」
、
「
心
空
境
寂
照
々
霊
々
」
、

「
心

源
空
寂

」
、
「
我
即
虚

空

」
、
「
内
に
も

一
念
不
生

、
外
に
も
一
塵

碍
る
境
界
な
く
」
な
ど
）
、
つ
ま
り
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
の
「
虚

霊
皎
潔
な
心
持
」
を
悟
り
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る

。
「
光
明
蔵
三
昧
」

に
は
「
虚
々
霊
々
と
し
て
」
（
ｉ
）
、
「
遠
羅
天
釜
続
集
」
に
は
「
分
外

に
皎
潔
な
り
」
（
ｎ
）
と
あ
り
、
同
じ
状
態
が
「
虚
々
霊
々
」
「
皎
潔
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
態
を
「
自
己
本

分

の

田

地
な

ら
ん

と
邪

解
し

て

」
（

ｉ

）
、

つ

ま

り

悟

り

と

捉

え

る

べ

き
で
な
い
こ
と
、
ま
た
「
恐
怖
を
生
せ
ず
、
了
智
を
添
へ
す
、
一
気
に

進

ん

て

退

か

さ

る

と

き

ん

は

」
（

ｎ

）
、

さ
ら

に

突

き

抜

け

る

こ

と

が

説

か

れ

て

い

る

。
『

行

人
』

の

「
絶

対
」

の
認

識

、
「

凡

て
の

対

象
と

い
ふ
も
の
が
悉
く
な
く
な
つ
て
、
唯
自
分
丈
が
存
在
す
る
の
だ
」
、
「
さ

う
し
て
其
時
の
自
分
は
有
と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
だ
」
と

い
う
の
は
、
例
え
ば
「
抜
隊
仮
名
法
語
」
の
「
茫
々
と
し
た
る
相
も
尽

き
は
て
ヽ
、
晴
れ
た
る
空
に
一
片
の
雲
な
き
か
如
し
。
此
の
中
に
は
我

と
云
ふ
べ
き
も
の
な
し
。
聞
く
底
の
主
も
見
え
ず
、
此
の
心
十
方
の
虚

空
と
等
し
く
し
て
、
し
か
も
虚
空
と
名
く
べ
き
処
も
な
し

」
（
ｊ
）
と

す
る
あ
り
方
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

(
)

。
「
抜
隊
仮
名
法
語
」

28

で
は
そ
の
上
で
、
「
此
の
時
又
大
に
疑
ふ
べ
し
」
（
ｊ
）
と
語
ら
れ
る
。

一
郎
の
認
識
は
こ
の
よ
う
な
考
え
が
下
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
、
禅
僧
の
悟
り
の

体
験
の
共
通
性
が
想
定
さ
れ
る
一
方
で
、
書
物
を
遡
る
こ
と
で
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
禅
宗
に
お
い
て
「
宗
門
第
一
の
書
」
と
さ
れ
る
『
碧

巌
録
』
を
見
て
み
た
い
。
ち
な
み
に
漱
石
旧
蔵
書
に
は
い
く
つ
か
の
種

の
『
碧
巌
録
』
（
『
碧
巌
集
』
）
が
あ
り
、
ま
た
『
天
桂
禅
師
提
唱

碧

巌
録
講
義
』

(
)

（
以
下
『
碧
巌
録
講
義

』
）
な
ど
関
係
書
物
も
所
蔵
さ

29

れ
て
お
り
、
関
心
が
高
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

胸
中
若
有
一
物
。
山
河
大
地
樅
然
現
前
。
胸
中
若
無
一
物
。
外
則

了
無
糸
毫
。
（
中
略
）
忽
若
打
破
陰
界
。
身
心
一
如
。
身
外
無
余
。

猶
未
得
一
半
在
。

（
「
第
六
十

則

雲

門
拄

杖
化

為
龍

」
、
「
本
則
」

の
「

評
唱

」
）

［
書
き
下
し
］

胸
中
若
し
一
物
有
ら
ば
、
山
河
大
地
樅
然
と
し
て
現
前
せ
ん
。
胸

中
若
し
一
物
無
く
ん
ば
、
外
則
ち
了
に
糸
毫
無
し

。
（
中
略
）
忽

ち
若
し
陰
界
を
打
破
し
て
、
身
心
一
如
、
身
外
無
余
な
る
も
、
猶

ほ
未
だ
一
半
を
得
ざ
る
こ
と
在
り
。

(
)30

『
碧
巌
録
』
の
言
葉
は
、
極
め
て
難
解
で
あ
り
意
味
を
取
る
こ
と
が

難
し
い
。
だ
が
、
こ
の
部
分
は
、
「
胸
中
」
に
「
一
物
」
が
あ
れ
ば
「
山

河

大

地

」
、

つ
ま

り

外

界

の

対

象

物

が

現

れ

、
「

胸

中

」

に

な

に

も

な

け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
対
象
物
が
消
え
去
る
と
さ
れ
た
上
で
、
傍
線
部

に
お
い
て
「
陰
界
」
（
身
心
及
び
一
切
の
現
象
世
界
）
を
打
破
し
、
「
身
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心
一
如
。
身
外
無
余
」
（
身
と
心
が
一
如
で
あ
る
時
、
身
の
そ
と
に
余

計
な
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
）
と
な
り
外
界
の
対
象
物
が
消
え
去
っ
た

状
態
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
一
半
」
も
い
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
、

『
碧
巌
録
講
義
』
で
も
「
身
心
一
如
ー
ー
、
ト
云
ヘ
バ
、
コ
ネ
合
ハ
ス

ル
様
ニ
思
フ
ガ
、
走
デ
無
イ
、
只
如
身
如
心
ト
也
、
爰
ニ
至
ル
ス
ラ
半

提

ヂ

ヤ

、

況

ヤ

即

色

明

心

等

ヲ

ヤ

、
」

と
解

説

さ
れ

て
お

り

、
「

如
身

如
心
」
と
い
う
状
態
が
あ
く
ま
で
も
「
半
提

」
（
半
分
だ
け
の
表
白
）

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
半
提
」
と
い
う
言
葉
は

、
『
碧
巌
録
』
の
次
の
箇
所
に
も
見

ら
れ
る
。

不
見
雲
門
道
。
直
得
山
河
大
地
。
無
繊
毫
過
患
。
猶
為
転
句
。
不

見
一
切
色
始
是
半
提
。
更
須
知
有
全
提
時
節
向
上
一
竅
。
始
解
穏

坐
。
若
透
得
。
依
旧
山
是
山
水
是
水
。
各
住
自
位
。
各
当
本
体
。

如
大
拍
盲
人
相
似
。

（
「
第
三
十
六
則

長
沙
逐
落
花
回
」
、
「
頌
」
の
「
評
唱
」
）

［
書
き
下
し
］

見
ず
や
雲
門
道
く

、
「
直
に
山
河
大
地
、
繊
毫
の
過
患
無
き
を
得

る
も
猶
ほ
転
句
と
為
す
。
一
切
の
色
を
見
ざ
る
も
、
始
め
て
是
れ

半
提
。
更
に
須
ら
く
全
提
の
時
節
、
向
上
の
一
竅
有
る
こ
と
を
知

つ
て
、
始
め
て
穏
坐
を
解
す
べ
し
」
と
。
若
し
透
得
せ
ば
、
旧
に

依
つ
て
山
は
是
れ
山
、
水
は
是
れ
水
。
各
自
位
に
住
し
、
各
本
体

に
当
つ
て
、
大
拍
盲
の
人
に
如
く
に
相
似
ん
。

傍
線
部
の
訳
は

、
「
一
切
の
対
象
物
が
見
え
な
く
な
っ
て
、
や
っ
と

半
分
を
現
わ
す
。
全
部
が
現
れ
る
時
も
う
一
つ
の
上
の
竅
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
、
は
じ
め
て
く
つ
ろ
い
で
坐
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と

な

る

。
「

雲
門

道

（

雲

門

道

く

）
」

と
雲

門

の

言

葉

と

し

て

紹

介

さ

れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
同
様
に
「
不
見
一
切
色
（
一
切
の
色
を
見
ざ
る
）
」

と
い
う
状
態
が
「
半
提
」
と
さ
れ
て
い
る

(
)

。
そ
し
て
、
そ
の
状
態
を

31

突
き
抜
け
る
こ
と
で

、
「
依
旧
山
是
山
水
是
水
（
旧
に
依
つ
て
山
は
是

れ

山

、

水
は

是

れ

水

）
」
、

山
は

山

の

ま

ま

、

川

は

川

の

ま

ま

で

あ

り

な
が
ら

、
「
各
住
自
位
。
各
当
本
体
（
各
自
位
に
住
し
、
各
本
体
に
当

つ

て

）
」
、

そ

れ

ぞ

れ

が

本

来

の

場

所

に

収

ま

り

、

本

体

と

合

致

す

る

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
禅
門
法
語
集
』
に
お
い
て
、
多
く
の
禅
僧
に
よ
っ
て

繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
き
た
、
「
虚
霊
皎
潔
な
心
持
」
の
よ
う
な
状
態

を
突
き
抜
け
る
こ
と
で
悟
り
が
開
か
れ
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
『
碧
巌

録
』
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
禅
の
根
本
的
な
考
え
方
で
あ

る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
例
え
ば
、
先
に
検
討
し
た
「
第
二

夜
」
に
お
い
て
も
次
の
点
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

其
の
内
に
頭
が
変
に
な
つ
た
。
行
灯
も
蕪
村
の
画
も
、
畳
も
、

違
棚
も
有
つ
て
無
い
様
な
、
無
く
つ
て
有
る
様
に
見
え
た
。
と
云

つ
て
無
は
ち
つ
と
も
現
前
し
な
い
。
た
ゞ
好
加
減
に
坐
つ
て
ゐ
た

様
で
あ
る
。

（
『
夢
十
夜
』
「
第
二
夜
」
）
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こ
こ
で
は

、
「
行
灯
も
蕪
村
の
画
も
、
畳
も
、
違
棚
も
有
つ
て
無
い

様
な
、
無
く
つ
て
有
る
様
に
見
え
た
」
状
態
と
な
っ
た
も
の
の
、
「
無

は
ち
つ
と
も
現
前
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
悟
り
に
は
い
た
っ
て
い
な

い
と
さ
れ
る
。
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
状
態
を
突
き
抜
け
る
こ

と
で
、
悟
り
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

『

行

人

』

の

一

郎

が

語

る

認

識

、
「

凡

て

の

対

象

と

い

ふ

も

の

が

悉

く

な

く

な

つ

て

、

唯

自

分

丈

が

存

在

す

る

の

だ

」
、
「
さ

う

し

て

其

時

の
自
分
は
有
と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
だ
」
と
さ
れ
る
「
絶

対
」
の
状
態
も
ま
た
、
禅
書
に
お
い
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
悟

り
へ
と
至
る
過
程
の
途
中
、
「
半
提
」
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
先
へ
進
む
こ
と
で
、
何
か
を
契
機
に
悟
り
が
開

か
れ
る
の
で
あ
る

。
「
絶
対
」
か
ら
「
絶
対
即
相
対
」
と
し
て
語
ら
れ

る
一
郎
の
認
識
は
、
こ
の
よ
う
な
禅
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
と
言
え
る
。

四

禅
と
言
葉

漱
石
の
禅
認
識
は
書
物
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
禅
の
認
識
と
密
接

な
関
係
に
あ
る
。
禅
の
悟
り
に
お
い
て
は
、
禅
書
に
よ
っ
て
語
句
や
微

妙
な
認
識
の
違
い
が
あ
れ

、
「
無
念
無
想
」
の
よ
う
な
状
態
を
突
き
抜

け
る
こ
と
で
悟
り
が
開
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
認

識
は
『
碧
巌
録
』
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、

こ
の
よ
う
な
禅
の
認
識
、
悟
り
の
前
半
部
分
と
も
言
え
る
「
無
念
無
想
」

の

よ

う

な

状

態

は

ど

の

よ

う

な

意

義

の

も

と

捉

え

る

こ

と

が

で

き

る

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
禅
書
と
の
さ
ら
な
る
比
較
や
、
明
治
、

大
正
期
に
お
け
る
禅
理
解
の
様
相
な
ど
を
も
と
に
、
慎
重
な
考
察
を
要

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
章
で
は
最
後
に
『
行
人
』
を
中
心
に
し

て
一
定
の
方
向
性
を
提
示
し
た
い
。

『
行
人
』
の
一
郎
に
つ
い
て
藤
沢
る
り
氏
は
「
一
郎
は
彼
の
問
題
の

対
極
を
非
言
語
的
交
流
に
求
め
る
。
相
手
へ
の
暴
力
、
雨
中
で
叫
び
声

を
あ
げ
る
行
動
、
香
厳
の
境
地
へ
の
憧
憬
、
す
べ
て
に
言
語
が
介
在
し

な
い

」
（
「
行
人

」

(
)

）
と

指

摘
す

る

。

一

郎
の

求

め

る
境

地

が

禅
的

32

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
先
の
よ
う
な
認
識
と
言
語
、

言
葉
と
の
関
わ
り
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
禅
が
「
不

立
文
字
」
を
唱
え
る
こ
と
の
意
義
を
問
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
『
碧
巌
録
』
に
お
い
て
も
、
言
葉
の
扱
い
が
し
ば
し
ば
語
ら

れ
る
。
仏
教
学
者
で
あ
る
末
木
文
美
士
氏
は

、
『
碧
巌
録
』
な
ど
の
禅

の
言
葉
に
つ
い
て

、
「
名
前
を
付
け
、
言
葉
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

わ

れ

わ

れ

の

文

化

に

と

っ

て

非

常

に

重

要

な

こ

と

で

は

あ

る

け

れ

ど

も
、
言
葉
と
い
う
の
が
常
に
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し

ま
っ
た
と
き
に
、
逆
に
そ
れ
が
人
間
を
縛
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
そ

れ
を
一
度
、
ぜ
ん
ぶ
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
禅
の
言
葉
な
の

で
す
」
（
「
第
一
講

禅
の
根
本
問
題
」

(
)

）
と
述
べ
、
禅
の
言
葉
に
、

33

「
日
常
の
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
破
壊
し
尽
く
す
そ

の
力
」
（
「
第
二
講

禅
の
言
語
論
」

(
)

）
、
既
成
の
言
葉
の
体
系
を
破

34

壊
す
る
力
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
漱
石
が
『
禅
門
法
語
集
』
を

否
定
的
に
捉
え
て
い
た
の
は
、
禅
の
公
案
を
「
珍
分
漢
ノ
囈
語
」
と
す

る
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
き
込
み
は
、
漱
石
が
禅
の
言
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葉
を
あ
く
ま
で
も
「
日
常
的
な
意
味
の
体
系
」
に
お
い
て
理
解
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(
)

。
こ
の
よ
う
な
禅
と
言
語
の
関
わ

35

り
に
つ
い
て
、
井
筒
俊
彦
氏
の
『
意
識
と
本
質
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
う
し
て
禅
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
か
ら
「
本
質
」
を
消
去
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
意
識
対
象
を
無
化
し
、
全
存

在
世
界
を
カ
オ
ス
化
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
で
禅
は

と
ど
ま
り
は
し
な
い
。
世
界
の
カ
オ
ス
化
は
禅
の
存
在
体
験
の
前

半
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
た
ん
カ
オ
ス
化
し
き
っ
た
世
界
に
、

禅
は
ま
た
再
び
秩
序
を
戻
す
、
但
し
、
今
度
は
前
と
は
違
っ
た
、

ま
っ
た
く
新
し
い
形
で
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
も
う
一
度
返
っ
て

く
る
。
無
化
さ
れ
た
花
が
ま
た
花
と
し
て
蘇
る
。
だ
が
、
ま
た
花

、
、
、

と
し
て
と
い
っ
て
も
、
花
の
「
本
質
」
を
取
り
戻
し
て
、
と
い
う

、
、
、

意
味
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
無
「
本
質
」
的
に
、
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
新
し
く
秩
序
付
け
ら
れ
た
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
す
べ
て
の

事
物
は
互
い
に
区
別
さ
れ
つ
つ
も
、
し
か
も
「
本
質
」
的
に
固
定

さ
れ
ず
、
互
い
に
透
明
で
あ
る
。

（
「
意
識
と
本
質
Ⅵ
」

(
)

、
傍
点

原
文
）

36

こ
こ
で
井
筒
氏
が
述
べ
る
「
本
質
」
は

、
「
通
常
の
社
会
生
活
の
場

で
使
用
さ
れ
る
言
語
の
意
味
分
節
」

(
)

に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と

37

さ
れ
る
。
井
筒
氏
の
理
論
を
、
先
の
『
碧
巌
録

』
「
第
三
十
六
則

長

沙
逐
落
花
回
」
に
即
し
て
言
う
な
ら

、
「
半
提
」
と
さ
れ
て
い
た
段
階

は
、
「
す
べ
て
の
存
在
者
か
ら
「
本
質
」
を
消
去
し
、
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
す
べ
て
の
意
識
対
象
を
無
化
し
、
全
存
在
世
界
を
カ
オ
ス
化

し
て

し
ま

う

」
（=

「
不

見
一

切
色

（
一

切
の

色

を
見

ず

）
」
）
も
の

と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
に
「
無
化
さ
れ
た
花
が
ま
た
花

と

し

て

蘇

る

」
（=

「

依

旧

山

是

山

水

是

水

（

旧

に

依

つ

て

山

は

是

れ

山
、
水
は
是
れ
水
）

(
)

」
）
の
で
あ
る

(
)

。
つ
ま
り
禅
の
言
葉
、
禅
の

38

39

認
識
と
い
う
も
の
を
、
既
成
の
言
葉
に
よ
る
認
識
を
「
徹
底
的
に
破
壊

し
尽
く
」
し
、
新
た
な
認
識
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

『
行
人
』
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
、
一
郎
の
言
う
「
絶
対
」
は
、
「
意

識
対
象
を
無
化
」
し
既
成
の
言
語
認
識
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
と
な
る
。
一
郎
が
自
ら
の
憧
れ
と
し
て
語
る
香
厳
の
挿
話
に
つ
い

て

も

、

書

物

を

燃

や

し

「

一

切

を

放

下

し

尽

し

て

仕

舞

つ

た

」
（
「
塵

労
」
五
十
）
と
す
る
過
程
を
同
様
の
意
味
づ
け
の
も
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
郎
が
「
何
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
（
「
兄
」
二
十
一
）

と

し

、
「

何

う

か

し

て

己

を

信

じ

ら

れ

る

様

に

し

て

呉

れ

」
（

同

）

と

切
望
す
る
宗
教
的
境
地
と
し
て
、
他
の
宗
教
で
は
な
く
禅
が
提
示
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
禅
の
言
語
観
に
対
す
る
洞
察
が
存
在
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
章
を
改
め
、
禅
に
お
け
る
「
言
葉
」
の
あ
り
方
を
問

題
と
す
る
「
公
案
」
と
『
行
人
』
の
関
係
を
検
討
す
る
。

【
注
記
】

(
)

初
出

は

、
「
東
京
朝

日
新
聞
」

明
治
四

十
三
（
一

九
一
〇
）
年

1

三
月
一
日
～
同
年
六
月
十
二
日
。

(
)

初

出
は

、
「
東
京

朝
日
新
聞

」
明
治
四

十
（
一

九
〇
七
）
年
二

2

月
二
十
三
日
。
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(
)

『
漱

石
の

芸
術

』
岩

波
書

店
、

昭
和

十
七

（
一

九
四

二

）
年

十

3

二
月
、

頁
246

(
)

『
現

代
名

家

禅
学

評

論
』

鴻
盟

社
、

明
治

四
十

一
（

一
九

〇

4

八
）
年
五
月
、

頁
83

(
)

「
京
都
と
東
京
の
仏
教
書
出
版
社

」
（
引
野
享
輔
担
当

、
『
近
代

5

仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
法
藏
館
、
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年

四
月
）
参
照
。

(
)

加
藤
二
郎
「
漱
石
と
禅

―
「
明
暗
」
の
語
に
即
し
て

―
」

6

（
『
漱
石
と
禅
』
翰
林
書
房
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
十
月
）
、

重

松

泰

雄

「

漱

石

と

老

荘

・

禅

覚

え

書

」
（
『
漱

石

そ

の

新

た
な
る
地
平
』
お
う
ふ
う
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
五
月
）
な

ど
。

(
)

初
出
は

、
「
東
京
朝
日

新
聞
」

明
治
四
十

一
（
一
九
〇
八
）
年

7

七
月
二
十
七
日
。

(
)

『
夏
目
漱
石
論
攷
』
桜
楓
社
、
昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
五

8

月
、

～

頁

110

111

(
)

漱
石
の
参
禅
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
明
治
二
十
七
年
末
か
ら
翌

9

年
一
月
七
日
ま
で
鎌
倉
の
円
覚
寺
に
参
禅
し
「
父
母
未
生
以
前
本

来
面
目
」
の
公
案
を
授
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
談
話
「
色

気
を

去
れ
よ

」
（

小
川

煙
村
・

倉
光
空
喝

共
編
『

名
士
禅
』
柳
枝

軒
書
店
、
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
四
月
、
巻
末
に
「
文
章

の
責
は
悉
く
編
者
に
在
り
」
と
あ
る
）
で
は
、
明
治
二
十
六
年
に

や

は

り

鎌

倉

の

円

覚

寺

に

参

禅

し

、
『

夢

十

夜

』
「

第

二

夜

」

と

同
じ
「
趙
州
の
無
字
」
を
授
か
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
談
話
に
つ
い
て
は
明
治
四
十
三
年
七
月
二
十
五
日
の
日
記
に

「
一
番
最
初
に
倉
光
空
喝
来
。
う
そ
を
書
き
ま
し
た
と
云
つ
て
名

士
禅
と
か
い
ふ
も
の
を
見
せ
る
。
余
に
関
し
た
か
ら
嘘
を
か
い
て

ゐ
る

。
」
と
あ
る

。
こ
の
書

簡
を
根

拠
に
『
定

本

漱
石
全
集

第
十
二
巻
』
（
岩
波
書
店
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
九
月
）

「

注

解

（

夢

十

夜

）
」
（

清

水

孝

純

・

桶

谷

秀

昭

担

当

）

の

「

趙

州
云
く
無
と
」（

頁
）
で
は
、「
色
気
を
去
れ
よ
」
の
話
は
「
「
嘘
」

655

ら
し
い
」

と
さ
れ

て
い
る
。

た
だ

、
「
色
気
を
去

れ
よ
」
の
内
容

全
て

が
「
嘘

」
か
否
か

は
疑
問

が
残
る
。

と
い
う
の

は

、
『
名
士

禅
』
の
出
版
が
明
治
四
十
三
年
四
月
十
八
日
と
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
『
門
』
連
載
の
中
盤
頃
で
、
物
語
と
し
て
は
ま
だ
宗
助
の
参

禅
の
前
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
に
「
色
気
を
去
れ
よ
」
の
文
章

が
創
作
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、

こ

の
話
が

「
嘘
」
だ

と
し
て

も
、
な
ぜ

『
夢
十
夜

』
「
第
二
夜
」

で
「
趙
州
無
字
」
の
公
案
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
は
重
要
な
問

題
で
あ
る
。
し
か
し
、
漱
石
の
体
験
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、

本
来
他
人
が
見
る
こ
と
は
な
い
メ
モ
で
あ
る
「
超
脱
生
死
」
（
『
文

学
論
ノ
ー
ト
』
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
五
月
）

に
ま
で
「
父
母
未
省
以
前
」
を
授
け
ら
れ
た
と
書
い
て
い
る
こ
と

マ

マ

か
ら
も
、
円
覚
寺
で
授
け
ら
れ
た
公
案
は
「
父
母
未
生
以
前
本
来

面
目
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
)

『
漱
石
全
集

第
十
二
巻

小
品
』
（
岩
波
書
店
、
平
成
六
（
一

10

九
九
四
）
年
十
二
月

）
「
注
解
（
夢
十
夜

）
」
（
清
水
孝
純
・
桶
谷

秀
昭
担
当
）
の
「
其
切
な
い
も
の
が
…
…
残
酷
極
ま
る
状
態
で
あ
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つ

た

」
（

頁

）

に

よ

る

。

ま

た

、
「

注

解

」

を

担

当

し

た

清

水

652

氏

は

「

第

二

夜

知

の

栄

光

と

悲

惨

」
（
『
漱

石

『

夢

十

夜

』

探

索

―
闇
に
浮
か
ぶ
道
標
』
翰
林
書
房
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一

五
）
年
五
月
）
に
お
い
て
も
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

(
)

笹
淵
友
一
氏
は
「
し
か
し
こ
の
作
品
の
構
想
は
漱
石
の
想
像
の

11

中
で
純
粋
培
養
さ
れ
た
も
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な

い

よ

う

だ

」
（
「
第
二

夜

」
（
『
夏
目

漱
石

―
「

夢
十

夜

」

論

ほ
か

―
』
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
二
月
、

頁

）
）

と

し

て

、
「

驢

鞍

橋

」

の

「

腹

立

て

る

機

」

に

漱

石

が

49関
心
を

寄
せ
て
い

た
こ
と

を
示
す

書
き
込
み

か
ら

、
「
第
二

夜
の

構

想
に
は

「
驢
鞍

橋
」
の
影

響
が
想
像

で
き
る

」
（

同

頁
）
と

50

指
摘
し
て
い
る
。

(
)

『
禅
門
法
語
集
』
の
引
用
の
後
に
あ
る
「
正
」
「
続
」
と
頁
数
は
、

12

そ
れ
ぞ
れ
「
正
編
」
「
続
編
」
の
頁
数
を
示
す
。

(
)

「
牙

関
を

咬
定

し
」

と
同

様
の

表
現

は
『

門
』

の
義

堂

が
勧
め

13

る
『
禅

関
策
進
』

に
も
あ
る

。
ち
な

み
に
、
石

原
千
秋
「
『
夢
十

夜

』

に

お

け

る

他

者

と

他

界

」
（
『
テ

ク

ス

ト

は

ま

ち

が

わ

な

い

―
小
説
と
読
者
の
仕
事
』
筑
摩
書
房
、
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）

年
三
月
）
に
「
坐
禅
を
組
む
時
に
は
目
を
閉
じ
て
い
る
は
ず
な
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
侍
は
ま
る
で
逆
に
、
全
感
覚
を
あ
げ

て
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚

―
外
界
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
」
と

あ
る
が
、
坐
禅
の
際
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
秋
月
龍
珉
『
公
案
』
（
筑

摩
書
房
、
昭
和
六
十
二
（
一
九
八
七
）
年
十
月
）
に
よ
る
と
、
「
け

っ
し
て

眼
を
つ
ぶ

っ
て
は

な
ら
な
い

」
（

頁
）

と
あ
り
、
ま
た

40

道
元
「
普
勧
坐
禅
儀
」
に
も
「
目
は
す
べ
か
ら
く
常
に
開
く
べ
し
」

（
『
道

元

「

小

参

・

法

語

・
「
普
勧

坐

禅

儀

」
』
（
講

談

社

、

平

成

十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
六
月
）
よ
り
）
と
あ
り
、
坐
禅
の
際
に
は

視
界
を
物
理
的
に
遮
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

(
)

『
日
本
の
禅
語
録

第
十
九
巻

白
隠

』
（
講
談
社
、
昭
和
五
十

14

二
（
一
九
七
七
）
年
十
月
）
の

頁
の
訳
文
に
よ
る
。

277

(
)

栗
田
英
彦
担
当
、
『
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』

頁

15

122

(
)

平
本
正
次
編
、
光
融
館
、
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
八
月

16

(
)

村
岡
勇
編
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
五
月

17

(
)

岡
三
郎
「
漱
石
に
お
け
る
古
今
東
西
」
（
『
講
座

夏
目
漱
石

18

第
五
巻

漱
石
の
知
的
空
間
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
七
（
一
九
八

二
）
年
四
月
）
参
照
。

(
)

「
新
人
」
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
七
月

19

(
)

行
安
茂
「
綱
島
梁
川
の
見
神

―
明
治

年
代
の
思
想
動
向
と

20

30

の

関

連

に

お

い

て

―
」
（
「
岡

山

大

学

教

育

学

部

研

究

集

録

」

平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
七
月
）
参
照
。

(
)

西
田
が
禅
に
初
め
て
触
れ
た
の
は
、
北
條
時
敬
に
よ
る
も
の
と

21

考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
田
は
北
條
か
ら
「
遠
羅
天
釜
」
を
授
け
ら

れ
て
い
る
（
西
田
幾
多
郎
「
北
條
先
生
に
始
め
て
教
を
受
け
た
頃
」

（
『
西
田
幾

多
郎
全

集

第
十

二
巻
』

岩
波
書
店

、
昭
和
二
十
五

（
一
九
五
〇
）
年
十
二
月
）
参
照
）
。

(
)

『
漱
石
『
夢
十
夜
』
探
索

―
闇
に
浮
か
ぶ
道
標
』

頁

22

21

(
)

初

出
は

、
「
東
京

朝
日
新
聞

」
大
正
元

（
一
九

一
二
）
年
十
二

23

月
六
日
～
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
十
一
月
十
五
日
、
中
断
期
間
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有
り
。

(
)

『
禅

門
法

語
集

』
の

「
続

編
」

は
、

頁
ま

で

は
通

し
の

頁
数

24

100

が

書
か
れ

て
い
な
い

。
こ
の

頁
数
は

、
「

永
平
仮
名
法
語
」
の
も

の
で
あ
る
。

(
)

「
塵
労
」
と
い
う
章
題
に
つ
い
て
、
『
漱
石
全
集

第
五
巻
』
（
昭

25

和
四
十
一
年
版
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
四

月

）

の

「

行

人

注

釈

」
（

古

川

久

編

）

に

は

、
「

塵

労

心

を

汚
し
疲
ら
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
煩
悩
を
言
う
仏
語
。
『
碧
巌
録
』

夾
山
無
碍
禅
師
降
魔
表
に
「
塵
労
日
に
翳
し
欲
火
天
に
亙
り
、
法

城
を
飄

蕩
し
聖
境

を
焚
焼

す
」
と

あ
る

。
」
と
あ
り
、
ま
た
近
年

で
は
野
網
摩
利
子
氏
が
「
塵
労
」
と
い
う
章
題
が
こ
の
『
碧
巌
録
』

「
夾
山
無
碍
禅
師
降
魔
表
」
か
ら
付
け
ら
れ
た
と
し
て
い
る
（
「
行

人

の

遂

、

未

遂

」
（
『
文

学

』

平

成

二

十

五

（

二

〇

一

三

）

年

十

一

月

）
）
。

し

か

し

、

本

文

で

も

述

べ

た

よ

う

に

「

塵

労

」

と

い

う
言
葉
は
『
碧
巌
録
』
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。

(
)

『
近
代
文
学
注
釈
大
系

夏
目
漱
石

』
（
吉
田
精
一
注

）
、
有
精

26

堂
、
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
七
月
、

頁
。
ま
た
「
「
虚
霊
」

183

は
私
心
が
な
く
明
ら
か
で
分
ら
ぬ
所
の
な
い
さ
ま
。
「
皎
潔
」
は
、

白
く
清
ら
か
な
さ
ま
」
と
あ
る
。

(
)

小

宮
豊
隆

に
よ
る
と

、
「
漱
石

は
明
治

四
十
年
の
秋
の
こ
ろ
に

27

も
『
禅
門
法
語
集
』
な
ど
を
繙
き
」（
「
『
門
』
」（
『
夏
目
漱
石
（
下
）
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
二
月
、

頁
）
と
あ
り
、

77

「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
を
書
い
た
頃
の
時
期
に
読
ん
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
大
久
保
純
一
郎
氏
は
、
『
禅
門
法
語
集
』
中
の
「
光

明
蔵

三
昧
」
の

「
虚
々

霊
々
」

と

、
「
虚
子

著
『
鶏
頭
』
序
」
の

「
虚
霊
皎
潔
」
と
い
う
語
句
の
一
致
や
、
そ
の
内
容
と
漱
石
の
書

き
込
み
な
ど
を
も
と
に
、
『
禅
門
法
語
集
』
と
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』

序
」
の

「
相
互

呼
応
の

問
題
」
を

論
じ
て

い
る
（
『
漱
石
と
そ
の

思
想
』
荒
竹
出
版
、
昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
十
二
月
、

223

～

頁

）
。

た

だ

し

、
「

虚

子

著

『

鶏

頭

』

序

」

で

述

べ

ら

れ

る

244
「
魚
が
木
に
登
つ
た
り
牛
が
水
底
を
あ
る
い
た
り
」
と
い
う
記
述

は
『

禅

門

法
語

集

』

の
中

に

見

当
た

ら

ず

、
「
「
禅
坊

主
の
書
い

た
法
語
と
か
語
録
と
か
云
ふ
も
の
」
が
『
禅
門
法
語
集
』
を
指

す
も
の
か
否
か
、
ま
た

、
『
禅
門
法
語
集
』
と
と
も
に
他
に
も

ま
だ
「
法
語
」
や
「
語
録
」
が
関
連
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
と
お
り
断
定
で
き
な
い
。
参
考

と
し
て

、
「
虚
子
著
『

鶏
頭
』

序
」
の
悟

り
前
後

の
認
識
に
つ
い

て

、
『

禅
門
法
語

集
』
と
共

通
す
る
部

分
を
い

く
つ
か
挙
げ
て
お

く
。

〈
１
〉

［
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
］

着

衣

喫

飯

の

主

人
公

た

る

我
は

何

者

ぞ
と

考

へ

く
て

煎

じ
詰

め

て
く
る
と
、

［
禅
門
法
語
集
］

・
た
ゞ
寝
て
も
寤
め
て
も
、
立
居
に
つ
け
て
も
、
自
心
こ
れ
何
者
ぞ

と
深
く
う
た
が
ひ
て
、
悟
り
た
き
の
ぞ
み
の
深
き
を
、
修
行
と
も
、

工
夫
と
も
、
志
と
も
、
道
心
と
も
名
け
た
り
。

（
抜
隊
禅
師
「
抜
隊
仮
名
法
語
」
（
正

頁
）
）

99
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〈
２
〉

［
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
］

分

る

と

か
う

な

る

。
元

来

自

分
は

生

れ

た

の
で

も

な

か
つ

た
。

又
死

ぬ

も

の
で

も

な

か
つ

た

。

増
し

も

せ

ぬ
、

減

り

も
せ

ぬ

何

だ
か

訳
の

分
ら
な
い
も
の
だ
。

［
禅
門
法
語
集
］

・
生
れ
も
せ
す
死
す
る
こ
と
も
な
し
と
は
、
如
何
や
う
な
る
こ
と
ぞ

や
。

答

へ

て
云

ふ

、

ま
こ

と

に

生
れ

死

ぬ
る

こ
と

な
き

を
肝

要
と

す
る
也
。
（
中
略
）
ま
こ
と
に
生
れ
死
ぬ
る
こ
と
は
な
く
候
、
た
ゝ

生

死
の

み

な

ら
ず

、

目

に
見

え

耳

に
聞

き
、

心
に

う
か

ふ

こ
と
、

相
か
ま
へ
て

く
み
な
夢
幻
と
深
く
信
す
べ
し
。

（
夢
窓
国
師
「
二
十
三
問
答
」
（
正

頁
）
）

74

・
汝
が
一
霊
の
心
性
は
、
生
す
る
物
に
も
あ
ら
す
、
死
す
る
物
に
も

あ

ら

ず
。

非

有

非

無
、

非

空

非
色

。

苦
を

受

け
、
楽

を

受
く

る
物

に
も
あ
ら
す
、

（
抜
隊
禅
師
「
抜
隊
仮
名
法
語
」
（
正

頁
）
）

114

・
此
の
さ
と
り
を
ひ
ら
き
て
見
れ
は
、
我
が
身
は
我
が
身
な
が
ら
本

よ

り
法

身

の

躰
に

し

て

、
生

れ

た

る
に

も
あ

ら

ず
。
生

れ

ざ
る

身

な
れ
ば
、
死
す
る
と
い
ふ
事
も
な
し
。
こ
れ
を
不
生
不
滅
と
い
ひ
、

ま

た

は
無

量

壽

仏
と

い

ふ

。
生

す

る

と
見

、
死

す
る

と
見

る
。

こ

れ
を
ま
よ
ひ
の
夢
と
な
づ
く
。

（

鉄
眼
禅
師
「
鉄
眼
仮
名
法
語
」
（
正

～

頁
）
）

342

343

〈
３
〉

［
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
］

し

ば
ら

く

彼

等

の
云

ふ

事

を

事
実

と
し

て

見
る
と

、

所
謂

生
死

の
現

象

は

夢
の

様

な

も

の
で

あ

る

。
生

き
て

居
た

と
て

、
夢

で
あ

る

。

死
ん

だ

と

て

夢
で

あ

る

。
生

死

と
も

夢

で
あ
る

以

上
は

生
死

界

中
に

起

る

問
題

は

如

何
に

重

要

な

問
題
で

も

如
何

に
痛

切
な

問

題
で

も

夢

の
様

な

問

題
で

、

夢

の
様

な

問
題

以
上

に
は

登
ら

ぬ
訳

で

あ

る
。

従

つ

て
生

死

界

中
に

あ

つ

て
尤

も
意

味
の

深

い
、
尤

も

第

一
義

な

る

問
題

は

悉

く
其

光

輝

を
失

つ
て

く

る
。
殺

さ

れ
て

も

怖
く

な

く

な
る

。

金

を
貰

て

も

有
難

く

な
く

な
る

。
辱

し
め

ら
れ

て

も

恥
と

思

は

な
く

な

る

。
と

云

ふ

も
の

は
凡

て
是

等
の

現
象

界

の

奧
に

自

己

の
本

体

は

あ
つ

て

、

此
流

俗
と

浮
沈

す
る

の

は
徹
底

に

浮

沈

す

る
の

で

は

な
い

。

し

ば
ら

く
冗

談

半
分

浮
沈

し
て

居
る

の

で

あ

る

。

い

く
ら

猛

烈

に
怒

つ

て

も

、
い

く

ら

ひ
い

く
泣

い

て
も
、
怒
り
が
行
き
留
り
で
は
な
い
、
涙
が
突
き
当
り
で
は
な
い
。

奧

に

は
ち

や

ん

と

立
ち

退

き

場
が

あ

る
。

い

ざ
と
な

れ

ば
此

立
退

場
へ
い
つ
で
も
帰
ら
れ
る
。

［
禅
門
法
語
集
］

・
一
切
皆
夢
幻
な
り
と
観
し
て
、
な
げ
き
の
厭
ふ
べ
き
な
く
、
喜
ひ

の

求
む

べ

き

な
し

と

知

り
ぬ

れ

ば

、
目

に
そ

ひ

て
心
お

だ

や
か

に

な
り
、
情
識
と
ら
け
ば
、
病
気
も
次
第
に
な
ほ
る
べ
し
。

（
抜
隊
禅
師
「
抜
隊
仮
名
法
語
」
（
正

頁
）
）

123

・
す
べ
て
み
な
な
き
も
の
な
れ
ど
も
、
夢
の
う
ち
に
は
あ
る
に
似
た

り

。

か

げ

ぼ
う

し

は
な

き

も

の
な

れ

ど

も
、

月
日

や
ま

た
は

灯
火

の

ひ

か
り

に

む

か
へ

ば

、

や
が

て

形

に
か

げ

い
で
き

て
、

形

ゆ
け

ば
、

か

げ

も
ゆ

き

、

か

た
ち

と

ヾ

ま
れ

ば
、

か

げ
と

ヾ
ま

る
、

鏡
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や

水
に

う

つ

る

か
げ

も

そ

の
ご

と

し

。
本

よ
り

き
は

め
て

な
き

も

の
に

て

、

た
し

か

に

あ

る
に

似

た

る
な

り
。

人

の
妄

想
も

そ
の

ご

と

く

、
ま

こ

と

は

す
べ

て

な

き
も

の

な

れ
ど

も
、

お
も

ひ
い

た
せ

る

そ
の

時

は

、
た

し

か

に
あ

る

に

似

た
る

な
り

。
に

く
し

と
お

も

ひ
、

か

は

ゆ
し

と

お
も

ひ

、

う

ら
め

し

き
も

、
ね

た
ま

し

き
も

、

こ

ひ

し

き

も

、

ゆ

か

し
き

も

、

み

な
こ

と

ぐ
く

妄

想

に
て

、

夢

見

る
心

に

か

は
る

事

な

し
。

我

が

本
心

の

う
ち

に
は

、
か

ゝ
る

さ

ま

ぐ
の

妄

想

の

本
よ

り

た

え
て

な

き

事
は

、

鏡

の
き

よ

き

が
ご

と
く
、
ま
た
水
の
す
め
る
に
似
た
り
。

（
鉄
眼
禅
師
「
鉄
眼
仮
名
法
語
」
（
正

～

頁
）
）

348

349

・
初
め
云
ふ
如
く
、
明
か
な
る
手
前
で
見
た
時
に
は
、
一
切
衆
生
の

輪

廻

夢
の

如

く

、
生

死

も

夢
の

生

死

、
嗔

る
人

を
見

る
に

夢
で

嗔

り
、

欲

の

人
を

見

る

に

夢
て

貪

り

、
畜

生
、

餓
鬼

、
人

天
、

仏
果

ま

て

か
夢

の

畜

生

、
夢

の

餓

鬼
、

夢

の
人

天

、
夢
の

仏

、
千

万
億

無

量
恒

河

沙

の
形

を

得

来
る

衆

生

も

、
皆
空

華

往
来

に
し

て
、

生

も
空

華

、

死
も

空

華

な
り

。

是

れ
を

慥

に
知

つ
た

る
時

は
、

日
用

一

切

く
の

上

で

空

華

を
し

り

、

夢
と

し

つ

て
取

り

も

せ
す

捨

て

も

せ
す

、

吾

に
た

か

ふ

た
る

は

、

夢
の

差
ひ

と

し
り
、

順

し
た

る

こ
と

は

、

夢
の

順

な

り
と

知

て

、
差

ふ

こ
と

を
憎

ま
す

、
順

し
た

る

を

愛
せ

す

、

憎
む

ま

い

愛
す

ま

い

と
云

ふ
用

心
も

せ
す

、
金

銀

財

宝
も

、

そ

の
如

く

捨

て
も

せ

す

欲
も

な
く

、
あ

り
の

侭

て
さ
は

く

時

に

は

、
鳥

の

虚

空
を

と

ぶ

時
、

空
の

中

に
鳥

の
足

跡
な

き
が

如
く
、
魚
の
水
に
お
よ
き
て
さ
は
り
な
き
が
如
し
。

（
正
眼
国
師
（
盤
珪
）
「
心
経
抄
」
（
続

頁
）
）

758

(
)

こ
の
一
郎
の
語
る
境
地
と
「
抜
遂
仮
名
法
語
」
の
共
通
性
に
つ

28

い
て
は
、
松
尾
直
昭
氏
の
指
摘
が
あ
る

。
（
「
「
行
人
」
に
お
け
る

自
意
識
の
矛
盾

「
行
人
」
論
（
二

）
」
（
『
夏
目
漱
石

「
自
意

識

」

の

罠

―
後

期

作

品

の

世

界

―
』

和

泉

書

院

、

平

成

二

十
（
二
〇
〇
八
）
年
二
月
）

(
)

光
融
館
、
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
六
月
～
八
月
、

29

(
)

『
碧
巌
録
』
の
漢
文
、
書
き
下
し
の
引
用
は

、
「
伝
統
的
な
解
釈

30

に
従
っ
た
定
本
」
（
末
木
文
美
士
「
『
碧
巌
録
』
を
読
む
た
め
に
」

（
入
矢
義
高
他
訳
注
『
碧
巌
録

下
』
、
岩
波
書
店
、
平
成
八
（
一

九
九
六

）
年
二
月

）
）
と
さ
れ

る
朝
比
奈

宗
源
訳

注
『
碧
巌
録
』

（
全
三
冊
、
岩
波
書
店
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
七
月
～
十

月
）
に
よ
る
。
漢
文
の
返
り
点
は
省
い
た
。
引
用
の
後
の
解
釈
や

現
代
語
訳
は
朝
比
奈
氏
の
注
と
近
年
の
禅
籍
研
究
の
成
果
を
取
り

入

れ
た
末

木
文
美
士

『
現
代

語
訳

碧

巌
録

』
（

全
三
冊
、

平
成

十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
三
月
～
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
三
月
）

や
『
禅
語
辞
典
』
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
読
み
や
す
さ
を
考

え
、
書
き
下
し
の
必
要
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
」
を
付
し
た
。

(
)

同
様
の
見
解
は
、『
碧
巌
録
』「
第
四
二
則

龐
居
士
好
雪
片
片
」

31

の
「
頌
」
の
「
評
唱
」
に
も
見
ら
れ
る
。

(
)

『
漱

石
辞

典
』

翰
林

書
房

、
平

成

二
十
九

（

二
〇

一
七

）
年

五

32

月

(
)

『

碧
巌
録

を

読
む

』
岩

波
書

店
、

平
成

十
（

一
九

九
八

）
年

七

33

月
、

頁
55

(
)

『
碧
巌
録
を
読
む
』

頁

34

100
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(
)

末

木
氏
は
禅

の
言
葉

の
理
解
に

つ
い
て

、
「
言
葉
で
言
え
な
い

35

の
で
は
な
く
て
、
言
葉
で
言
っ
て
は
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
言
っ

て
い
る
言
葉
そ
の
も
の
が
、
日
常
の
言
葉
と
ず
れ
て
い
る
。
そ
れ

を
日
常
的
な
意
味
の
体
系
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
ら
、
禅
の
言
葉

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
つ
ま
り
、
日
常
の
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
れ

を

徹

底

的

に

破

壊

し

尽

く

す

そ

の

力

が

う

し

な

わ

れ

て

ま

う

」

（
「
第

二

講

禅

の

言

語

論

」
（
『
碧

巌

録

を

読

む

』

頁

）
）

と

100

指
摘
し
て
い
る
。

(
)

『
意
識
と
本
質
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
八
月
、

36

頁
119

(
)

『
意
識
と
本
質
』

頁

37

120

(
)

同

様
の
表
現

は

、
『

碧
巌

録
』
に
散

見
さ
れ

る
。
例
え
ば
第
九

38

則

「

趙

州

四

門

」
、
「

本

則

」

の

「

評

唱

」

に

は

「

若

是

情

識

計

較
情
尽
。
方
見
得
透
。
若
見
得
透
。
依
旧
天
是
天
地
是
地
。
山
是

山
水
是

水

。
（
若
し
是

れ
情
識

計
較
の

情
尽
く
れ

ば
、
方
に
見
得

透
せ
ん
。
若
し
見
得
透
せ
ば
、
旧
に
依
つ
て
天
は
是
れ
天
、
地
は

是
れ
地
、
山
は
是
れ
山
、
水
は
是
れ
水
。
）
」
と
あ
る
。

(
)

小
川
隆
氏
は
井
筒
氏
の
こ
の
論
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

39

る
。こ

の
論
理
は
、
お
そ
ら
く
、
い
に
し
え
の
禅
僧
た
ち
が
直
観
的

に
前
提
と
し
て
い
た
存
在
の
認
識
の
構
造
を
、
的
確
か
つ
明
晰

に
論
理
化
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
確
か
に
、
こ
れ
を
踏
ま

え

る

こ

と

で

合

理

的

な

解

釈

を

与

え

う

る

問

答

は

少

な

く

な

い
。

（
「
序

論

庭

前

の

栢

樹

子

」
（
「
『
語

録
の

思

想

史
』

岩

波

書

店
、
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
二
月
、

頁
）
）

10

た
だ
し
こ
こ
で
の
小
川
氏
の
立
場
は
、
井
筒
氏
の
解
釈
が
宋
代

以
降
の
「
看
話
禅
」
に
よ
る
解
釈
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
批

判
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
明
治
期
日
本
の
禅
理
解
に
限
定
す

る
な
ら
ば
小
川
氏
は
「
大
慧
系
の
「
看
話
禅
」
が
中
国
禅
の
歴
史

的
演
変
の
最
終
段
階
に
位
置
し
、
そ
の
後
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本

の

禅

の

主

流

と

な

っ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

は

周

知

の

所

で

あ

ろ

う
。
と
く
に
日
本
で
は
江
戸
期
の
白
隠
慧
鶴
が
看
話
禅
の
階
梯
的

な
体
系
化
に
成
功
し
、
そ
の
影
響
力
は
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
」

（
「
序
論

庭
前
の
栢
樹
子
」
（
同

頁
）
）
と
述
べ
て
い
る
。

30
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第
四
章

『
行
人
』
に
お
け
る
禅

―
公
案
と
の
関
わ
り
か
ら

―

一

は
じ
め
に

漱
石
と
禅
の
関
係
を
問
う
上
で
、
『
校
補
点
註

禅
門
法
語
集
』

(
)1

（

以

下

『

禅

門

法

語

集

』
）
「
正

編

」

の

扉

の

裏

に

書

か

れ

た

漱

石

に

よ
る
書
き
込
み
は
、
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

漱
石
は
禅
に
つ
い
て
「
禅
家
の
要
ハ
大
ナ
ル
疑
ヲ
起
シ
テ
我
ハ
是
何
物

と
日
夕
刻
々
討
究
ス
ル
ニ
ア
ル
ガ
如
シ
」
と
し
、
同
様
の
問
題
が
西
洋

の
学
者
に
お
い
て
抱
か
れ
な
が
ら
、「
我
ハ
悟
ツ
タ
ト
吹
聴
シ
タ
ル
者
」

が
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
禅
を
「
妖
シ
ム
ベ
シ
」
と
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

要
ス
ル
ニ
非
常
ニ
疑
深
キ
性
質
ニ
生
レ
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
ネ
バ
悟

レ
ヌ
者
ト
ア
キ
ラ
メ
ル
ヨ
リ
致
方
ナ
シ
。
従
ツ
テ
隻
手
ノ
声
、
柏

樹
子
、
麻
三
斤
悉
ク
珍
分
漢
ノ
囈
語
ト
見
ル
ヨ
リ
外
ニ
致
シ
方
ナ

シ
。
珍
重
。

「
隻
手
ノ
声
」
、
「
柏
樹
子
」
、
「
麻
三
斤
」
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に

全
て
禅
の
公
案
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
「
悉

ク
珍
分
漢
ノ
囈
語
」
と
し
て
斥
け
て
い
る
。

禅
の
文
章
に
お
い
て
は
、
否
定
が
し
ば
し
ば
肯
定
の
意
味
合
い
を
持

つ
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
書
き
込
み
は
そ
の
ま
ま
漱
石
が
禅
に
対
し
て

否
定
的
な
見
解
を
有
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

『
禅
門
法
語
集
』
を
漱
石
が
読
ん
だ
の
は
明
治
四
十
年
か
ら
四
十
二
年

頃
に
か
け
て
と
推
測
さ
れ
る

(
)

が
、
同
様
の
禅
に
対
す
る
否
定
的
な
見

2

解
を
『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
の
「
超
脱
生
死
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
一
群
の
メ
モ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

十
年
前
円
覚
ニ
上
リ
宗
演
禅
師
ニ
謁
ス
禅
師
余
ヲ
シ
テ
父
母
未
省

マ

マ

以
前
ヲ
見
セ
シ
ム
．
次
日
入
室
見
解
ヲ
呈
シ
テ
曰
ク
物
ヲ
離
レ
テ

心
ナ
ク
心
ヲ
離
レ
テ
物
ナ
シ
他
ニ
云
フ
ベ
キ

ア
ル
ヲ
見
ズ
ト
禅

ヿ

師
冷
然
ト
シ
テ
曰
ク
ソ
ハ
理
ノ
上
ニ
於
テ
云
フ

ナ
リ
．
理
ヲ
以

ヿ

テ
推
ス
天
下
ノ
学
者
皆
カ
ク
云
ヒ
得
ン
更
ニ
茲
ノ
電
光
底
ノ
物
ヲ

拈
出
シ
来
レ
ト
爾
来
衣
食
ニ
西
東
ニ
流
転
ス
シ
カ
ク
幾
裘
葛
ヲ
閲

シ
タ
リ
ト
雖
ド
モ
未
ダ
コ
ノ
電
光
底
ノ
物
ニ
逢
着
セ
ズ
．
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（
「
超
脱
生
死
」

(
)

）

3

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
漱
石
は
明
治
二
十
七
年
末
か
ら
翌
年
一
月

に
円
覚
寺
の
宗
演
禅
師
の
も
と
に
参
禅
す
る
。
漱
石
は
宗
演
か
ら
「
父

母
未
省
以
前
ヲ
見
セ
シ
ム
」
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、

マ
マ

「
父
母
未
生
以
前
本
来
面
目
」
と
い
う
公
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

漱
石
は
「
物
ヲ
離
レ
テ
心
ナ
ク
心
ヲ
離
レ
テ
物
ナ
シ
他
ニ
云
フ
ベ
キ
ヿ

ア
ル
ヲ
見
ズ
」
と
答
え
る
も

、
「
理
ノ
上
ニ
於
テ
云
フ

ナ
リ
」
と
否

ヿ

定
さ
れ
、
「
電
光
底
ノ
物
」
を
差
し
出
す
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
を
振
り
返
り
、
漱
石
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

理
解
ニ
ア
ラ
ズ
情
解
ニ
ア
ラ
ズ
有
ニ
ア
ラ
ズ
無
ニ
ア
ラ
ズ
ト
云
ハ

バ
是
幻
象
以
外
ノ

ナ
リ
幻
象
以
外
ノ

ハ
智
ヲ
用
フ
ル
学
問
ノ

ヿ

ヿ

上
ニ
於
テ
説
ク
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
若
シ
強
テ
之
ヲ
説
ク
不
当
ノ
想
像

ニ
帰
ス
（
メ
タ
フ
イ
ジ
ク
ス
）
ノ
羽
ニ
舞
ヒ
上
リ
タ
ル

Icarus

ノ

落

チ

ズ

シ

テ

止

ム

ベ

キ

カ

．

若

シ

情

ヲ

以

テ

之

ヲ

揣

ル

．

是
hallucination

ナ
リ
幾
多
ノ
宗
教
家
、
幾
多
ノ

poets

皆
此
類
ナ

リ
我
ハ
斯
ノ
如
キ
狂
人
ト
ナ
ル
ヲ
好
マ
ズ
．
既
ニ
理
ニ
以
テ
進
ム

マ
マ

可
ラ
ズ
又
情
ヲ
以
テ
測
ル
ヲ
屑
シ
ト
セ
ザ
レ
バ
余
ハ
禅
ナ
ル
者
ノ

内
容
ハ
必
竟
余
ニ
知
リ
得
ベ
カ
ラ
ズ
断
念
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
．

（
「
超
脱
生
死
」
）

こ
こ
か
ら

、
「
不
当
ノ
想
像
」
や
「
狂
人
」
と
い
っ
た
強
い
言
葉
を

用
い
て
、
禅
を
「
理
解
」
も
「
情
解
」
も
で
き
な
い
も
の
と
し
、
「
知

リ
得
ベ
カ
ラ
ズ
断
念
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
」
と
拒
否
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え

る
。
先

の
書
き
込

み
に
お

い
て
「
隻

手
ノ
声

」
、
「
柏
樹

子

」
、
「
麻
三

斤
」
と
い
っ
た
公
案
を
「
悉
ク
珍
分
漢
ノ
囈
語
ト
見
ル
ヨ
リ
外
ニ
致
シ

方
ナ
シ
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
参
禅
、
特
に
「
父
母
未

生
以
前
本
来
面
目
」
の
公
案
に
ま
つ
わ
る
体
験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
漱
石
の
「
禅
へ
の
違
和
感
」
に
つ
い
て
、
加
藤
二
郎
氏

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

明
治
四
十
年
か
ら
大
正
五
年
迄
の
約
十
年
間
の
漱
石
を
禅
と
の
か

か
わ
り
か
ら
見
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
漱
石
に
於
け
る
禅
の
真
理
の

発
見
、
或
い
は
そ
れ
以
上
の
、
禅
の
体
得
と
体
現
の
過
程
と
で
も

言
う
べ
き
一
つ
の
飛
躍
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
方
向
性
を
托
さ
れ
て
い
た
の
が
、
大
正
二
年
の
『
行

人
』
の
長
野
一
郎
に
於
け
る
、

「
何
う
か
し
て
香
厳
に
な
り
た
い
」
（
「
塵
労
」
五
十
）

と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
加
藤
二
郎
「
漱
石
と
禅

―
「
明
暗
」
の
語
に
即
し
て

―
」

(
)

）

4

加
藤
氏
は
先
の
書
き
込
み
に
見
ら
れ
る
「
禅
へ
の
違
和
感
」
を
漱
石

が
克
服
し
、
そ
の
禅
認
識
に
「
一
つ
の
飛
躍
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定

し
た
上
で
、
『
行
人
』

(
)

に
お
け
る
一
郎
の
「
何
う
か
し
て
香
厳
に
な

5

り
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
、
そ
の
「
飛
躍
」
の
徴
候
と
し
て
挙
げ
て
い
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る
。こ

の
加
藤
氏
の
見
解
に
対
し
て
、
異
論
も
存
在
す
る

(
)

。
『
行
人
』

6

を
見
る
な
ら
、
一
郎
の
苦
悩
を
解
決
す
る
方
向
性
と
し
て
香
厳
に
代
表

さ
れ
る
禅
の
境
地
が
提
示
さ
れ
て
い
る
反
面
、
一
郎
に
そ
の
よ
う
な
悟

り
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
考
慮
す
べ
き
点
で
あ
る
だ
ろ
う
。

事
実
、
『
行
人
』
に
つ
い
て
、
禅
的
な
認
識
の
限
界
を
説
く
論
は
数
多

く
存
在
す
る

(
)

。
一
方
で
、
香
厳
に
与
え
ら
れ
た
問
が
、
漱
石
が
自
ら

7

参
禅
し
た
際
に
与
え
ら
れ
た
公
案
と
同
様
の
も
の
と
見
な
せ
る
「
父
も

母

も

生

れ
な

い

先

の

姿

に

な
つ

て

出

て

来

い

」
（
「
塵

労

」

五

十

）

で

あ
る
こ
と
か
ら
、
漱
石
の
公
案
に
ま
つ
わ
る
体
験
の
一
つ
の
帰
結
と
し

て
、
『
行
人
』
に
お
け
る
香
厳
の
話
（
一
般
に
「
香
厳
撃
竹
」
と
し
て

知
ら
れ
る
）
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
香
厳
は
漱
石
に

と
っ
て

、
「
電
光
底
ノ

物
」

に
「
逢
着

」
（
「
超
脱

生
死

」
）
し
た

人
物

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
、
そ
の
香
厳
を
い
か
に
語
る
か
と
い

う
点
は
、
加
藤
氏
の
指
摘
を
含
め
、
漱
石
と
禅
の
関
係
を
問
う
上
で
検

討
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る

。
『
行
人
』
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
禅
の

問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
漱
石
が
体
験
し
た
も
の
が
公
案
を
重
視

す
る
臨
済
禅
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
行
人
』
に
お
い
て
公
案
の

問
題
を
あ
つ
か
っ
た
「
香
厳
撃
竹
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
義
は
軽
視

す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

(
)

。
本
章
は
、
漱
石
が
公
案
を
「
珍
分
漢
ノ
囈

8

語
」
と
し
た
認
識
と
『
行
人
』
に
お
け
る
香
厳
の
悟
り
と
の
関
係
を
検

討
し
、
『
行
人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
を
中
心
と
し
た
禅
に
関
わ
る
文
脈

を
公
案
の
特
性
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

二

「
珍
分
漢
ノ
囈
語
」

ま
ず
は
、
漱
石
が
公
案
を
「
珍
分
漢
ノ
囈
語
」
と
し
た
意
味
を
検
討

す
る
。
漱
石
が
挙
げ
た
三
つ
の
公
案
は
特
に
有
名
な
も
の
で
あ
り
、
公

案
全
般
の
特
徴
を
確
認
す
る
上
で
も
有
効
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
初
に
「
隻
手
ノ
声
」
を
見
る
。
こ
れ
は
他
の
二
つ
と
違
い
、
日
本

の
江
戸
時
代
に
白
隠
が
創
案
し
た
も
の
で
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る
。此

五

六
ヶ

年
来

は

思
ひ

付
き
た

る

事
侍
り

て
、
隻

手
の
声
を

聞
届

け

玉
ひ

て
よ

と
指

南

し
侍

る
に

、
従

前
の
指

南
と
抜
群

の
相
違

あ

り

て
、

誰
々

も
格

別
に

疑
団

起
り

易
く

、
工
夫

励
み
進

み
や
す
き

事
、
雲
泥
の
隔
て
こ
れ
あ
る
様
に
覚
へ
侍
り
。

（
白
隠
「
隻
手
音
声
」

(
)

）

9

こ
の
公
案
は
、
両
手
を
た
た
く
と
音
が
す
る
、
で
は
片
手
の
音
は
ど

う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
引
用
し
た
後
に
続
く
部
分
で
は
片
手
の

音
は
「
音
も
な
く
香
も
な
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
上
天
の
声
」
や
「
無

生
音
を
き
く
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
音
な
き
音
を
聞
け
、
と
解

釈
で
き
る
。
こ
こ
で
、
公
案
が
「
疑
団
」
を
起
こ
す
た
め
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
漱
石
が
『
禅
門
法
語
集
』
の
書
き
込
み

で
「
禅
家
の
要
ハ
大
ナ
ル
疑
ヲ
起
シ
テ
」
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な

公
案
の
特
性
を
考
慮
に
い
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
続
く
部
分
で

こ
の
公
案
に
対
す
る
姿
勢
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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是
全

く
耳

を
以

て
聞

べ
き

に
べ

き
に

あ
ら

ず
、
思

量
分
別
を

交
へ

マ

マ

ず

、
見

聞
覚

知
を

離
れ

て

、
単

々
に

行
住
坐

臥
の
上
に

お
い
て

、

透
間

も

な
く

参
究

し
も

て
行

き
侍

れ
ば

、
理
つ

き
詞
究
て

、
技
も

ま
た
究

る

処
に

お
い

て
、

忽
然

と
し

て
生

死
の
業
海

を
踏
翻

し
、

無

明
の

窟
宅

を
劈

破
す

、
是

を

鳳
金

網
を
離
れ

、
鶴
籠

を
脱
す
る

底
の

時
節

と

云
ふ

。
此

時
に

当
て

い
つ
し

か
心

意
識
情
の

根
盤
を

撃
破
し
、
流
転
浮
沈
の
業
海
を
撥
転
す
。

（
白
隠
「
隻
手
音
声
」
）

こ
の
公
案
に
対
す
る
姿
勢
と
し
て
、
ま
ず
「
思
量
分
別
を
交
へ
ず
、

見
聞
覚
知
を
離
れ
」
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
に
あ
る

「
理
つ
き
詞
究
て
」
と
つ
な
が
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

公
案
の
言
葉
に
「
参
究
」
し
悟
り
を
開
く
た
め
に
は
、
「
理
」
や
「
詞
」

に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
が
自
ら
の
公

案
の
答
え
を
「
理
ノ
上
ニ
於
テ
云
フ

ナ
リ
」
（
「
超
脱
生
死
」
）
と
し

ヿ

て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
見
た
が
、
公
案
の
言
葉
は
言
葉
と
し
て
理
解
さ

れ
る
も
の
で
な
い
、
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
「
理
つ
き
詞
究

て
」
後
に
、
「
心
意
識
情
の
根
盤
を
撃
破
」
す
る
、
つ
ま
り
思
考
や
感

情
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
「
柏
樹
子
」
と
「
麻
三
斤
」
の
公
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
代
表
的
な
公
案
集
『
碧
巌
録
』
を
中
心
に
『
無
門
関
』
と
あ

わ
せ
て
考
察
す
る

(
)

。
ま
ず

、
「
柏
樹
子
」
の
公
案
は
次
の
通
り
で
あ

10

る
。

あ
る
僧
が
趙
州
に
「
「
祖
師
西
来
意
（
祖
師
が
西
か
ら
来
た
真
意
）
」

と
は
何
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
趙
州
は
庭
を
指
さ

し
「
庭
前
柏
樹
子
（
庭
さ
き
の
柏
の
樹
だ
）
」
と
答
え
た
（
『
無
門
関
』

「
第
三
十
七
則

庭
前
柏
樹
」
に
よ
る

(
)

）
。

11

「
祖
師
西
来
意
」
と
は
、
禅
の
核
心
を
聞
く
際
の
常
套
句
で
あ
る
。

『
無
門
関
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
本
則
」
と
、
無
門
が
本
則
に
対
し

て

講

説

を

施

し

た

「

評

唱

」
、

ま

た

そ

の

公

案

に

即

し

た

詩

で

あ

る

「
頌
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
頌
を
見
る
。

言
無
展
事

語
不
投
機

承
言
者
喪

滞
句
者
迷

(
)12

[

書
き
下
し]

言
、
事
を
展
ぶ
る
こ
と
無
く
、
語
、
機
に
投
ぜ
ず
。

じ

の

言
を
承
く
る
も
の
は
喪
し
、
句
に

滞

る
も
の
は
迷
う
。

う

そ
う

と
ど
こ
お

（
『
無
門
関
』
「
第
三
十
七
則

庭
前
柏
樹
」

(
)

）

13

こ
こ
で
も
や
は
り
、
こ
の
公
案
に
対
す
る
上
で
、
言
葉
に
と
ど
ま
っ

て
い
て
は
決
し
て
解
け
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ

の

「

柏

樹

子

」

の

話

は

、
『
碧

巌

録

』
「

第
四

十

五

則

趙

州

万

法
帰
一
」
に
も
見
ら
れ
る

。
「
柏
樹
子
」
を
紹
介
し
た
後
、
次
の
よ
う

に
解
説
さ
れ
て
い
る

(
)

。

14

看

他
恁

麼
。

向
極

則
転

不
得

処
転

得
。

自
然
蓋

天
蓋
地

。
若
転
不

得
。
触
途
成
滞
。
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[
書
き
下
し]

看
よ
、
他
恁
麼
に
、
極
則
転
不
得
の
処
に
向
つ
て
転
得
し
て
、
自
然

い

ん

も

ご
く
そ
く

じ

ね

ん

に
蓋
天
蓋
地
な
る
こ
と
を
。
若
し
転
不
得
な
ら
ば
、
途
に
触
れ
て
滞

と

た
い

を
成
さ
ん
。

（
『
碧
巌
録
』
「
第
四
十
五
則

趙
州
万
法
帰
一
」

(
)

）

15

『
碧
巌
録
』
は
、
雪
竇
に
よ
る
「
本
則

」
、
「
頌
」
と
、
そ
れ
を
も
と

に
し
た
圜

悟
に
よ

る
「
垂
示

」
、
「
評
唱

」
、
「
著
語
」

に
分
け
ら
れ
、

こ
れ
は
本
則
に
対
し
て
圜
悟
が
講
説
を
施
し
た
評
唱
で
あ
る
。
こ
こ
で

は

、
「

祖
師

西
来

意
」

を
問

わ

れ

、
「

庭
前

柏

樹

子

」

と

答

え

た

趙

州

の
対
応
が
「
向
極
則
転
不
得
処
転
得
（
転
換
で
き
な
い
窮
極
の
則
で
転

換
し
た
）
」
と
し
て
圜
悟
に
よ
り
評
価
さ
れ
て
い
る
。
圜
悟
は
、
そ
の

よ
う
な
対
応
は
自
然
に
天
地
を
覆
う
も
の
で
あ
り
、
逆
に
も
し
転
換
で

き
な
け
れ
ば
あ
ち
こ
ち
躓
く
こ
と
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。

こ
の
「
向
極
則
転
不
得
処
転
得
」
と
い
う
点
は
そ
の
前
の
部
分
に
関

わ
る
。

若
向

一
撃

便

行
処

会
去

。
天

下
老

和
尚
鼻

孔
一

時
穿
卻
。

不
奈
你

何
。
自

然

水
到

渠
成

。
苟

或
躊

躇
。

老
僧

在
你

腳
跟

下
。
仏

法
省

要
処
。
言
不
在
多
。
語
不
在
繁
。

[

書
き
下
し]

若
し
一
撃
に

便

ち
行
く
処
に
向
つ
て
会
し
去
ら
ば
、
天
下
の
老
和

す
な
は

ゑ

尚

の

鼻

孔

、

一

時

に

穿

卻

せ

ん

。

你

を

奈

何

と

も

せ

ず

。

自

然

び

く

う

せ
ん
き
や
く

な
ん
ぢ

い

か

ん

じ

ね

ん

に
水
到
り
渠
成
る
。
苟
し
或
は
躊
躇
せ
ば
、
老
僧

你

が
腳
跟
下
に

み
ぞ

も

ち
う
ち
よ

な
ん
ぢ

き
や
く
こ
ん
か

在

ら
ん

。
仏

法
省

要
の

処
、

言
多

き
に

在
ら
ず

。
語
繁
き

に
在
ら

せ
い
え
う

こ
と

ず
。

（
『
碧
巌
録
』
「
第
四
十
五
則

趙
州
万
法
帰
一
」
）

こ
こ
で
ま
ず
「
一
撃
便
行
」
の
と
こ
ろ
を
理
解
す
べ
き
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
。
こ
の
「
一
撃
便
行
」
は
、
朝
比
奈
宗
源
氏
の
注
に
よ
る
と
「
間

に
髪
を
容
れ
ぬ
、
趙
州
の
答
処
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
つ
い
て
は
、
漱
石

旧

蔵

書

に

も

あ

る

『

天

桂

禅

師

提

唱

碧

巌

録

講

義

』

(
)

に

、
「
駿

馬

16

ハ
一
撃
ニ
其
ノ
侭
千
里
モ
馳
ス
ル
如
ク
、
端
的
間
ニ
髪
ヲ
入
レ
ヌ
、
直

下
ニ
此
ノ
一
句
ヲ
会
取
セ
ヨ
」
と
解
説
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
的
に
こ
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
端
的
間
ニ
髪
ヲ
入
レ
ヌ
、

直
下
ニ
此
ノ
一
句
ヲ
会
取
セ
ヨ
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
の
『
碧
巌
録
』

の
引
用
の
「
仏
法
省
要
処
。
言
不
在
多
。
語
不
在
繁
（
仏
法
の
要
点
は
、

多
く
の
言
葉
に
は
な
い
も
の
だ
）
」
と
い
う
点
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
引
用
の
後
に
は
「
若
向
語
句
上
弁
。
錯
認
定
盤
星
（
も

し
語
句
に
つ
い
て
論
じ
る
な
ら
ば
目
盛
り
を
読
み
間
違
え
る
）

(
)

」
と

17

も
あ
る
。
先
の
「
向
極
則
転
不
得
処
転
得
」
と
あ
わ
せ
、
こ
こ
で
述
べ

ら
れ
る
の
は
、
言
葉
を
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く

、
「
直
下

ニ

」
「

会
取

」

す

る

よ

う

「

転

」

じ

る

こ

と

で

あ

る

と

言

え

る

。
「
間

ニ
髪
ヲ
入
レ
ヌ
」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
「
間
ニ
髪
」
と
は
、
言
葉
の
「
理
」

（
「
超
脱
生
死
」
）
に
よ
る
思
慮
分
別
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
「
麻
三
斤
」
に
つ
い
て
。
こ
の
公
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

僧

が

洞

山

に

問

う

た

、
「

如

何

是

仏

（

仏

と

は

ど

ん

な

も

の

で

す

か

）
」
。
洞
山
は
答
え
た

、
「
麻
三
斤
だ

」
（
『
無
門
関

』
「
第
十
八
則

ま

さ
ん
ぎ
ん
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洞
山
三
斤
」
に
よ
る

(
)

）
。

18

「
如
何
是
仏
」
も
ま
た
、
禅
の
核
心
を
聞
く
際
の
常
套
句
で
あ
る
。

無
門
の
頌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

突
出
麻
三
斤

言
親
意
更
親

来
説
是
非
者

便
是
是
非
人

[

書
き
下
し]

突
出
す
麻
三
斤
、
言
親
し
く
し
て
意
更
に
親
し
。

来
た
っ
て
是
非
を
説
く
者
は
、
便
ち
是
れ
是
非
の
人
。

（
『
無
門
関
』
「
第
十
八
則

洞
山
三
斤
」
）

後
の
「
来
説
是
非
者

便
是
是
非
人
」
と
い
う
二
句
は
比
較
的
理
解

し
や
す
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
思
慮
分
別
す
る
も
の
は
、
結
局

思
慮
分
別
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
言
う
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
後
半
で
言
葉
に
よ
る
思
慮
分
別
を
斥
け
て
い
る
が
、
第
二
句
で

は

、
「

言
親

意

更

親

（

言

葉

に

親

し

く

意

に

も

さ

ら

に

親

し

い

）
」

と

あ
り
、
言
葉
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ

の

点

を

、

次

は

『

碧

巌

録

』

に

見

る

。
『

碧
巌

録

』
「

第
十

二

則

洞
山
麻
三
斤
」
の
本
則
の
評
唱
を
引
く
。

言
語
只
是
載
道
之
器
。
殊
不
知
古
人
意
。
只
管
去
句
中
求
。
有
什

麼
巴
鼻
。
不
見
古
人
道
、
道
本
無
言
、
因
言
顕
道
。
見
道
即
忘
言
。

若
到
這
裏
、
還
我
第
一
機
来
始
得

。
（
中
略
）
你
但
打
畳
得
情
塵

意
想
計
較
得
失
是
非
。
一
時
浄
尽
。
自
然
会
去
。

[

書
き
下
し]

言
語
は
只
是
れ
載
道
の
器
な
り
。
殊
に
古
人
の
意
を
知
ら
ず
。
只

さ
い
だ
う

管
に
句
中
に
去
つ
て
求
め
ば
、
什
麼
の
巴
鼻
か
有
ら
ん
。
見
ず
や

な

ん

は

び

古

人

道

く

、
「

道

本

言

無

し

。

言

に

因

つ

て

道

を

顕

す

。
」

道

を

い
わ

見
れ
ば
即
ち
言
を
忘
ず
と
。
若
し
這
裏
に
到
ら
ば
、
我
に
第
一
機

こ
と

ば
う

し

や

り

を

還

し

来
つ

て

始

め

て
得

て

ん

。
（

中
略

）

你

但

情

塵

・

意
想

な
ん
ぢ

た
ゞ

じ
や
う
ぢ
ん

い

さ

う

・

計
較

・

得

失

・
是

非

を

打
畳

得

し
て

、
一

時
に

浄

尽

せ

ば
、

け

け

う

だ

で

ふ

と

く

じ
や
う
じ
ん

自
然
に
会
し
去
ら
ん
。

じ

ね

ん

ゑ

（
『
碧
巌
録
』
「
第
十
二
則

洞
山
麻
三
斤
」
）

訳
は
次
の
よ
う
に
な
る

。
「
言
葉
は
「
載
道
之
器
」
に
す
ぎ
な
い
。

特
に
古
人
の
意
図
は
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
ひ
た
す
ら
語
句
に
あ
っ

て
求
め
れ
ば
、
何
も
捉
え
所
が
な
い
だ
ろ
う
。
古
人
が
、
「
道
本
無
言
、

因
言
顕
道
」
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
道
を
悟
れ
ば
、
言
葉
を
忘

れ
る
。
も
し
こ
う
な
っ
た
ら
、
私
に
対
し
て
根
本
真
理
を
初
め
て
持
っ

て
く
る
こ
と
だ
ろ
う

。
（
中
略
）
た
だ
、
煩
悩
・
思
慮
・
分
別
・
損
得

・

是

非

を

始

末

し

て

、

い

っ

ぺ

ん

に

無

く

せ

ば

、

自

然

に

分

か

る

の

だ
」
。

こ
こ
で
も
、
言
葉
に
よ
る
理
解
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ

き
は
、
言
葉
を
「
載
道
之
器
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
さ
ら
に
古
人
の
言
葉
を
引
き
つ
つ

、
「
道
本
無
言
、
因
言
顕
道
（
道

に

は

も

と

も

と

言

葉

は

な

い

が

、

言

葉

に

よ

っ

て

明

ら

か

に

さ

れ

る

）
」
、

つ
ま

り

道

は

言

葉

で

表

現

で

き

な

い

が

、

言

葉

が

な

い

と

道

が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
言
葉
を
否
定
的



- 92 -

に
扱
う
文
脈
で
は
あ
る
が
、
言
葉
は
道
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
な
が
ら

否
定
さ
れ
る
と
い
う
両
義
的
な
も
の
な
の
で
あ
る

(
)

。
先
に
二
つ
の
公

19

案
が
言
葉
に
よ
る
理
解
を
斥
け
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、
公
案
は
そ
も

そ
も
言
葉
で
あ
り
、
言
葉
が
な
け
れ
ば
公
案
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
し
て

、
「
隻
手
ノ
声
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
公
案
は
「
疑

団
」
を
起
こ
し
て
悟
り
へ
と
入
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
言

葉
は
道
を
示
し
、
そ
こ
に
至
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
な
が
ら

、
「
見
道

即
忘
言

」
、
最
終
的
に
忘
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
言
葉
を
忘
れ
る
こ
と
は
、
「
打
畳
得
情
塵
・
意
想
・
計
較
・
得

失
・
是
非
、
一
時
浄
尽

」
、
つ
ま
り
意
識
や
思
考
を
一
切
な
く
し
て
し

ま
う
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
公
案
を
解
説
し
た
も
の
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
公
案
は
言

葉
で
あ
り
な
が
ら
決
し
て
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
通
常
の
思
考
方
法
に
よ
る
理
解

を
拒
絶
す
る
公
案
に
よ
り
「
疑
団
」
を
起
こ
し
（
白
隠
「
隻
手
音
声
」
）
、

そ
れ
を
考
え
続
け
精
神
を
集
中
す
る
こ
と
で

、
「
心
意
識
情
の
根
盤
を

撃
破
」
す
る
（
同

）
、
通
常
の
思
考
や
意
識
を
断
絶
さ
せ
る
た
め
の
も

の
な
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
公
案
は
言
葉
と
し
て
理
解

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
漱
石
の
言
を
借
り
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
理
解
」
も
「
情
解
」
も
で
き
な
い
「
珍
分
漢
ノ
囈

語
」
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く

、
「
珍
分
漢
」
で
あ
る
．
．

か
ら
こ
そ
必
要
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る

(
)

。
問
題
は
こ
の
よ
う
な

．
．
．
．

20

公
案
を
理
解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
斥
け
る
か
、
そ
こ
に
意
義
を
認
め

る
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。

三

「
香
厳
撃
竹
」

以
上
の
公
案
の
特
性
を
も
と
に

、
『
行
人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
を
検

討
す
る
。
ま
ず
該
当
す
る
部
分
を
掲
げ
る
。

坊
さ
ん
の
名
は
た
し
か
香
厳
と
か
云
ひ
ま
し
た
。
俗
に
い
ふ
一

を
問
へ
ば
十
を
答
へ
、
十
を
問
へ
ば
百
を
答
へ
る
と
い
つ
た
風
の
、

聡
明
霊
利
に
生
れ
付
い
た
人
な
の
だ
さ
う
で
す
。
所
が
其
聡
明
霊

利
が
悟
道
の
邪
魔
に
な
つ
て
、
何
時
迄
経
つ
て
も
道
に
入
れ
な
か

つ
た
と
兄
さ
ん
は
語
り
ま
し
た
。
悟
を
知
ら
な
い
私
に
も
此
意
味

は
能
く
通
じ
ま
す
。
自
分
の
智
慧
に
苦
し
み
抜
い
て
ゐ
る
兄
さ
ん

に
は
猶
更
痛
切
に
解
つ
て
ゐ
る
で
せ
う
。
兄
さ
ん
は
「
全
く
多
知

多
解
が
煩
を
な
し
た
の
だ
」
と
と
く
に
注
意
し
た
位
で
す
。

数
年
の
間
百
丈
禅
師
と
か
い
ふ
和
尚
さ
ん
に
就
い
て
参
禅
し
た

此
坊
さ
ん
は
遂
に
何
の
得
る
所
も
な
い
う
ち
に
師
に
死
な
れ
て
仕

舞
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
今
度
は
潙
山
と
い
ふ
人
の
許
に
行
き
ま

し
た
。
潙
山
は
御
前
の
や
う
な
意
解
識
想
を
振
り
舞
は
し
て
得
意

が
る
男
は
と
て
も
駄
目
だ
と
叱
り
付
け
た
さ
う
で
す
。
父
も
母
も

生
れ
な
い
先
の
姿
に
な
つ
て
出
て
来
い
と
云
つ
た
さ
う
で
す
。
坊

さ
ん
は
寮
舎
に
帰
つ
て
、
平
生
読
み
破
つ
た
書
物
上
の
知
識
を
残

ら
ず
点
検
し
た
揚
句
、
あ
ゝ

く
画
に
描
い
た
餅
は
や
は
り
腹
の

足
し
に
な
ら
な
か
つ
た
と
嘆
息
し
た
と
云
ひ
ま
す
。
そ
こ
で
今
迄

集
め
た
書
物
を
す
つ
か
り
焼
き
棄
て
ゝ
仕
舞
つ
た
の
で
す
。
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「
も
う
諦
め
た
。
是
か
ら
は
た
ゞ
粥
を
啜
つ
て
生
き
て
行
か
う
」

斯
う
云
つ
た
彼
は
、
そ
れ
以
後
禅
の
ぜ
の
字
も
考
へ
な
く
な
つ

た
の
で
す
。
善
も
投
げ
悪
も
投
げ
、
父
母
の
生
れ
な
い
先
の
姿
も

投
げ
、
一
切
を
放
下
し
尽
し
て
仕
舞
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
あ

る
閑
寂
な
所
を
選
ん
で
小
さ
な
庵
を
建
て
る
気
に
な
り
ま
し
た
。

彼
は
そ
こ
に
あ
る
草
を
芟
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
あ
る
株
を
掘
り
起

し
ま
し
た
。
地
な
ら
し
を
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に
あ
る
石
を
取
つ

て
除
け
ま
し
た
。
す
る
と
其
石
の
一
つ
が
竹
藪
に
中
つ
て
戞
然
と

鳴
り
ま
し
た
。
彼
は
此
朗
か
な
響
を
聞
い
て
、
は
つ
と
悟
つ
た
さ

う
で
す
。
さ
う
し
て
一
撃
に
所
知
を
亡
ふ
と
云
つ
て
喜
ん
だ
と
い

ひ
ま
す
。

（
「
塵
労
」
五
十
、
波
線
は
藤
本
に
よ
る
）

「
香
厳
撃
竹
」
は
禅
に
お
い
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
、
よ
く
知
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
様
々
な
文
献
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

(
)

。
た
だ

、
『
行

21

人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
の
文
章
は
、
次
の
『
五
灯
会
元
』
の
も
の
が
そ

の
大
本
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

鄧
州
香
厳
智
閑
禅
師
、
青
州
人
也
。
厭
俗
辞
親
、
観
方
慕
道
。
在

百
丈
時
性
識
聡
敏
、
参
禅
不
得
。
洎
丈
遷
化
、
遂
参
潙
山
。
山
問
、

我
聞
汝
在
百
丈
先
師
処
、
問
一
答
十
、
問
十
答
百
。
此
是
汝
聡
明

霊
利
、
意
解
識
想
。
生
死
根
本
、
父
母
未
生
時
、
試
道
一
句
看
、

師
被
一
問
、
直
得
茫
然
。
帰
寮
将
平
日
看
過
底
文
字
従
頭
要
尋
一

句
酬
対
、
竟
不
能
得
、
乃
自
嘆
曰
、
画
餅
不
可
充
飢
。
屢
乞
潙
山

説
破
、
山
曰
、
我
若
説
似
汝
、
汝
已
後
罵
我
去
。
我
説
底
是
我
底
、

終
不
幹
汝
事
。
師
遂
将
平
昔
所
看
文
字
焼
、
却
曰
、
此
生
不
学
仏

法
也
。
且
作
個
長
行
粥
飯
僧
、
免
役
心
神
。
乃
泣
辞
潙
山
、
直
過

南
陽
睹
忠
国
師
遺
跡
、
遂
憩
止
焉
。
一
日
、
芟
除
草
木
、
偶
拋
瓦

礫
、
撃
竹
作
声
。
忽
然
省
悟

。
（
中
略
）
乃
有
頌
曰
、
一
撃
忘
所

知
（
後
略
）
。

[

書
き
下
し]

鄧
州
の
香
厳
智
閑
禅
師
、
青
州
の
人
な
り
。
俗
を
厭
い
親
を
辞
し
、

方
を
観

て
道

を
慕
う
。
百
丈
の
も
と
に
在
り
し
時
、
性
識

聡
敏

に
し
て
、
参
禅
す
る
も
得
ず
。
丈
の
遷
化
す
る
に
洎
び
、
遂
に
潙

お
よ

山

に

参

す

。

山

問

う

、
「

我

汝

の

百

丈

先

師

の

処

に

在

る

に

、

一

を

問

え

ば

十

を

答

え

、

十

を

問

え

ば

百

を

答

う

る

を

聞

く

。

此
是
れ
汝
の
聡
明

霊
利
に
し
て
、
意
解

識
想
な
り
。
生
死
の
根

こ
本
、
未
だ
父
母
の
生
ぜ
ざ
る
時
、
試
み
に
一
句
を
道
い
て
看
ん
」
。

師
一
た
び
問
わ
る
る
や
、
直
ち
に
茫
然
た
る
を
得
。
寮
に
帰
り
て

平
日
看
過
せ
し
底
の
文
字
を
将
て
頭
従
り
一
句
を
要
尋
し
酬
対
す

る
も
、
竟
に
得
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
乃
ち
自
ら
嘆
じ
て
曰
く
、
「
画

餅
は
飢
を
充
た
す
べ
か
ら
ず
」
。

屢

潙
山
に
説
破
す
る
を
乞
う
、

し
ば
し
ば

山
曰
く

、
「
我
若
し
汝
に
説
似
せ
ば
、
汝
は
已
後
我
を
罵
り
去
ら

ん
。
我
が
説
く
底
は
是
れ
我
が
底
に
し
て
、
終
に
汝
の
事
に
幹
ら

か

か
わ

ず

」
。
師
遂
に
平
昔
に
看
る
所
の
文
字
を
焼
き
、
却
っ
て
曰
く
、

「

此

生
に

仏
法

を
学

ば
ざ
る

な
り
。

且

く

個
の
長

に
粥
飯

を
行

し
ば
ら

つ
ね

ず
る
僧
と
作
り
て
、
心
神
を
役
す
る
を
免
れ
ん

」
。
乃
ち
泣
い
て

潙
山
を
辞
し
、
直
ち
に
南
陽
の
睹
忠
国
師
の
遺
跡
を
過
ぎ
、
遂
に
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焉
に
憩
止
す
。
一
日
、
草
木
を
芟
除
す
、

偶

瓦
礫
を
拋
つ
、
竹

こ

こ

た
ま
た
ま

を
撃
ち
声
を
作
す
。
忽
然
と
し
て
省
悟
す

。
（
中
略
）
乃
ち
頌
有

り
て
曰
く
一
擊
に
し
て
所
知
を

忘

う
（
後
略
）
。

う
し
な

（
『
五
灯
会
元
』
「
巻
第
九
」

(
)

）

22

話
の
筋
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
か
ら
訳
は
省
く
。
波
線
部
に
つ
い
て
、

『
五
灯
会
元
』
は

、
『
景
徳
伝
灯
録
』
や
『
正
法
眼
蔵
』
に
な
い
「
問

一
答
十
、

問
十
答

百

」
、
「
聡
明

霊
利

」
、
「
意
解

識
想
」
と

い
っ
た
語

句
が
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
細
か
な
点
で
は
あ
る
が
、
竹
を
撃
っ
た
「
瓦

礫
」
を
「
拋
」
と
、
投
げ
る
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

他
に
も
、
「
父
母
未
生
時
」
と
い
う
語
句
は
、
『
景
徳
伝
灯
録
』
で
は
、

「
未
出
胞
胎
未
弁
東
西
時
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
五
灯
会
元
』
と
『
行

人
』
で
は
、
語
句
使
用
の
場
面
の
違
い
や
細
か
な
出
来
事
の
順
序
の
違

い
は
あ
る
が
、
基
本
的
な
表
現
が
か
な
り
近
い
と
言
え
る
。
特
に
『
行

人
』
と
の
関
連
で
考
え
る
な
ら
ば

、
『
五
灯
会
元
』
に
あ
る
「
問
一
答

十
、
問
十
答
百
」
、
「
聡
明
霊
利
」
、
「
意
解
識
想
」
と
い
っ
た
表
現
が
、

『
行
人
』
に
お
い
て
香
厳
が
悟
り
を
開
け
な
い
理
由
と
さ
れ
た
「
多
知

多
解
」
な
特
徴
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
五
灯
会
元
』
は
『
景
徳
伝
灯
録
』
と
並
ん
で
日
本
で
禅
僧
の
経
歴

を
知
る
際
に
利
用
さ
れ
た
資
料
で
あ
る

(
)

。
例
え
ば
同
時
代
の
仏
教
学

23

者
鈴
木
大
拙
は
、
禅
僧
を
紹
介
す
る
際
に

、
『
景
徳
伝
灯
録
』
と
と
も

に
『
五
灯
会
元
』
か
ら
多
く
引
用
し
て
い
る

(
)

。
そ
の
た
め
漱
石
が
読

24

ん
だ
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
漱
石
が
『
五
灯
会
元
』
を
読

ん
だ
と
断
定
す
る
資
料
も
今
の
所
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
口
頭
に
よ
る

説
法
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
語
句
の
共
通
性
か

ら
、
や
は
り
何
ら
か
の
典
拠
が
あ
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
可
能
性
と

し
て
、
『
五
灯
会
元
』
の
記
述
を
も
と
に
し
た
別
の
書
物
を
典
拠
に
し

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

(
)

。

25

『
行
人
』
に
お
け
る
「
香
厳
撃
竹
」
の
特
徴
を
考
え
る
た
め
に
、
『
五

灯
会
元
』
の
記
述
と
比
較
し
て
み
る

(
)

。
ま
ず
『
五
灯
会
元
』
の
傍
線

26

部
「
屢
乞
潙
山
説
破
、
山
曰
、
我
若
説
似
汝
、
汝
已
後
罵
我
去
。
我
説

底
是
我
底
、
終
不
幹
汝
事
」
の
部
分
が
『
行
人
』
に
は
な
い
。
こ
れ
は
、

「
画
餅
不
可
充
飢
」
と
書
物
に
答
え
を
探
す
こ
と
を
諦
め
た
香
厳
が
、

師
で
あ
る
潙
山
に
答
え
を
示
す
よ
う
懇
願
す
る
が
、
潙
山
は
「
私
が
説

く
こ
と
は
私
自
身
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
な
た
と
は
関
わ
り
が
な
い
こ
と

で
あ
る
」
と
し
て
突
き
放
す
場
面
で
あ
る

(
)

。

27

一
方
で

、
『
行
人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
に
は
『
五
灯
会
元
』
に
は
な

い

特

徴

が

あ

る

。

ま

ず

、
「
「
全

く

多

知

多

解

が

煩

を

な

し

た

の

だ

」

と
と
く
に
注
意
し
た
位
で
す
」
と
あ
り
、
香
厳
の
「
多
知
多
解
」
な
性

質
が
『
行
人
』
に
お
い
て
強
調
さ
れ
、
悟
り
に
入
る
上
で
妨
げ
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
香
厳

が
問
い
に
答
え
る
上
で
書
物
を
参
照
し
た
こ
と
が

、
『
五
灯
会
元
』
で

は
「
将
平
日
看
過
底
文
字
従
頭
要
尋
一
句
酬
対
」
と
、
答
え
と
す
る
「
一

句

」

を

探

す

た

め

と

さ

れ

て
い

た

の

に

対

し

、
『

行

人

』

で

は

、
「

平

生
読
み
破
つ
た
書
物
上
の
知
識
を
残
ら
ず
点
検
し
た
」
と
、
書
物
は
あ

く
ま
で
「
知
識
」
と
関
わ
る
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
注
目
す
べ
き
は

、
『
五
灯
会
元
』
に
は
な
い
「
斯

う
云
つ
た
彼
は
、
そ
れ
以
後
禅
の
ぜ
の
字
も
考
へ
な
く
な
つ
た
の
で
す
。
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善
も
投
げ
悪
も
投
げ
、
父
母
の
生
れ
な
い
先
の
姿
も
投
げ
、
一
切
を
放

下
し
尽
し
て
仕
舞
つ
た
の
で
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
香
厳
の
悟

り
に
お
い
て
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
Ｈ
さ
ん
が
、
「
香
厳

撃
竹
」
の
話
の
後
に
、
一
郎
の
思
い
を
「
一
切
の
重
荷
を
卸
し
て
楽
に

な

り

た

い

」
（
「
塵
労

」

五

十

）

と

ま

と

め

て

い

る

こ

と

か

ら

も

わ

か

る
。
書
物
を
焼
く
と
い
う
行
為
は

、
「
知
識
」
と
の
関
わ
り
を
断
つ
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
「
一
切
を
放
下
」
す
る
こ
と
の
過
程
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う

(
)

。

28

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
先
に
検
討
し
た
公
案
の
特
性
に
一
致
す
る
こ
と

が
わ
か
る
。
「
多
知
多
解
」
に
よ
り
悟
り
に
い
た
れ
な
い
香
厳
は
、
「
父

も
母
も
生
れ
な
い
先
の
姿
に
な
つ
て
出
て
来
い
」
と
い
う
言
葉
を
ぶ
つ

け
ら
れ
、
そ
れ
を
「
平
生
読
み
破
つ
た
書
物
上
の
知
識
を
残
ら
ず
点
検

し
た
揚
句
」
、
つ
ま
り
言
葉
を
「
知
識
」
に
よ
る
言
葉
で
解
そ
う
と
し

た
後
、
「
す
つ
か
り
焼
き
棄
て
ゝ
仕
舞
」
う
、
つ
ま
り
言
葉
を
捨
て
る
。

こ
の
一
連
の
行
為
は

、
『
行
人
』
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
「
一
切

を
放
下
」
し
て
何
も
考
え
な
く
な
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
、
こ
の
こ
と

に
よ
り
悟
り
へ
向
か
う
。
言
葉
を
契
機
と
し
つ
つ
、
最
終
的
に
言
葉
を

捨
て
去
る
必
要
性
を
説
く
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

「
一
切
を
放
下
」
し
考
え
る
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
意
味
で
公
案
の
特

性
と
一
致
し
て
い
る
。
竹
の
音
は
、
こ
の
よ
う
な
思
慮
分
別
を
な
く
す

「
転

」
（
『
碧
巌
録

』
「
第
四
十

五
則

趙

州
万
法

帰
一

」
）
の
最
終
過

程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
行
人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」

に
お
い
て
、
そ
の
強
調
さ
れ
て
い
る
点
は
、
公
案
の
持
つ
特
性
、
特
に

言
葉
の
「
理
」
や
そ
れ
に
よ
る
思
慮
分
別
に
対
す
る
考
え
に
み
あ
う
も

の
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
苦
悩
す
る
一
郎
に
対
し
て
、
か
つ
て
漱
石
が
「
珍
分
漢

ノ
囈
語
」
と
し
て
斥
け
た
公
案
の
特
性
に
沿
っ
た
形
で
の
救
済
が
、
そ

の
方
向
性
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
郎
は
自
ら
の
不

安

を

「

科

学

の

発

展

か

ら

来

る

」
（
「
塵
労

」

三

十

二

）

も

の

と

し

、

ま
た
「
活
き
た
恐
ろ
し
さ

」
（
同
）
と
語
る

(
)

が
、
そ
の
一
郎
に
こ
の

29

よ
う
な
禅
の
境
地
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
の
「
ア
キ
ラ

メ

ル

ヨ

リ

致

方

ナ

シ

」
（
『
禅
門

法

語

集

』

書

き

込

み

）

や

「

必

竟

余

ニ
知
リ
得
ベ
カ
ラ
ズ
断
念
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
」
（
「
超
脱
生
死
」
）
と
す
る

よ
う
な
姿
勢
と
は
、
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
加
藤
氏
が

述
べ
る
「
禅
の
真
理
の
発
見
」
と
ま
で
見
な
せ
る
か
は
断
言
で
き
な
い

が
、
一
郎
に
自
ら
の
公
案
を
め
ぐ
る
挫
折
を
投
影
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の

先

に

何

か

を

期

待

す

る

姿

勢

を

読

み

取

る

こ

と

は

可

能

で

あ

る

だ

ろ

う
。

四

一
郎
と
公
案

『
行
人
』
に
お
い
て
、
「
学
者
」
で
あ
り
、
「
見
識
家
」
で
あ
り
、
「
詩

人
ら
し
い
」
と
こ
ろ
も
あ
る
一
郎
（
「
兄
」
六
」
）
が
、
「
理
解
」
も
「
情

解

」

も

で

き

な

い

（
「
超

脱

生

死

」
）

も

の

と

は

、

言

う

ま

で

も

な

く

妻
の
直
で
あ
る
。
「
何
う
あ
つ
て
も
女
の
霊
と
い
ふ
か
魂
と
い
ふ
か
、

所

謂

ス

ピ

リ

ツ

ト

」
（
「
兄

」

二

十

）

を

つ

か

も

う

と

一

郎

は

藻

掻

く

が
、
公
案
の
中
に
は
「
倩
女
離
魂
」
と
し
て
、
愛
す
る
男
性
と
離
れ
ば

な
れ
に
さ
れ
た
女
性
が
、
魂
と
し
て
会
い
に
行
く
と
い
う
話
の
後
で
、
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「
倩
女
離
魂
の
話
が
あ
る
が
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
本
物
の
倩
女
で
あ

る
か
」
と
問
う
も
の
が
あ
る

(
)

。
一
郎
は
ま
さ
に
公
案
の
前
に
立
た
さ

30

れ
た
禅
僧
と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
直
の
「
霊
と
い
ふ
か
魂
と
い
う
か
、
所
謂
ス
ピ
リ
ツ
ト
」

を
攫
も
う
と
す
る
た
め
、
一
郎
は
様
々
な
方
法
を
試
み
る
が
、
失
敗
に

帰
す
る
こ
と
と
な
る
。
自
ら
の
「
知
」
を
頼
り
と
し
、
ま
た
そ
の
「
知
」

を
周
囲
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
一
郎
が
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
う
か
、
夫
で
な

け
れ
ば
宗
教
に
入
る
か
。
僕
の
前
途
に
は
此
三
つ
の
も
の
し
か
な
い
」

（
「
塵
労
」
三
十
九
）
と
追
い
詰
め
ら
れ
た
先
に
憧
れ
と
し
て
語
る
の

が
、
香
厳
の
境
地
な
の
だ
。

た
だ
し
、
『
行
人
』
に
お
け
る
「
知
」
の
扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
一
郎
の
苦
し
み
は
、
Ｈ
が
「
考
へ
て

く
考
へ
抜
い
た
兄
さ
ん

の

頭

」
（
「
塵
労

」

三

十

八

）

と

述

べ

る

よ

う

に

一

郎

の

「

頭

」

の

た

め
と
さ
れ
、
ま
た
「
凡
て
の
原
因
を
あ
ま
り
に
働
き
過
ぎ
る
彼
の
理
智

の
罪
に
帰
し
な
が
ら
」
（
「
塵
労
」
四
十
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
理
智
」

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
理
智
」
は
Ｈ
が
「
其
理
智

に
対
す
る
敬
意
を
失
う
こ
と
が
出
来
な
い
」
（
同
）
と
続
け
る
よ
う
に
、

周
囲
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
同
様
に
一
郎
の
「
頭
」

に
つ
い
て
も
、
Ｈ
が
「
整
つ
た
頭
に
は
敬
意
を
表
し
た
い
し
、
又
乱
れ

た
心
に
は
疑
ひ
を
起
き
た
い
の
で
す
が
、
兄
さ
ん
か
ら
見
れ
ば
、
整
つ

た

頭

、

取

り

も

直

さ

ず

乱

れ

た

心

」
（
「
塵
労

」

四

十

二

）

と

述

べ

る

よ
う
に
、
敬
意
を
示
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
「
頭
」
ゆ
え
に
「
乱
れ
た
心
」

を
抑
え
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
郎
は
「
僕
は
明
か
に

絶
対
の
境
地
を
認
め
て
ゐ
る
。
然
し
僕
の
世
界
観
が
明
ら
か
に
な
れ
ば

な

る

程

、

絶

対
は

僕
と

離
れ

て

仕
舞

ふ

」
（
「
塵

労

」

四

十

五
）

と

述

べ
る
が
、
こ
の
「
絶
対
の
境
地
」
は
、
Ｈ
が
「
私
は
此
場
合
に
も
自
分

の
頭
が
兄
さ
ん
に
及
ば
な
い
と
い
ふ
事
を
自
白
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん

」
（
「
塵
労
」

四
十
五
）

と
述
べ

る
通
り
一

郎
の
「

頭

」
、
「
理
智
」

に
よ
る
も
の
だ
。
一
郎
は
自
ら
の
「
理
智
」
に
よ
っ
て
「
絶
対
の
境
地
」

が
明
ら
か
に
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
「
理
智
」
ゆ
え
に
「
絶
対
の
境
地
」

に
た
ど
り
着
け
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
公
案
の
言
葉
が
「
疑

団
」
（
白
隠
「
隻
手
音
声
」
）
を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
道

本
無
言
、
因
言
顕
道
。
見
道
即
忘
言
」
（
『
碧
巌
録

』
「
第
十
二
則

洞

山

麻

三

斤

」
）

と
し

て

、
「

道
」

を
明

ら

か

に

し

悟

り
へ

と
至

る

た

め

に
は
、
言
葉
が
必
要
と
さ
れ
な
が
ら
言
葉
を
捨
て
去
る
必
要
性
を
説
く

こ
と
と
一
致
し
て
い
る

(
)

。
同
様
の
文
脈
は
、
「
私
は
兄
さ
ん
の
話
を

31

聞
い
て
、
始
め
て
何
も
考
へ
て
ゐ
な
い
人
の
顔
が
一
番
高
い
と
云
つ
た

兄
さ
ん
の
心
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
兄
さ
ん
が
此
判
断
に

到
着
し
た
の
は
、
全
く
考
へ
た
御
蔭
で
す
。
然
し
考
へ
た
御
蔭
で
此
境

界
に
は
這
入
れ
な
い
の
で
す
」
（
「
塵
労
」
三
十
九
）
に
も
見
ら
れ
る
。

そ

し

て

こ

の

「

理

智

」

は

、

一

郎

の

持

つ

「

高

い

標

準

」
（
「
塵

労

」

四
十
）
に
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
、
こ
の
一
郎
の
「
高
い
標
準
」
に
つ

い
て
Ｈ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

是
非
、
善
悪
、
美
醜
の
区
別
に
於
て
、
自
分
の
今
日
迄
に
養
い
上

げ
た
高
い
標
準
を
、
生
活
の
中
心
と
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
ら
れ

な
い
兄
さ
ん
は
、
さ
ら
り
と
そ
れ
を
擲
つ
て
、
幸
福
を
求
め
る
気

に
な
れ
な
い
の
で
す
。
寧
ろ
そ
れ
に
振
ら
下
が
り
な
が
ら
、
幸
福



- 97 -

を
得
や
う
と
焦
燥
る
の
で
す
。

（
「
塵
労
」
四
十
」
）

一
郎
が
「
理
智
」
を
絶
つ
こ
と
、
そ
れ
は
「
是
非
、
善
悪
、
美
醜
の

区
別
に
於
て
」
の
「
高
い
標
準
」
を
「
擲
つ
」
こ
と
な
の
だ
。
こ
れ
は
、

「
你
但
打
畳
得
情
塵
・
意
想
・
計
較
・
得
失
・
是
非
、
一
時
浄
尽
（
情

塵

・

意

想

・

計

較

・

得

失

・

是

非

を

始

末

し

て

、

い

っ

ぺ

ん

に

無

く

す
）
」
（
『
碧
巌
録
』
「
第
十
二
則

洞
山
麻
三
斤
」
）
と
い
う
点
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る

。
「
知
」
と
い
う
高
い
価
値
を
も
つ
も
の
を
、
捨
て

去
る
べ
き
も
の
と
し
て
一
挙
に
「
転
倒
」
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
一
郎

に

突

き

つ

け

ら

れ

た

課

題

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

「

頭

」
、
「

理

智
」

の
矛
盾
に
苦
し
み
な
が
ら
、
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
郎
だ
か
ら

こ
そ
、
公
案
の
特
性
の
も
と
悟
り
を
開
い
た
と
語
ら
れ
る
香
厳

(
)

に
あ

32

こ
が
れ
る
の
で
あ
る
。

五

『
行
人
』
に
お
け
る
禅
の
可
能
性

本
章
は
漱
石
の
公
案
に
対
す
る
認
識
を
起
点
に

、
「
香
厳
撃
竹
」
を

中
心
と
し
た
禅
に
関
わ
る
文
脈
を
検
討
し
た

。
『
禅
門
法
語
集
』
の
書

き
込
み
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
な
否
定
的
な
見
解
を
禅
に
対
し
て
持
っ

て
い
た
漱
石
で
あ
る
が
、
『
行
人
』
に
お
い
て
は
「
香
厳
撃
竹
」
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
公
案
の
特
性
を
把
握
し
、
一
郎
の
苦
悩
を
語
る
上
で
活

か
し
て
い
た
と
言
え
る
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
『
行
人
』
に
お
け
る

公
案
と
の
関
わ
り
を
念
頭
に
、
先
行
論
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
禅

の
限
界
と
い
う
点
を
再
考
し
て
お
こ
う
。

『
行
人
』
に
お
け
る
禅
的
認
識
の
限
界
を
指
摘
す
る
上
で
、
例
え
ば

鳥
居
邦
朗
氏
が
「
香
厳
の
放
下
と
一
郎
の
我
の
絶
対
化
と
は
、
方
向
と

し
て
明
か
に
逆
向
き
で
あ
る
」(

)

と
述
べ
る
よ
う
に
、
一
郎
の
望
む
「
我

33

の
絶
対
化
」
と
禅
の
境
地
が
「
逆
向
き
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
は
、
一
郎
が
「
神
で
も
仏
で
も
何
で
も
自
分
以
外
に
権
威

の
あ
る
も
の
を
建
立
す
る
の
が
嫌
ひ
」
（
「
塵
労
」
四
十
四
）
で
あ
り
、

「
神
は
自
己
だ
」
、
「
僕
は
絶
対
だ

」
（
同
）
と
語
る
こ
と
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
郎
の
「
絶
対
」
が
「
絶
対
即
相
対
」（
同
）

と
つ
な
げ
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
「
生
死
を
超
越

」
（
同
）
す
る
こ
と
に
ま

で
発
展
す
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
絶
対
」
に
も
禅
的
な
も

の
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
か

(
)

。
一
郎
に
よ
る
「
神
」
や
「
仏
」
と
い

34

っ
た
権
威
の
否
定
は
、
Ｈ
を
殴
る
場
面
が
象
徴
的
で
あ
る
。
Ｈ
は
一
郎

に

「

横

面

を

ぴ

し

や

り

と

」
（
「
塵

労

」

四

十

一

）

打

た

れ

る

が

、

こ

れ
は
Ｈ
が
「
神
」
（
「
自
分
以
外
の
意
志

」
）
に
自
ら
を
「
委
任
し
て
仕

舞
ふ

」
（
同
）
こ
と
を
一
郎
に
説
く
時
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
「
百
丈

野
鴨
子
」
と
い
う
禅
に
お
い
て
有
名
な
次
の
話
を
思
わ
せ
る
。

馬
大
師
は
弟
子
の
百
丈
と
旅
行
し
て
い
た
と
き
、
カ
モ
が
飛
ん
で
行

く
の
を
見
た
。
そ
こ
で
馬
大
師
が
「
な
ん
だ
」
と
問
う
た
の
で
、
百
丈

が
「
カ
モ
で
す
」
と
答
え
る
。
馬
大
師
が
「
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
」
と

問
う
と
百
丈
が
「
飛
び
去
り
ま
し
た
」
と
答
え
る
。
す
る
と
馬
大
師
が

百
丈
の
鼻
づ
ら
を
捩
っ
た
。
百
丈
は
痛
み
を
こ
ら
え
て
う
め
く
。
馬
大

師
は
「
ど
う
し
て
飛
び
去
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
（
『
碧

巌
録
』
「
第
五
十
三
則

百
丈
野
鴨
子
」
に
よ
る

(
)

）
。

35
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こ
れ
に
『
臨
済
録
』
の
次
の
一
節
を
並
べ
て
、
そ
の
指
し
示
す
と
こ

ろ
を
考
え
る
。

你
若
能
歇
得
念
念
馳
求
心
、
便
与
祖
仏
不
別
。
你
欲
得
識
祖
仏
麼
。

祇
你
面
前
聴
法
底
是
。
学
人
信
不
及
、
便
向
外
馳
求
。
設
求
得
者
、

皆
是
文
字
勝
相
、
終
不
得
他
活
祖
意
。

［
書
き
下
し]

你
、
若
し
能
く
念
念
馳
求
の
心
を
歇
得
せ
ば
、
便
ち
祖
仏
と
別
な

ち

ぐ

け
っ
と
く

ら

ず

。

你

、

祖

仏

を

識

る

こ

と

を

得

ん

と

欲

す

麼

。

祇

、

你

が

し

え

や

た
だ

面

前

聴

法

底

是

れ

な

り

。

学

人

信

不

及

に

し

て

、

便

ち

外

に

向

め
ん
ぜ
ん
ち
ょ
う
ぼ
う
て
い

し
ん
ぶ
き
ゅ
う

っ
て
馳
求
す
。
設
い
求
め
得
る
者
も
、
皆
是
れ
文
字
の
勝
相
に
し

ち

ぐ

た
と

て
、
終
に
他
の
活
祖
意
を
得
ず
。

か

っ

そ

い

（
『
臨
済
録
』
「
示
衆
」

(
)

）

36

訳
は
次
の
よ
う
に
な
る

。
「
お
前
た
ち
が
も
し
外
に
向
っ
て
求
め
ま

わ
る
心
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
の
ま
ま
祖
仏
で
あ
る
。

お
前
た
ち
は
、
祖
仏
を
知
り
た
い
と
思
う
か
。
そ
こ
で
こ
の
説
法
を
聞

い
て
い
る
そ
い
つ
が
そ
う
だ
。
た
だ
、
お
前
た
ち
は
こ
れ
を
信
じ
切
れ

な
い
た
め
に
外
に
向
っ
て
求
め
る
。
そ
れ
で
例
え
求
め
得
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
文
字
言
句
の
概
念
で
、
活
き
た
祖
師
の
意
で
は
な
い
。
」

こ
こ
で
臨
済
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
悟
り
を
外
に
向
け
て
探
す
こ
と

へ
の
批
判
で
あ
る
。
真
の
悟
り
は
自
己
に
こ
そ
あ
る
、
そ
れ
に
気
付
く

こ
と
こ
そ
が
、
と
言
う
よ
り
、
そ
れ
に
気
づ
き
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
は
す

で
に
悟
り
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、

自
己
に
こ
そ
悟
り
が
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
自
己
が
そ
の
ま
ま
仏
で

あ
る
と
い
う
考
え
に
結
び
つ
き
「
即
心
是
仏
」
と
い
う
言
葉
で
代
表
さ

れ
る
。
ま
た
「
逢
仏
殺
仏
、
逢
祖
殺
祖
（
仏
に
逢
う
て
は
仏
を
殺
し
、

祖
に
逢
う
て
は
祖
を
殺
す
）
」
（
『
臨
済
録
』
「
示
衆
」
）
と
し
て
、
自
己

以
外
の
権
威
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る

(
)

。
こ
れ
を
先
の

37

「
百
丈
野
鴨
子
」
で
見
る
と
、
馬
大
師
の
問
は
、
外
の
カ
モ
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
カ
モ
を
見
る
百
丈
自
身
に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
馬
大
師
は
百
丈
の
鼻
を
捻

り
、
痛
み
を
感
じ
る
自
己
に
気
付
か
せ
る
こ
と
で
、
百
丈
の
意
識
を
外

か
ら
自
己
へ
と
返
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

『
行
人
』
に
お
い
て
は
、
Ｈ
が
「
神
」
と
い
う
権
威
を
説
く
中
で
、

一
郎
は
打
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
外
の
権
威
を
否
定
し
、
意

識
を
自
己
へ
と
返
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
禅
的
な
思
想
を
背
景

に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
神
で
も
仏
で
も
何
で

も
自
分
以
外
に
権
威
の
あ
る
も
の
を
建
立
す
る
の
が
嫌
ひ
」
な
一
郎
の

「
絶
対
」
も
ま
た
、
禅
と
の
関
連
の
中
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

「
逆
向
き
」
で
は
な
く
、
「
香
厳
の
放
下
」
へ
と
つ
な
が
る
も
の
と
な

る
。
つ
ま
り
、
意
識
を
自
分
自
身
に
向
け
る
と
い
う
禅
の
考
え
の
中
核

が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
そ
の

ま
ま
、
漱
石
が
参
禅
の
際
に
与
え
ら
れ
た
「
父
母
未
生
以
前
本
来
面
目
」

と
い
っ
た
公
案
に
代
表
さ
れ
る

、
「
真
の
自
己
」
の
探
求
と
い
う
問
題

に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
禅
へ
と
向
か
う
一
郎
の
苦
悩
が
近
代
化
の
問

題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
解
決
の
方
向
性
と
し
て
示
さ
れ

る
禅
の
思
想
、
「
知
」
を
突
き
詰
め
た
上
で
初
め
て
見
出
さ
れ
る
「
知
」



- 99 -

の
否
定
、
そ
し
て
「
真
の
自
己
」
の
探
求
と
い
っ
た
意
義
を
、
西
洋
思

想
と
の
関
わ
り
の
中
で
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
章
に
お
い
て
、
こ

の
点
を
論
じ
る
。

【
注
記
】

(
)

山
田
孝
道
編
『
校
補
点
註

禅
門
法
語
集

』
（
「
正
編
」
）
光

1

融
館
、
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
三
月
（
第
五
版
）

(
)

小

宮

豊
隆

「
『
行
人

』
」
（
『
漱
石

の
芸

術

』
（
岩
波

書
店

、
昭

和

2

十
七

（
一
九

四
二
）
年

十
二
月

）
）
に
漱

石
が
『

禅
門
法
語
集
』

を
「
明
治
四
十
一
二
年
の
こ
ろ
熱
心
に
読
ん
で
ゐ
た
」
と
あ
る
。

(
)

「
超
脱

生
死
」
の

引
用
は

村
岡
勇

編
『
漱
石

資
料

―
文

学
論

3

ノ
ー

ト

』
（
岩
波

書
店
、
昭

和
五
十
一

（
一
九

七
六
）
年
五
月
）

に
よ
る
。

(
)

『
漱
石
と
禅
』
翰
林
書
房
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
十
月
、

4

頁
138

(
)

「

東
京

朝
日

新
聞

」
大

正
元

（
一

九
一

二
）

年

十
二
月

六

日
～

5

四
月
七
日
、
中
断
の
後
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
九
月
十
八
日

～
十
一
月
十
五
日
。

(
)

重
松
泰
雄
「
漱
石
と
老
荘
・
禅

覚
え
書

」
（
『
漱
石

そ
の
新

6

た
な
る
地
平
』
お
う
ふ
う
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
五
月
）
に

は

、
『

禅

門

法

語

集

』

の

書

き

込

み

に

つ

い

て

、
「

こ

こ

に

認

め

ら
れ
る
よ
う
な
禅
へ
の
違
和
感

―
と
く
に
超
論
理
的
な
禅
の
開

悟
に
対
す
る
違
和
感

―
を
、
け
っ
き
ょ
く
漱
石
は
生
涯
に
わ
た

っ
て
払
拭
し
切
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（

頁
）

303

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
)

例
え
ば
瀬
沼
茂
樹
「
第
二
の
三
部
作

」
（
『
夏
目
漱
石
』
東
京
大

7

学
出
版
会
、
昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年
七
）
は
『
行
人
』
に

お
け
る
「
禅
的
理
想
」
を
「
一
郎
の
自
我
の
哲
学
か
ら
か
け
は
な

れ
た
も
の
」
（

頁
）
と
捉
え
て
い
る
。

241

(
)

「
香

厳
撃

竹
」

は
『

行
人

』
論

に

お
い

て
あ

ま
り

注
目

さ
れ

て

8

こ

な

か

っ

た

。

例

え

ば

、

鳥

居

邦

朗

「

行

人

」
（
『
漱

石

作

品

論

集
成

第

十
巻

行
人

』
（
桜
楓
社
、

平
成
三
（

一
九
九
一
）
年

二
月
）
、
初
出
は
「
国
文
学
」
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
八
月
）

に
は

、
「
香
厳
の

放
下
と
一

郎
の
我
の

絶
対
化
と

は
、
方
向
と
し

て

明
か
に

逆
向
き

で
あ
る
」

と
指
摘
さ

れ

、
「

私
見
に
よ
れ
ば
、

『
行
人
』
に
お
け
る
香
厳
の
話
は
そ
れ
ほ
ど
の
積
極
的
意
味
も
持

た
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(
)

「
隻
手
音
声
」
の
引
用
は

、
『
白
隠
和
尚
全
集

第
四
巻

』
（
龍

9

吟
社
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
九
月
）
に
よ
る
。

(
)

「
麻
三
斤
」
は
、
『
無
門
関
』
、
『
碧
巌
録
』
と
も
に
本
則
と
し
て

10

掲

載

さ

れ

て

い

る

。
「

柏

樹

子

」

は

、
『

無

門

関

』

に

は

本

則

と

し
て
あ
り
、
『
碧
巌
録
』
に
は
、
評
唱
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
漱
石
は
『
碧
巌
録
』
に
関
す
る
書
籍
を
い
く
つ
か
所

蔵
し

て
お
り

、
関
心

が
高
か
っ

た
と
さ
れ

て
い
る
。

一
方

、
『
無

門

関

』

に

つ

い

て

は

、
『

夢

十

夜

』
「

第

二

夜

」

に

『

無

門

関

』

の
代
表
的
な
公
案
で
あ
る
「
趙
州
無
字
」
が
使
わ
れ
て
い
る
他
、

岩
波
書
店
最
新
版
『
漱
石
全
集
』
の
注
に
よ
る
と
そ
の
他
の
い
く

つ
か
の
作
品
に
『
無
門
関
』
に
関
わ
る
表
現
が
作
品
内
に
見
ら
れ
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る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
)

西
村
恵

信
訳
注

『
無
門
関

』
（
岩
波
書

店
、
平
成

六
（
一
九
九

11

四
）
年
六
月
）
に
よ
る
。

(
)

こ
の
頌
は
、
も
と
も
と
唐
代
の
洞
山
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

12

『
碧
巌
録
』
「
第
十
二
則

洞
山
麻
三
斤
」
の
頌
で
も
触
れ
ら
れ
、

そ
の
評
唱
で
こ
の
頌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
頌

が
「
破

人
情
見

」
、
人
の
観

念
、
思
慮

分
別
を
打

破
す
る
こ
と
と

関
連
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
先
に
考
察
し
た
「
隻
手
音
声
」
の
公
案

で
考
察
し
た
意
義
と
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

(
)

『

無
門

関
』

の
漢

文
、

書

き
下
し

の

引
用

は
、

前
出

西
村

恵
信

13

訳
注
『
無
門
関
』
に
よ
る
。

(
)

こ
こ
で
の
「
柏
樹
子
」
は
『
無
門
関
』
の
も
の
と
若
干
異
な
る
。

14

趙
州
の
「
庭
前
柏
樹
子
」
と
い
う
答
え
の
後
に
「
僧
云
。
和
尚
莫

将
境
示
人
。
州
云
。
老
僧
不
曾
将
境
示
人
。
（
僧
は
「
和
尚
、
「
境
」

で
示
さ
な
い
で
下
さ
い
」
と
言
う
と
、
趙
州
は
「
私
は
「
境
」
で

は
示
し
て
い
な
い
」
と
答
え
た
。
）
」
と
あ
る
。

(
)

『
碧
巌
録
』
の
漢
文
、
書
き
下
し
の
引
用
は
、
「
伝
統
的
な
解
釈

15

に
従
っ
た
定
本
」
（
末
木
文
美
士
「
『
碧
巌
録
』
を
読
む
た
め
に
」

（
入
矢
義
高
他
訳
注
『
碧
巌
録

下
』
、
岩
波
書
店
、
平
成
八
（
一

九
九

六
）
年

二
月

）
）
と
さ

れ
る
朝
比

奈
宗
源
訳

注
『
碧
巌
録
』

（
全
三
冊
、
岩
波
書
店
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
七
月
～
十

月
）
に
よ
る
。
漢
文
の
返
り
点
は
省
い
た
。
引
用
の
後
の
解
釈
や

現
代
語
訳
は
朝
比
奈
氏
の
注
と
近
年
の
禅
籍
研
究
の
成
果
を
取
り

入
れ
た

末
木
文
美

士
『
現

代
語
訳

碧
巌
録

』
（
全
三
冊
、
平
成

十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
三
月
～
平
成
十
五
年
三
月
）
を
参
照
し
た

も
の
で
あ
る
。
読
み
や
す
さ
を
考
え
、
書
き
下
し
の
必
要
と
思
わ

れ
る
と
こ
ろ
に
「
」
と
・
を
付
し
た
。

(
)

松
崎

覚
本

参
訂

編
輯

『

天
桂
禅

師

提
唱

碧
巌

録
講

義

』
光
融

16

館
、
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
六
月

(
)

「
錯

認
定

盤
星

」
と

い
う

言
葉

は

『
碧

巌
録

』
に

散
見

さ
れ

、

17

問
の
言
葉
に
対
し
そ
の
ま
ま
言
葉
と
し
て
理
解
し
て
答
え
る
こ
と

を
批
判
す

る
文
脈

で
用
い
ら

れ
て
い
る

。
例
え

ば

、
「
第
二
十
七

則

雲
門
体
露
金
風
」
の
本
則
の
評
唱
に
「
雲
門
為
復
是
答
他
話
。

為
復
是
与
他
酬
唱
。
若
道
答
他
話
。
錯
認
定
盤
星
。
若
道
与
他
唱

和

。
且
得

没
交
渉

。
既
不
恁

麼
。
畢
竟

作
麼
生

。
（

雲
門
は
僧
の

問

（
「

他

話

」
）

に

答

え

た

か

。

唱

和

し

た

か

。

も

し

答

え

た

と

言

う

な

ら

、
「

錯

認

定

盤

星

」
。

も

し

唱

和

し

た

と

言

う

な

ら

、

そ
れ
は
全
く
外
れ
て
い
る
（
「
没
交
渉
」
）
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、

で
は
結
局
ど
う
な
ん
だ
。
）
」
と
あ
る
。

(
)

前
出
西
村
恵
信
訳
注
『
無
門
関
』
に
よ
る
。

18

(
)

「
道
本
無
言
、
因
言
顕
道
」
と
い
う
言
葉
は

、
『
碧
巌
録

』
「
第

19

二
十
五
則

蓮
華
峯
拈
拄
杖
」
の
本
則
の
評
唱
に
も
見
ら
れ
る
。

「
況
此
事
雖
不
在
言
句
中
。
非
言
句
既
不
能
弁
。
不
見
道
。
道
本

無
言

。
因
言

顕
道

。
（
こ
の

事
（
窮
極

の
と
こ
ろ

）
は
、
言
葉
の

中
に
は
な
い
が
、
言
葉
が
な
け
れ
ば
弁
別
で
き
ず
、
道
が
現
れ
る

こ
と
も
な
い
。「
道
本
無
言
、
因
言
顕
道
」
と
言
う
で
は
な
い
か
。
）
」

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
や
は
り
言
葉
が
禅
に
お
い
て
両
義
的
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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(
)

小
川
隆
『

臨
済
録

―
禅
の
語
録
の
こ

と
ば
と
思
想

』
（
岩
波

20

書
店
、
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
十
一
月
）
に
こ
の
『
禅
門
法

語

集

正

編
』
の
漱

石
の
書

込
み
に
つ
い

て

、
「

こ
と
ご
と

く
チ

ン
プ
ン
カ
ン
の
囈
語
」
と
い
う
表
現
は
、
「
看
話
禅
に
お
け
る
「
活

句
」
の
特
質
を
裏
返
し
に
言
い
当
て
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
」
（
81

頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
小
川
氏
の
言
う
「
活
句
」
の
特
質
と

は

、
「
い
か
な

る
理
解

も
受
け
つ

け
ず
、

い
か
な

る
理
路
に

も
組

み
込
み
え

ぬ
、
い

わ
ば
絶
待

・
無
分
別

の
一
語

」
（

頁
）
と
い

52

う

も

の

で

あ

る

。

ま

た

、

同

書

に

は

「

麻

三

斤

」
、
「

柏

樹

子

」

に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、
本
稿
の
解
釈
に
お
い
て
も
参
考
に
し

て
い
る
。

(
)

こ

の
「
香
厳

撃
竹
」

に
つ
い
て

は

、
『
漱
石

文
学
全
集

第
七

21

巻

行

人

』
（
集
英
社
、

昭
和
四

十
七
（
一

九
七
二
）
年
四

月
）

の
注
で
は
『
景
徳
伝
灯
録
』
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
松
本

常
彦
「
漱
石
と
禅

―
『
行
人
』
の
場
合

―
」
（
「
語
文
研
究
」

平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
十
二
月
）
で
は
、
道
元
『
正
法
眼
蔵
』

の
「
渓
声
山
色
」
と
の
関
連
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
二
郎
「
生

死

の

超

越

」
（

前

出

『

漱

石

と

禅

』
）

で

は

「

香

厳

撃

竹

」

に

つ

い
て
論
じ
る
中
で
『
五
灯
会
元
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

と
も
に
典
拠
な
ど
の
指
摘
で
は
な
い
。
そ
の
他
に
「
香
厳
撃
竹
」

が
見
ら
れ
る
主
要
な
禅
籍
と
し
て
『
祖
堂
集

』
、
『
宋
高
僧
伝

』
、

道
元
『
永
平
広
録
』
、
『
葛
藤
集
』
等
が
あ
る
。
『
宋
高
僧
伝
』
、
『
永

平
広
録

』
、
『
葛
藤
集
』
の
記
述
は
簡
潔
で
あ
り

、
『
祖
堂
集
』
は

大
正
初

年
に
発
見

さ
れ
た

も
の
で
あ

る
。
参

考
の
た
め

、
『
景
徳

伝
灯
録
』
と
『
正
法
眼
蔵
』
の
該
当
部
分
を
掲
載
す
る
。
比
較
し

て

、
『

五

灯

会

元

』

の

表

現

が

、
『

景

徳

伝

灯

録

』

や

『

正

法

眼

蔵
』
よ
り
『
行
人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
と
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。

・
『
景
徳
伝
灯
録
』
「
巻
第
十
一
」
（
『
景
徳
伝
灯
録
（
一

）
』
、
台
湾
商

務
印
書
館
、
昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
十
月
、
句
読
点
と
「
」

を
施
し
て
い
る
）

鄧
州
香
厳
智
閑
禅
師
、
青
州
人
也
。
厭
俗
辞
親
、
観
方
慕
道
。

依
為
山
禅
会
祐
和
尚
、
知
其
法
器
、
欲
激
発
智
光
一
日
謂
之
曰

「
吾
不
問
汝
平
生
学
解
及
経
巻
冊
子
上
記
者
。
汝
未
出
胞
胎
未

弁
東

西
時
本
分

事
、
試
道

一
句
来
。
吾
要
記
汝

」
。
師
懜
然
無

対
、
沈
吟
久
之
、
進
数
語
陳
其
所
解
。
祐
皆
不
許
。
師
曰
「
却

請

和
尚
為
説

」
。
祐
曰

「
吾
説
得
是
吾
之
見
解
、
於
汝

眼
目
何

有
益
乎

」
。
師
遂
帰
堂

、
徧
検
所

集
諸
方
語
句
、
無
一
言
可
将

酬

対
、
乃

自
嘆
曰
「

画
餅
不

可
充
飢

」
。
於
是
尽
焚
之
曰
「
此

生
不

学
佛
法
也

、
且
作

個
長
行
粥
飯
僧
、
免
役

心
神

。
」
遂
泣

辞
潙
山
而
去
抵
南
陽
睹
忠
国
師
遺
跡
、
遂
憩
止
焉
。
一
日
、
因

山
中
芟
除
草
木
、
以
瓦
擊
竹
作
声
、
俄
失
笑
間
廓
然
省
悟
。
（
中

略
）
仍
一
偈
云
、
「
一
撃
忘
所
知
（
後
略
）
」

・
『
正
法
眼
蔵
』
（
増
谷
文
雄
全
訳
注
『
正
法
眼
蔵
（
一
）
』
、
講
談
社
、

平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
四
月
）

ま
た
香
厳
智
閑
禅
師
、
か
つ
て
大
潙
大
円
禅
師
の
会
に
学
道
せ

し
と
き
、
大
潙
い
は
く
、
／
「
な
ん
ぢ
聡
明
博
解
な
り
。
章
疏

の
な
か
よ
り
記
持
せ
ず
、
父
母
未
生
以
前
に
あ
た
り
て
、
わ
が

た
め
に

一
句
を

道
取
し
き

た
る
べ
し

」
。
／
香
厳
、
い

は
ん
こ
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と
を
も
と
む
る
こ
と
数
番
す
れ
ど
も
不
得
な
り
。
ふ
か
く
身
心

を
う
ら
み
、
年
来
た
く
は
ふ
る
と
こ
ろ
の
書
籍
を
披
尋
す
る
に
、

な
ほ
茫
然
な
り
。
つ
ひ
に
火
を
も
ち
て
年
来
の
あ
つ
む
る
書
を

や
き
て
い
は
く
、
／
「
画
に
か
け
る
も
ち
ひ
は
、
う
ゑ
を
ふ
さ

ぐ
に
た
ら
ず
。
わ
れ
ち
か
ふ
、
此
生
に
仏
法
を
会
せ
ん
こ
と
を

の
ぞ
ま
じ
。
た
だ
行
粥
飯
僧
と
な
ら
ん
」
／
と
い
ひ
て
、
行
粥

飯
し
て
年
月
を
ふ
る
な
り
。
行
粥
飯
僧
と
い
ふ
は
、
衆
僧
に
粥

飯
を
行
益
す
る
な
り
。
こ
の
く
に
の
陪
饌
役
送
の
ご
と
き
な
り
。

か
く
の
ご
と
く
し
て
大
潙
に
ま
う
す
、
／
「
智
閑
は
心
神
昏
昧

に
し

て
道
不
得

な
り
、
和

尚
わ
が
た
め
に
い
ふ
べ
し

」
。
／
大

潙
の
い
は
く
、
／
「
わ
れ
、
な
ん
ぢ
が
た
め
に
い
は
ん
こ
と
を

辞
せ
ず
。
お
そ
ら
く
は
、
の
ち
に
な
ん
ぢ
わ
れ
を
う
ら
み
ん
」
。

／
か
く
て
年
月
を
ふ
る
に
、
大
証
国
師
の
蹤
跡
を
た
づ
ね
て
、

武
当
山
に
い
り
て
、
国
師
の
庵
の
あ
と
に
、
く
さ
を
む
す
び
て

為
庵
す
。
竹
を
う
ゑ
て
と
も
と
し
け
り
。
あ
る
と
き
、
道
路
を

併
浄
す
る
ち
な
み
に
、
か
わ
ら
ほ
ど
ば
し
り
て
、
竹
に
あ
た
り

て
ひ
び
き
を
な
す
を
き
く
に
、
豁
然
と
し
て
大
悟
す
。
（
中
略
）

つ
ひ
に
偈
を
つ
く
り
て
い
は
く
、
／
「
一
撃
忘
所
知
（
後
略
）
」

(
)

『
五
灯
会
元
』
の
引
用
は

、
『
王
雲
五
主
編
四
庫
全
書
珍
本
七
集

22

五
灯

会
元

』
（

台
湾

商
務
印

書
館
、
発

行
年
未

詳
）
よ
り
引
用

し
た
。
漢
文
は
原
文
に
句
読
点
を
施
し
た
。
書
き
下
し
は
藤
本
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
際
、
鈴
木
大
拙
『
禅
の
研
究
』
（
丙

午
出
版
社
、
大
正
五
年
三
月
、
た
だ
し
『
鈴
木
大
拙
全
集

第
十

六
巻

』
（
岩
波
書
店

、
昭
和

四
十
四
年

四
月
）
所

収
の
も
の
に
よ

る
）
内
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
香
厳
撃
竹
」
の
話
を
参
考
に
し
た
。

(
)

鈴
木
哲
雄
「
南
宋
禅
を
ど
う
と
ら
え
る
か

」
（
『
宋
代
禅
宗
の
社

23

会

的
影
響

』
（

山
喜
房
仏
書

林
、
平
成

十
四
（

二
〇
〇
二
）
年
十

一
月
）
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
敦
煌
文
献
が
発
見
さ
れ
る
以
前
の
禅
宗
史
研
究

で
利
用
さ
れ
て
い
た
文
献
と
い
え
ば
、
宋
代
に
成
立
し
た
『
景

徳
伝
燈
録
』
と
『
五
灯
会
元
』
が
双
璧
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う

。
（
中
略
）
他
の

一
つ
の

『
会
元
』
は
、
禅
宗
の
成
立
か
ら

一
三
世
紀
ま
で
の
禅
僧
の
伝
記
と
説
法
が
網
羅
さ
れ
て
い
て
極

め
て
便
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
清
朝
考
証
学
で
使
用
さ
れ
た

禅
宗
文
献
は
『
会
元
』
で
代
表
さ
れ
る
。
日
本
の
江
戸
時
代
の

禅
者
た
ち
も
、
ま
ず
『
会
元
』
を
利
用
し
た
。
そ
の
利
用
は
近

年
の
仏
教
辞
典
や
漢
語
辞
典
類
に
ま
で
お
よ
び
、
こ
こ
数
年
に

な
っ
て
や
っ
と
二
〇
世
紀
に
発
見
さ
れ
た
『
祖
堂
集
』
が
登
場

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。]

（
「
南
宋
禅
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」
（

～

頁
）
）

134

135

(
)

『
禅
の
研
究
』
参
照
。

24

(
)

『
文
淵
閣
四
庫
全
書

電
子
版
』
の
語
句
検
索
で
「
問
一
答
十
」
、

25

「

問

十

答

百

」
、
「
聡

明

霊

利

」
、
「
意

解

識

想

」

の

語

句

を

検

索

す
る
と
『
五
灯
会
元
』
の
当
該
箇
所
し
か
ヒ
ッ
ト
し
な
い
（
た
だ

し
も

と
は

「
聡

明

」
、
「
霊
利

」
、
「
意
解

」
、
「
識
想
」
と

二
語
の

熟

語

で

あ

る

）
。

こ

の

点

は

、
『

五

灯

会

元

』

を

大

本

の

典

拠

と

考
え
る
有
力
な
根
拠
で
あ
る
。
一
方
で
前
出
鈴
木
大
拙
『
禅
の
研

究
』
に
も
「
香
厳
撃
竹
」
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
本
節
で
考
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察
す
る
『
行
人
』
に
あ
り
『
五
灯
会
元
』
に
な
い
記
述
と
ほ
ぼ
同

じ
も
の
が
あ
る
。
香
厳
が
書
物
を
燃
や
し
、
仏
法
を
学
ぶ
こ
と
を

断
念
し
た
後
に
続
く
以
下
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
は
、
何
も
か
も
放
下
し
て
一
切
関
せ
ぬ
と
云
ふ
こ
と

に
し
た
。
坐
禅
も
や
ら
な
け
れ
ば
、
道
を
思
量
す
る
と
云
ふ
こ

と
を
も
せ
ず
、
善
も
思
量
せ
ず
、
悪
も
思
量
せ
ず
、
父
母
未
だ

我
を
生
ま
ざ
る
以
前
の
こ
と
も
思
量
せ
ず
、
ま
た
即
今
底
を
も

思
量
せ
ず
、
一
切
を
放
下
し
て
ぽ
か
ん
と
し
て
を
つ
た
。

（
『
禅
の
研
究
』
（

頁
）
）

280

こ
の
点
か
ら
は
、
漱
石
が
直
接
に
『
五
灯
会
元
』
を
典
拠
と
し

た
の
で
は
な
く
、
間
に
な
に
か
別
の
書
物
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ

し
、
大
拙

は
他
の

部
分
に

お
い
て
も

、
『
五
灯
会
元
』

か
ら

引
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
接
に
『
五
灯
会
元
』
を
典
拠

に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
節
で
考
察
す
る
、
香
厳
が

師
の
潙
山
に
拒
絶
さ
れ
る
場
面
も
存
在
す
る
。
ち
な
み
に
、
大
拙

は
「
香
厳
撃
竹
」
の
話
を
「
智
解
分
別
が
こ
び
り
つ
い
て
い
る
を

る
う
ち
は
、
禅
の
妙
趣
を
咬
み
し
め
る
こ
と
は
相
称
は
ぬ
」
、
「
智

恵
だ
け
で
は
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
と
云
ふ
こ
と
の
一
証
」
と
し
て

紹
介
し
て

い
る

。
『
五
灯
会
元
』

の
版
の

違
い
に

よ
る
文
や
語
句

の
違
い
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

(
)

漱
石
が
直
接
に
『
五
灯
会
元
』
を
典
拠
と
し
た
の
で
は
な
い
可

26

能
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
本
稿
に
お
け
る
『
五
灯
会
元
』
と

『
行
人
』
の
比
較
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
典
拠
と
作
品
の
比
較
を

目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
柳
田
聖
山
『
柳

田
聖

山
集

第

六
巻

初
期
禅

宗
史
書
の

研
究

』
（
法
蔵
館
、
平

成
十
二

（
二
〇
〇

〇
）
年
一

月
）
に

あ
る

、
『
景
徳
伝
灯
録
』
や

『

五
灯
会

元
』
な
ど

の
禅
の

灯
史
の
読
み

方
に
つ

い
て

、
「
後
の

も
の
が
常
に
前
の
も
の
に
対
決
し
、
新
た
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
同
一
の
説
話
に
も
全
く
別
個
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
が

多

い

」
（

頁
）

と
い
う

指
摘
を
参
考

に
し
た
い
。
同
書
で

は
宗

19

教
的
な
説
話
を
い
か
に
語
る
か
に
「
歴
史
的
社
会
的
な
宗
教
的
本

質

」
（

頁

）
が
見

ら
れ
る

と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
け

18

る
比
較
の
作
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
を
「
対
決
」
さ
せ
る
こ
と

を
通
し

て

、
『
行
人
』

に
お
け
る

「
香
厳

撃
竹
」
の
語
り
方

の
特

徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
補
助
線
で
あ
り
、
目
的
は
そ
の

語
り
方
か
ら
「
香
厳
撃
竹
」
の
話
が
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。

(
)

こ
の

点
は

、
『

五
灯
会
元
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
が
、
本
稿
「
五

27

む
す
び
」
で
引
用
す
る
『
臨
済
録
』
の
「
即
心
是
仏
」
の
考
え

に
結
び
つ
く
可
能
性
を
内
包
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
詳
述
は

避
け
る
が
、
こ
れ
は
悟
り
を
「
外
」
に
求
め
る
姿
勢
を
批
判
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
書
物
を
焼
き
捨
て
る
行

為
は

、
「
外
」
へ
と
向

か
う
意

識
を
振

り
払
う
過

程
の
一
つ
と
し

て
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
)

『
行
人
』
に
お
け
る
「
香
厳
撃
竹
」
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
つ

28

い
て
は
、
秋
山
公
男
「
『
行
人
』
の
主
題
と
構
造

」
（
『
漱
石
文
学

論
考

―
後
期
作
品
の
方
法
と
構
造
』
桜
楓
社
、
昭
和
六
十
二
（
一

九
八
七
）
年
十
一
月
）
に
的
確
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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(
)

こ
の
よ
う
な
一
郎
の
抱
え
る
不
安
が
漱
石
の
講
演
「
現
代
日
本

29

の
開
化

」
（
明
治
四
十

四
（
一

九
一
一
）

年
十
一

月
）
と
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
越
智
治
雄
「
一
郎
と
二
郎
」（
『
漱

石
私
論
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
六
月
）
等

に
見
ら
れ
る
。

(
)

「
倩
女
離
魂
」
は
秋
月
龍
珉
『
公
案
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
十

30

二
年
十
月
）
の
中
の
「
公
案
三
十
三
則

１

仏
道
と
は
自
己
を

習
う
な
り

―
倩
女
離
魂
」
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
同
書
に
よ
る

と
こ
の
公
案
は
題
名
に
も
あ
る
と
お
り
、
自
己
の
「
真
」
に
対
す

る
問
い
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
)

前
出
松

本
常
彦
「
漱
石
と
禅

―
『

行
人
』
の
場
合

―
」

31

に
、

一
郎
の
「

考
へ
る

」
こ
と

の
両
義
性

に
つ
い
て

、
「
功
罪
半

ば
す
る
両
義
的
な
性
格
」
と
し
て
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
画
餅
」
と

の
関
連
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
)

『
碧

巌
録

』
や

『
無

門
関

』
な

ど
に

見
ら

れ
る

、
公

案

に
よ
り

32

悟
り
へ
導
く
看
和
禅
が
形
成
さ
れ
た
の
は
宋
代
で
あ
り
、
唐
代
の

禅
僧
で
あ
る
歴
史
的
な
実
在
と
し
て
の
香
厳
は
、
こ
の
よ
う
な
公

案
の
特
性
と
は
本
来
無
縁
で
あ
る
。

(
)

鳥
居
邦
朗
「
行
人

」
（
前
出
）
、
ま
た
同
様
の
見
解
は
瀬
沼
茂
樹

33

「
第
二
の
三
部
作
」
（
前
出
）
に
も
見
ら
れ
る
。

(
)

「

生
死

を

超
越
」

す
る

と

い
う
表

現

は
、

類
似

の
も

の
を

含
め

34

禅
籍
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
野
網
摩
利
子
「
行
人

の

遂

、

未

遂

」
（
「
文

学

」

平

成

二

十

五

（

二

〇

一

三

）

年

十

一

月

）

は

、
『

碧

巌

録

』
「

第

七

十

二

則

百

丈

問

雲

厳

」

と

の

関

わ
り

を
指
摘
し

て
い
る

。
し
か

し
、
同
様

の
表
現
は

、
「
第
五
十

四

則

雲

門

却

展

両

手

」

に

「

透

出

生

死

」
、
「

第

五

十

五

則

道
吾
漸
源
弔
慰
」
に
「
透
脱
生
死
」
等
見
ら
れ
、
ま
た
『
碧
巌
録
』

に

限

ら

ず

、
『

禅

門

法

語

集

』
、

道

元

『

正

法

眼

蔵

』

等

に

も

散

見
さ
れ
る
。

(
)

前
出
末
木

文
美
士
『

現
代
語
訳

碧
巌

録

』
「

第
五
十
三
則

35

百
丈
と
カ
モ
」
に
よ
る
。

(
)

『

臨
済

録
』

の
漢

文
、

書
き

下
し

の
引

用
は

朝
比

奈
宗

源

訳
注

36

『
臨

済
録

』
（
岩
波

書
店
、

昭
和
十
年

七
月
）
に

よ
る
。
現
代
語

訳
は
同
書
を
参
照
し
た
藤
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
)

こ
の
言
葉
は
、
こ
の
引
用
し
た
前
の
所
に
「
向
裏
向
外
、
逢
著

37

便
殺
（
内
に
向
か
っ
て
も
外
に
向
か
っ
て
も
、
逢
っ
た
も
の
は
皆

殺
せ

）
」
と
あ
る
よ

う
に
、

外
部
に
あ

る
権
威
と

さ
れ
る
も
の
を

否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
内
部
の
権
威
を
も
否
定
す
る
も

の
で
あ
る
。
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第
五
章

『
行
人
』
に
お
け
る
禅
と
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
Ｈ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
交
わ
り

—

―
「
実
行
的
な
僕
」
を
め
ぐ
っ
て

―

一

は
じ
め
に

『
行
人
』

(
)

の
一
郎
は
「
実
行
」
を
求
め
る
人
で
あ
る
。
Ｈ
と
の
会

1

話
で
の
「
然
し
何
う
し
た
ら
此
研
究
的
な
僕
が
、
実
行
的
な
僕
に
変
化

出

来

る

だ

ら

う

。

ど

う

ぞ

教

へ

て

呉

れ

」
（
「
塵
労

」

四

十

五

）

と

い

う
訴
え
は
、
そ
の
端
的
な
表
れ
と
言
え
る
。
こ
の
言
葉
に
お
い
て
は
、

「
研
究
的
な
僕
」
と
「
実
行
的
な
僕
」
が
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
、
後
者

に
価
値
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
香
厳
へ
の
憧
れ
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
「
不
立
文
字
」
を
唱
え
る
禅
へ
の
関
心
に
繋
が
る
も

の
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
の
二
つ
を
対

立
さ
せ
、
後
者
を
高
く
評
価
す
る
と
い
う
一
郎
の
あ
り
方
は
、
自
明
の

価
値
観
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
『
行
人
』
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
例

え
ば
Ｈ
が
、
「
私
は
兄
さ
ん
の
頭
を
信
じ
て
ゐ
ま
し
た
。
私
よ
り
鋭
敏

な

兄

さ

ん

の

理

解

力

に

尊

敬

を

払

つ

て

ゐ

ま

し

た

」
（
「
塵

労
」

四

十

二
）
と
述
べ
る
が
、
こ
の
「
頭
」
へ
の
信
頼
は
、
一
郎
の
「
研
究
的
な

僕
」
へ
の
尊
敬
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
他
に
も
Ｈ
は
「
兄
さ
ん
は
鋭

敏
な
人
で
す
。
美
的
に
も
倫
理
的
に
も
、
智
的
に
も
鋭
敏
過
ぎ
て
」（
「
塵

労
」
三
十
八
）
と
述
べ

、
「
兄
さ
ん
の
予
期
通
り
に
兄
さ
ん
に
向
つ
て

働
き
懸
け
る
世
の
中
を
想
像
し
て
見
る
と
、
そ
れ
は
今
の
世
の
中
よ
り

遙
に
進
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

」
（
同
）
と
、
一
郎
を
高

く
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
一
郎
の
「
頭

」
、
つ
ま
り
は
「
研
究
的

な
僕
」
に
根
ざ
し
た
評
価
と
言
え
る
。
二
郎
が
「
自
分
よ
り
幾
倍
立
派

な

頭

を

有

つ

て

ゐ

る

か

分

か

ら

な

い

兄

」
（
「
兄
」

二

十

）

と

述

べ

る

よ
う
に
、
『
行
人
』
の
大
部
分
に
お
い
て
、
一
郎
の
「
頭
」
は
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
。
言
う
な
ら
ば
、
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
の
対
立

に
お
い
て
、
周
囲
の
前
者
に
価
値
を
お
く
考
え
に
対
し
、
一
郎
は
そ
れ

を
「
転
倒
」
さ
せ
、
後
者
に
価
値
を
置
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
な
の
が

、
『
行
人
』
執
筆
の

お
よ
そ
一
年
前
に
行
わ
れ
た
講
演
「
中
味
と
形
式
」

(
)

で
あ
る
。
こ
の

2

講
演
の
趣
旨
は
学
者
の
よ
う
な
「
観
察
者
」
が
作
り
出
す
「
統
一
」
は
、

「
形
式
丈
の
統
一
で
中
味
の
統
一
に
も
何
に
も
な
ら
な
い
纏
め
方
」
と

な
っ
て
お
り

、
「
一
種
の
形
式
を
事
実
よ
り
前
に
備
え
て
置
い
て
、
其

形
式
か
ら
我
々
の
生
活
を
割
出
さ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
場
合
に
は
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其
処
に
大
変
な
無
理
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
述
べ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
観
察
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
漱
石
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

冷
然
た
る
傍
観
者
の
態
度
が
何
故
に
此
弊
を
醸
す
か
と
の
御
質
問

が
あ
る
な
ら
私
は
斯
う
説
明
し
た
い
、
一
寸
考
へ
る
と
、
彼
等
は

常
人
よ
り
判
明
し
た
頭
を
有
つ
て
、
普
通
の
も
の
よ
り
根
気
強
く
、

確
乎
考
へ
る
の
だ
か
ら
彼
等
の
纏
め
た
も
の
に
間
違
は
な
い
筈
だ

と
、
斯
う
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
彼
等
は
彼
等
の
取
扱
ふ
材

料
か
ら
一
歩
退
い
て
佇
立
ず
む
癖
が
あ
る
、
云
ひ
換
れ
ば
研
究
の

対
象
を
何
処
迄
も
自
分
か
ら
離
し
て
眼
の
前
に
置
か
う
と
す
る
、

徹
頭
徹
尾
観
察
者
で
あ
る
、
観
察
者
で
あ
る
以
上
は
相
手
と
同
化

す
る
事
は
殆
ん
ど
望
め
な
い
、
相
手
を
研
究
し
相
手
を
知
る
と
い

ふ
の
は
離
れ
て
知
る
の
意
で
其
物
に
な
り
す
ま
し
て
之
を
体
得
す

る
の
と
は
全
く
趣
が
違
ふ
、

（
「
中
味
と
形
式
」
）

漱
石
は
「
観
察
者
」
の
問
題
を

、
「
対
象
を
何
処
迄
も
自
分
か
ら
離

し
て
眼
の
前
に
置
か
う
と
す
る
」
た
め
に

、
「
其
物
に
な
り
す
ま
し
て

之
を
体
得
す
る
の
と
は
全
く
趣
が
違
ふ
」
と
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

（
観
察
者
の
纏
め
た
も
の
は

―
藤
本
注
）
換
言
す
れ
ば
形
式
の

上
で
は
よ
く
纏
ま
る
け
れ
ど
も
、
中
味
か
ら
云
ふ
と
一
向
纏
つ
て

ゐ
な
い
と
い
ふ
様
な
場
合
が
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
、
が
詰
り

外
か
ら
し
て
観
察
を
し
て
相
手
を
離
れ
て
其
形
を
極
め
る
丈
で
内

部
へ
入
り
込
ん
で
其
裏
面
の
活
動
か
ら
し
て
自
か
ら
出
る
形
式
を

捉
へ
得
な
い
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
す
。

（
「
中
味
と
形
式
」
）

「
観
察
者
」
は
「
内
部
へ
入
り
込
ん
で
其
裏
面
の
活
動
か
ら
し
て
自

か
ら
出
る
形
式
を
捉
へ
得
な
い
」
と
い
う
指
摘
は
、
先
の
「
其
物
に
な

り
す
ま
し
て
之
を
体
得
す
る
の
と
は
全
く
趣
が
違
ふ
」
と
い
う
点
と
あ

わ
せ
て

、
『
行
人
』
に
お
け
る
一
郎
の
「
要
す
る
に
僕
は
図
を
披
い
て

地
理
を
調
査
す
る
人
だ
つ
た
の
だ
。
そ
れ
で
ゐ
て
脚
絆
を
着
け
て
山
河

を
跋
渉
す
る
実
地
の
人
と
、
同
じ
経
験
を
し
や
う
と
焦
慮
り
抜
い
て
ゐ

る

の

だ

」
（
「
塵
労

」

四

十

五

）

と

い

う

嘆

き

に

通

じ

る

も
の

を

見

る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
図
を
披
い
て
地
理
を
調
査
す
る
」
こ
と
と

「
脚
絆
を
着
け
て
山
河
を
跋
渉
す
る
」
こ
と
と
は
、
そ
の
認
識
の
あ
り

方
が
「
全
く
趣
が
違
ふ
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
観
察
者
」
は
一
郎
の
言

う
「
研
究
的
」
な
姿
勢
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
中
味
と

形
式
」
は
『
行
人
』
の
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
を
対
立
さ
せ
て
考

え
る
と
い
う
共
通
す
る
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
上

で
、
両
者
の
立
場
に
お
け
る
認
識
の
あ
り
方
が
決
定
的
に
異
な
る
と
い

う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
と
い
う
両
者
の
認
識

の
あ
り
方
の
決
定
的
な
相
違
と
い
う
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
行
人
』
論

に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
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て
、
一
郎
が
求
め
る
「
絶
対
即
相
対
」
の
境
地
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

こ
の
境
地
は
本
文
に
お
い
て
Ｈ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

兄
さ
ん
は
純
粋
に
心
の
落
ち
付
き
を
得
た
人
は
、
求
め
な
い
で

も
自
然
に
此
境
地
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
云
ひ
ま
す
。
一
度
此
境
界

に
入
れ
ば
天
地
も
万
有
も
、
凡
て
の
対
象
と
い
ふ
も
の
が
悉
く
な

く
な
つ
て
、
唯
自
分
丈
が
存
在
す
る
の
だ
と
云
ひ
ま
す
。
さ
う
し

て
其
時
の
自
分
は
有
と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
だ
と
云

ひ
ま
す
。
偉
大
な
や
う
な
又
微
細
な
や
う
な
も
の
だ
と
云
ひ
ま
す
。

何
と
も
名
の
付
け
様
の
な
い
も
の
だ
と
云
ひ
ま
す
。
即
ち
絶
対
だ

と
云
ひ
ま
す
。
さ
う
し
て
其
絶
対
を
経
験
し
て
ゐ
る
人
が
、
俄
然

と
し
て
半
鐘
の
音
を
聞
く
と
す
る
と
、
其
半
鐘
の
音
は
即
ち
自
分

だ
と
い
ふ
の
で
す
。
言
葉
を
換
へ
て
同
じ
意
味
を
表
は
す
と
、
絶

対
即
相
対
に
な
る
の
だ
と
い
ふ
の
で
す
、
従
つ
て
自
分
以
外
に
物

を
置
き
他
を
作
つ
て
、
苦
し
む
必
要
が
な
く
な
る
し
、
又
苦
し
め

ら
れ
る
掛
念
も
起
ら
な
い
の
だ
と
云
ふ
の
で
す
。

（
「
塵
労
」
四
十
四
）

先
行
論
に
お
い
て
、
こ
の
境
地
は
、
そ
の
直
前
の
一
郎
の
「
神
は
自

己
だ
」
（
「
塵
労
」
四
十
四
）
、
「
僕
は
絶
対
だ
」
（
同
）
と
い
う
言
葉
と

合
わ
せ
て
、
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対
化
」
と
し
て
し
ば
し
ば
捉
え
ら

れ
て
き
た
。
早
い
も
の
と
し
て
、
岡
崎
義
恵
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

自
我
を
拡
充
し
て
世
界
が
す
べ
て
自
我
と
な
る
の
で
、
自
我
一
元

に
帰
し
て
、
相
対
的
関
係
か
ら
起
る
い
や
な
葛
藤
は
消
滅
す
る
の

で
あ
る
。
他
人
も
皆
自
分
だ
と
思
へ
ば
よ
い
の
で
あ
ら
う
。
自
我

は
「
大
我
」
と
な
つ
て
、
唯
一
絶
対
の
存
在
と
な
り
、
一
切
の
葛

藤
を
解
消
す
る
の
で
あ
る
。

（
岡
崎
義
恵
「
「
行
人
」
」

(
)

）

3

岡
崎
氏
は
「
自
我
一
元
に
帰
し
て
」
と
述
べ
る
が
、
同
様
の
見
解
は

「
自
ら
を
「
絶
対
」
に
の
し
上
げ
る
」

(
)

、
「
自
己
の
絶
対
化
を
主
張

4

す
る
」

(
)

、
「
自
己
を
絶
対
化
す
る
な
か
で
、
万
物
を
包
摂
し
よ
う
と

5

す
る
」

(
)

な
ど
、
細
か
な
解
釈
の
違
い
は
あ
る
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た

6

と
言
え
る

(
)

。
で
は
、
そ
の
絶
対
化
さ
れ
る
「
自
我
（
自
己

）
」
と
は

7

い
か
な
る
も
の
か
。
先
の
岡
崎
氏
の
論
を
見
る
な
ら
ば

、
「
一
郎
は
他

の
漱
石
的
人
物
と
同
じ
く
自
我
の
人
で
あ
る
。
そ
の
自
我
に
立
籠
も
つ

て
外
界
を
研
究
し
、
考
へ
る
人
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
外
界
」

を
「
研
究
」
す
る
こ
と
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
郎
が
こ
の
よ
う

な
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対
化
」
を
述
べ
る
の
は
、
「
周
囲
と
の
相
対

的
関
係
か
ら
起
る
い
や
な
葛
藤
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

一

郎

が

自

ら

の

「

今

日

迄

に

養

ひ

上

げ

た

高

い

標

準

」
（
「
塵
労

」

四

十
）
に
固
執
す
る
た
め
に
、
「
自
分
以
外
の
意
志
（
「
塵
労
」
四
十
一
）

を
「
不
善
で
不
美
で
不
真
」
（
同
）
と
す
る
よ
う
な
認
識
か
ら
と
言
え
、

そ
の
よ
う
な
標
準
を
作
っ
た
「
研
究
的
な
僕
」
の
あ
り
方
が
前
提
と
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
先
行
論
に
お
け
る
「
自
我
（
自
己
）

の
絶
対
化
」
と
は
そ
の
「
高
い
標
準
」
を
作
り
出
す
「
研
究
的
な
僕
」



- 108 -

を
「
絶
対
化
」
す
る
こ
と
と
言
え
る
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う

な
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対
化
」
が
「
実
行
」
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、

一
郎
の
救
済
は
達
成
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た

よ
う
な
「
中
味
と
形
式
」
で
示
さ
れ
る
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
と

い
う
姿
勢
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
の
あ
り
方
の
決
定
的
な
違
い
を

前
提
に
考
え
た
と
き
、
わ
ざ
わ
ざ
「
哲
学
者
の
頭
か
ら
割
り
出
さ
れ
た

空
し
い
紙
の
上
の
数
字
」
（
「
塵
労
」
四
十
四
）
で
は
な
く

、
「
親
し
く

経
験
す
る
事
の
で
き
る
判
切
し
た
心
理
的
な
も
の

」
（
同
）
と
断
っ
て

い
る
よ
う
な
「
絶
対
即
相
対
」
の
境
地
、
そ
し
て
そ
の
「
実
行
」
に
こ

だ
わ
る
一
郎
の
あ
り
方
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
果
た
し
て
妥
当

で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら

、
「
自
我
（
自
己
）
の
絶

対
化
」
と
さ
れ
る
考
え
に
つ
い
て

、
「
中
味
と
形
式
」
と
の
関
連
か
ら

そ
の
問
題
点
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
一
郎
の
「
研
究
的
」
／
「
実

行
的
」
に
お
け
る
姿
勢
の
背
景
を
探
る
こ
と
で
、
先
の
「
絶
対
即
相
対
」

の
境
地
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

二

『
行
人
』
の
評
価
と
日
本
に
お
け
る
オ
イ
ケ
ン
の
受
容

先
行
論
で
述
べ
ら
れ
た
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対
化
」
と
い
う
あ
り

方
を
、
作
者
で
あ
る
漱
石
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
「
中
味
と
形
式
」
か
ら
考
察
す
る

。
「
中
味
と
形
式
」
に

お
い
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
観
察
者
」
の
立
場
に
お
け
る
認
識
が

否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
「
観
察
者
」
の
代
表
的
な
事
例
と
し

て

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

た

の

が

ド

イ

ツ

の

哲

学

者

オ

イ

ケ

ン

（R
.E

ucken

）
の
思
想
で
あ
る
。

漱
石
の
オ
イ
ケ
ン
に
対
す
る
言
及
は
少
な
く

、
「
中
味
と
形
式
」
同

様
、
否
定
的
な
も
の
が
多
い
。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』(

)

に
お
い
て
「
学

8

者
オ
イ
ケ
ン
の
頭
の
中
で
纏
め
上
げ
た
精
神
生
活
が
、
現
に
事
実
と
な

つ
て
世
の
中
に
存
在
し
得
る
や
否
や
に
至
つ
て
は
自
か
ら
別
問
題
で
あ

る
」
（
第
二
十
七
回
）
と
述
べ
、
オ
イ
ケ
ン
の
主
張
の
中
心
と
言
え
る

「
精
神
生
活
」
が
、
学
者
の
「
頭
の
中
で
纏
め
上
げ
た
」
も
の
で
実
現

性
の
低
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
「
中
味
と
形
式
」
で
の
批
判
と

軌
を
一
に
し
た
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
漱
石
の
旧
蔵
書
に
あ
る
オ
イ
ケ

ン
の
著
作
は
『
人
生
の
意
義
と
価
値
』
（The

m
eaning

and
value

of

life

）

の
み

で
あ

り
、

そ
の
書

き
込
み
は

、
オ
イ

ケ
ン
の

主
張
に
対

す

る
具
体
性
の
な
さ
な
ど
、
否
定
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
漱
石
の
オ
イ
ケ
ン
に
対
す
る
言
及
は
、
西

洋
で
の
オ
イ
ケ
ン
哲
学
の
隆
盛
、
そ
れ
を
受
け
て
の
日
本
で
の
オ
イ
ケ

ン
の
受
容
、
そ
の
後
の
流
行
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
イ
ケ

ン
は
明
治
末
か
ら
少
し
づ
つ
、
雑
誌
な
ど
で
名
前
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
大
正
二
、
三
年
に
は
一
種
の
流
行
と
も
言
え
る
状
況
と
な
る
。

た
だ
し
、
そ
の
流
行
は
長
続
き
せ
ず
、
大
正
四
年
に
は
、
そ
れ
が
一
種

の
流
行
思
想
で
あ
っ
た
と
の
言
及
が
あ
る

(
)

。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』

9

や
「
中
味
と
形
式
」
に
お
け
る
漱
石
の
オ
イ
ケ
ン
へ
の
言
及
は
、
明
治

四
十
三
・
四
十
四
年
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
か
な
り
早
い
も
の
と
言
え

る
。
そ
れ
で
は
、
オ
イ
ケ
ン
は
い
か
な
る
意
義
の
も
と
日
本
に
お
い
て

受
容
さ
れ
た
の
か
。
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基
本
的
に
は
、
オ
イ
ケ
ン
は
自
然
主
義
の
隆
盛
、
退
潮
の
後
の
反
動

と
も
言
え
る
形
で
、
人
間
の
理
想
を
訴
え
る
思
想

、
「
新
理
想
主
義
」

の
哲
学
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
先
に
も
述

べ
た
通
り
、
「
精
神
生
活
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
自
我
」
の

充
実
が
社
会
の
向
上
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

真
生
活
は
、
究
極
自
我
の
た
め
の
生
活
に
し
て
、
真
に
自
我
充
実

の
理
想
さ
へ
達
せ
ら
る
れ
ば
、
真
実
な
意
義
に
於
け
る
社
会
、
国

家
、
其
の
他
一
般
人
類
生
活
は
、
お
の
づ
か
ら
実
現
さ
れ
る
も
の

と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る

。
（
中
略
）
オ
イ
ッ
ケ
ン
一
派
の
主
張
等

に
徴
す
る
に
、
真
正
の
個
人
主
義
は
、
遂
に
真
正
の
団
体
主
義
に

一
致
す
べ
き
も
の
と
い
ふ
精
神
が
際
立
つ
て
見
へ
る
。

（
金
子
筑
水
「
個
人
主
義
の
盛
衰
」

(
)

）

10

こ
れ
は
明
治
四
十
一
年
発
表
で
あ
り
、
オ
イ
ケ
ン
へ
の
言
及
と
し
て

は
早
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ニ
ー
チ
ェ
と
と
も
に
、
オ
イ
ケ
ン

の
哲
学
が
「
自
我
」
の
哲
学
で
あ
り
、
「
自
我
充
実
」
が
「
真
実
な
意

義
に
於
け
る
社
会
、
国
家
、
其
の
他
一
般
人
類
生
活
」
の
実
現
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
オ
イ
ケ
ン
の
解
釈
と
し
て
は
後
々
ま
で

見
ら
れ
る
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
オ
イ
ケ
ン
の
思
想
に

お
い
て
、
「
個
人
主
義
」
的
な
「
自
我
」
を
中
心
と
し
た
「
精
神
生
活
」

が
社
会
の
発
展
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
に
基

づ
く
の
か
。
日
本
に
お
け
る
オ
イ
ケ
ン
の
紹
介
者
の
代
表
的
な
人
物
と

言
え
る
稲
毛
詛
風
の
、
大
正
二
年
発
行
の
『
オ
イ
ケ
ン
の
哲
学
』
、
大

正
四
年
発
行
の
『
オ
イ
ケ
ン
と
現
代
思
潮
』
か
ら
考
察
す
る

(
)

。

11

オ
イ
ケ
ン
の
眼
に
映
じ
た
る
現
代
は
、
精
神
生
活
の
不
安
に
充
ち

満
ち
て
居
る
皮
相
虚
偽
空
虚
の
文
明
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

（
稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
の
哲
学
』

(
)

）

12

即
ち
彼
等
は
自
利
と
か
功
利
と
か
、
乃
至
快
楽
等
の
標
準
以
上
に

道
徳
の
高
尚
な
標
準
を
建
設
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
て
彼
等
を
し
て
こ
れ
を
な
さ
し
め
る
も
の
は
精
神
生
活
の
本

然
力
で
あ
る
。
個
人
を
し
て
感
覚
世
界
の
奴
隷
た
る
事
か
ら
自
由

な
ら
し
め
、
即
ち
自
利
と
か
皮
相
の
興
味
と
か
い
ふ
も
の
か
ら
自

由
な
ら
し
む
る
も
の
、
若
し
く
は
人
間
を
し
て
単
に
肉
体
的
の
事

象
に
対
す
る
事
よ
り
も
、
寧
ろ
真
善
美
に
対
す
る
注
意
を
多
大
な

ら
し
め
、
且
人
間
を
し
て
低
劣
な
る
現
実
の
境
域
を
脱
し
て
高
遠

な

る

理

想

目

的

を

追

求

せ

し

む

る

も

の

は

即

ち

精

神

生

活

で

あ

る
。
斯
く
の
如
き
意
味
に
於
て
精
神
生
活
は
『
高
き
世
界
』
で
あ

り
、
従
て
又
自
然
生
活
は
『
低
き
世
界
』
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。

（
稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
の
哲
学
』

(
)

）

13

而
し
て
彼
等
の
個
人
主
義
は
社
会
主
義
や
功
利
主
義
等
の
そ
れ
と

は
趣
を
異
に
し
、
単
な
る
利
己
心
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
な
く

て
、
寧
ろ
高
貴
偉
大
な
る
人
格
に
対
す
る
尊
崇
の
念
を
基
礎
と
す

る
点
に
於
て
其
の
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
と
現
代
思
潮
』

(
)

）

14
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「

精

神

生

活

」

の

名

の

も

と

に

、

伸

張

さ

れ

る

「

自

我

」

は

、
「

皮

相
虚
偽
空
虚
」
な
現
状
に
対
し

、
「
道
徳
の
高
尚
な
標
準
」
に
よ
り
、

「
低
劣
な
る
現
実
の
境
域
を
脱
し
て
高
遠
な
る
理
想
目
的
を
追
求
せ
し

む
る
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

、
「
高
貴
偉
大
な
る
人
格
」
に
基

づ
く
「
自
我
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
自
我
」
を
中
心
に
し
た
生

活
が
直
線
的
に
社
会
の
向
上
に
結
び
つ
け
ら
れ

、
「
精
神
世
界
は
『
高

き
世
界

』
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
イ
ケ
ン
の
思
想

に
お
い
て
、
「
自
我
」
を
評
価
す
る
上
で
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
人

格
」
で
あ
っ
た

(
)

。

15

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
当
時
に
お
け
る
オ
イ
ケ
ン
の
思
想
の
捉
え
方
を

見
た
と
き
、
そ
れ
が
、
『
行
人
』
の
一
郎
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。
先
に
一
郎
が
、
自
ら
の
周
囲
を
「
不
善
で
不
美
で

不

真

」
（
「
塵
労

」

四

十

一

）

と

す

る

認

識

に

触

れ

た

。

こ

れ

は

、

盲

目
の
女
の
話
を
め
ぐ
る
父
の
対
応
に
関
し
て
述
べ
た
「
今
の
日
本
の
社

会

―
こ
と
に
よ
つ
た
ら
西
洋
も
左
右
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も

―

皆
な
上
滑
り
の
御
上
手
も
の
丈
が
存
在
し
得
る
や
う
に
出
来
上
が
つ
て

ゐ

る

ん

だ

か

ら

仕

方

が

な

い

」
（
「
帰

つ

て

か

ら

」

二

十

一

）

や

「

少

し
も
摯
実
の
気
質
が
な
い

」
（
同
）
と
い
う
一
郎
の
言
葉
と
繋
が
る
も

の
で
あ
る
。
他
に
も
一
郎
は
Ｈ
に
対
し

、
「
自
分
の
周
囲
が
偽
で
成
立

し

て

ゐ

る

」
（
「
塵

労

」

三

十

七

）

と

述

べ

る

。

こ

の

よ

う

な

周

囲

に

対
し
て
、
一
郎
は
自
ら
の
「
高
い
標
準
」
に
固
執
す
る
が
、
そ
の
一
郎

の

姿

勢

を

Ｈ

は

「

我

儘

か

ら

来

る

」
（
「
塵

労

」

三

十

八

）

も

の

で

は

な
く
、
一
郎
の
望
む
通
り
の
世
界
が
「
美
的
に
も
智
的
に
も
乃
至
倫
理

的
に
も
」
（
同
）
「
遙
に
進
ん
だ
も
の
」
（
同
）
と
述
べ
て
い
る
。
オ
イ

ケ
ン
の
思
想
を
解
説
し
た
も
の
に
お
い
て
「
自
我
」
の
充
実
が
社
会
の

発
展
に
繋
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
一
郎
の
望
む
「
絶
対
即

相
対
」
の
境
地
を
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対
化
」
と
す
る
先
行
論
の
捉

え
方
は
、
一
郎
の
「
頭
」
が
生
み
出
す
「
高
い
標
準
」
を
「
絶
対
化
」

す
る
も
の
で
あ
り
、
一
郎
を
オ
イ
ケ
ン
的
な
意
義
の
も
と
理
解
し
て
い

る
と
言
え
る

(
)

。
オ
イ
ケ
ン
の
「
自
我
」
を
評
価
す
る
上
で
の
鍵
語
で

16

あ
っ
た
「
人
格
」
に
し
て
も
、
例
え
ば
岡
崎
氏
が
「
此
作
に
は
「
人
格
」

の
語
が
屢
ゝ
あ
ら
は
れ
、
人
格
を
尊
重
す
る
思
想
が
全
篇
に
充
ち
満
ち

て
ゐ
る
」

(
)

と
述
べ
る
よ
う
に

、
『
行
人
』
の
評
価
の
上
で
同
様
に
重

17

視
さ
れ
て
い
る

(
)

。

18

そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
漱
石
は
オ
イ
ケ
ン
に
対
し
て
批
判

的
で
あ
っ
た

。
『
人
生
の
意
義
と
価
値
』
の
「
精
神
生
活
」
を
説
明
し

た
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

life

ノ

m
eaning

ト

云

フ

コ

ト

ハ

自
分

ノ

w
ill

ヲ

freely

(1)

exercise

ス
ル
コ
ト

此w
ill

ガ
宇
宙
ノ
建
築
ニ
与
ツ
テ
力
ル
コ

〔

マ

マ

〕

(2)

ト
ニ
帰
着
ス
ル
ニ
似
タ
リ
。
是
ハ
当
然
ニ
テ
陳
腐
ナ
リ
。
只
問
題

ハ

此

両

者

ガ

ド

ノ

点

迄

行

ケ

ル

カ

ニ

ア

リ

。

著

者

モ

シ

absolutely

ニ
ト
云
フ
意
ナ
ラ
バfact

ヲneglect

セ
ル
モ
ノ
ナ

リ
。

(
)19

オ
イ
ケ
ン
は
「
自
我
」
の
実
現
の
た
め
に
「
自
由
」
を
強
調
す
る
。

こ
こ
で
の
「
自
分
ノw

ill

ヲfreely
exercise

ス
ル
コ
ト
」
と
は
、
先

の
金
子
の
評
論
の
「
自
我
充
実
」
と
い
う
意
味
と
同
様
な
も
の
と
捉
え
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て
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
漱
石
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
宇
宙
ノ
建
築
」

に
完
全
に
（
「absolutely

」
）
一
致
す
る
と
考
え
る
こ
と
を
、
「fact

ヲ

neglect

」
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る

。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』

で
「
己
一
個
の
意
志
で
自
由
に
営
む
生
活

」
（
二
十
七
回
）
と
し
て
の

「
精
神
生
活
」
が
「
応
用
の
範
囲
の
狭
い
も
の

」
（
同
）
と
さ
れ
て
い

る
が
、
オ
イ
ケ
ン
の
「
精
神
生
活

」
、
つ
ま
り
「
自
我
」
の
自
由
な
発

現
が
社
会
な
ど
の
外
的
世
界
の
発
展
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
、

そ
れ
が
例
え
ど
ん
な
に
「
高
い
標
準
」
を
持
つ
「
自
我
」
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
漱
石
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

批
判
は

、
「
中
味
と
形
式
」
で
オ
イ
ケ
ン
を
「
実
際
に
は
疎
い
人
」
と

す
る
よ
う
に
、
「
観
察
者
」
の
立
場
に
よ
る
認
識
が
現
実
と
離
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
も
し
一
郎
の
望
む
も
の
を
「
自
我
（
自
己
）
の

絶
対
化
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
一
郎
の
姿
勢
に

対
し
て
漱
石
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
、

「
観
察
者
」
の
立
場

、
「
研
究
的
」
な
姿
勢
に
基
づ
い
た
「
自
我
」
に

対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
否
定
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
絶

対
即
相
対
」
の
境
地
が
観
念
的
な
も
の
に
止
ま
り
、
一
郎
に
救
済
が
与

え
ら
れ
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
郎
が
切
望
す
る
こ
の

境
地
は
、
そ
の
よ
う
な
否
定
的
な
意
義
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
行

論
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
オ
イ
ケ
ン
的
な
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対
化
」

へ
の
希
求
と
は
、
「
高
い
標
準
」
に
固
執
す
る
「
研
究
的
な
僕
」
を
「
絶

対
化
」
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
一
郎

の
求
め
る
境
地
は

、
「
哲
学
者
の
頭
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
空
し
い
紙
の

上
の
数
字
」
で
は
な
く
、
「
親
し
く
経
験
す
る
事
の
で
き
る
判
切
し
た

心
理
的
な
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
境
地
に

対
す
る
、
一
郎
の
「
僕
は
絶
対
の
境
地
を
認
め
て
い
る
。
然
し
僕
の
世

界

観

が

明

ら

か

に

な

れ

ば

な

る

程

、

絶

対

は

僕

と

離

れ

て

仕

舞

ふ

」

（
「
塵
労
」
四
十
五
）
と
い
う
嘆
き
、
そ
し
て
そ
の
前
後
の
「
実
行
」

へ
の
希
求
は
、
最
初
に
検
討
し
た
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
の
認
識

の
相
違
と
あ
わ
せ
て

、
「
研
究
的
」
な
姿
勢
か
ら
生
じ
る
認
識
を
打
ち

破
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
言
え
る

。
『
行
人
』
の
言
葉
で
言
う
な
ら

ば
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
図
を
披
い
て
地
理
を
調
査
す

る

人

」
（

＝
「

研

究

的

な

僕

」
）

で
あ

る

一

郎

が

、

そ

の

「
図

」

に

し

た
が
っ
て
「
脚
絆
を
着
け
て
山
河
を
跋
渉
す
る
実
地
の
人
」
（
＝
「
実

行
的
な
僕
」
）
に
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
図
」
を
捨
て
て
「
実
地

の
人
」
（
＝
「
実
行
的
な
僕
」
）
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り

、
「
内
部

へ
入
り
込
ん
で
」
（
「
中
味
と
形
式
」
）
行
く
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
こ

で
問
題
に
な
る
の
は

、
『
行
人
』
の
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
と
い

う
同
じ
問
題
を
も
つ
「
中
味
と
形
式
」
の
漱
石
の
考
え
に
い
か
な
る
背

景
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

三

漱
石
の
文
学
観
と
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

「
中
味
と
形
式
」
に
お
け
る
「
形
式
」
で
は
な
く
「
中
味
」
を
こ
そ

重
視
す
べ
き
と
い
う
考
え
は
、
漱
石
の
文
学
観
に
お
い
て
は
基
本
的
な

も
の
と
言
え
る
。
漱
石
は
、
し
ば
し
ば
「
主
義
」
で
作
品
を
裁
断
す
る

こ
と
を
批
判
し
、
作
品
の
具
体
的
な
内
容
に
よ
り
判
断
す
べ
き
と
い
う
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こ
と
を
述
べ
る
。
「
創
作
家
の
態
度
」

(
)

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

20

も
う
一
つ
歴
史
的
研
究
に
就
て
の
危
険
を
一
言
単
簡
に
述
べ
て
置

き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
主
義
を
本
位
に
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
と
見
ま
す
と
、
前
申
し
た
通
り
作
家
（
即
ち
作
物
）
を
取
り

崩
し
て
掛
ら
ん
と
不
都
合
が
生
ず
る
如
く
、
作
家
（
即
ち
作
物
）

を
本
位
と
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
と
、
今
度
は
主

義
の
方
に
も
っ
と
融
通
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
融
通

を
つ
け
る
と
云
ふ
と
、
一
つ
の
作
物
の
う
ち
に
は
同
時
に
色
々
な

主
義
を
含
ん
で
居
る
場
合
が
多
い
、
少
な
く
と
も
含
ん
で
居
る
場

合
が
あ
り
得
る
の
で
す
か
ら
、
斯
様
な
作
物
を
批
評
し
た
り
分
解

し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
際
に
は
、
一
主
義
の
も
と
に
窮
窟
に
律

し
去
る
習
慣
を
改
め
て
、
歴
史
的
に
は
矛
盾
す
る
如
く
に
見
傚
さ

れ
て
居
る
主
義
で
も
構
は
な
い
か
ら
、
之
を
併
立
せ
し
め
て
、
苟

し
く
も
其
作
物
の
あ
る
部
分
を
説
明
す
る
に
足
る
以
上
は
之
を
列

挙
し
て
憚
か
ら
ん
様
に
し
な
け
れ
ば
、
矢
張
り
前
段
同
様
の
不
都

合
に
陥
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

（
「
創
作
家
の
態
度
」
）

こ
こ
で
は
作
品
を
評
価
す
る
上
で

、
「
一
主
義
の
も
と
に
窮
窟
に
律

し

去

る

習

慣

を

改

め

て

」
、
「

作
物

」

の

内

容

を

本

位

に

し

て

判

断

す

べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
「
主
義
」
と
し
て

は
「
矛
盾
」
が
出
て
も
、
そ
れ
が
現
実
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は

、
「
中
味
と
形
式
」
で
「
形
式
か
ら
云

へ
ば
矛
盾
」
と
さ
れ
る
も
の
で
も
「
生
活
の
性
質
か
ら
出
る
已
を
得
ざ

る
矛
盾
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
本
来
の
調
和
」
で
あ
る
と
す
る

考
え
と
同
様
な
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
『
坑

夫
』

(
)

で
主
張
さ
れ
る
「
無
性
格
論
」
へ
と
繋
が
る
も
の
で
も
あ
り
、

21

漱
石
の
文
学
観
の
核
心
の
一
つ
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
郎
の
「
実
行
」
へ
の
希
求
は
、
最
初
に
検
討
し
た
よ
う
に
「
中
味

と
形
式
」
の
問
題
意
識
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
形
式
」

で
は
な
く
「
中
味
」
を
重
視
す
べ
き
と
い
う
漱
石
の
持
つ
文
学
観
と
無

縁
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
『
行
人
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
考
え
が
、
文
学
作
品
の
捉
え
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
化
の
問
題
に

悩
む
一
郎
の
救
済
の
あ
り
方
と
し
て
、
近
代
に
抗
す
る
「
思
想
」
の
方

向
性
に
繋
が
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
に
、
一
つ
の
「
飛
躍
」

(
)

を
見

22

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
飛
躍
」
の
契
機

と
な
っ
た
も
の
は
何
な
の
か
。
し
ば
し
ば
、
漱
石
の
思
想
的
な
変
化
を

語
る
上
で
、
「
修
善
寺
の
大
患
」
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
も
同
様

に
、
こ
の
時
期
の
漱
石
に
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
見
た
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
大
患
」
に
よ
る
心
情
の
変
化

を
直
接
的
な
原
因
と
考
え
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
先
に
指
摘
し

た
よ
う
な
具
体
性
を
重
視
す
る
文
学
観
と
の
類
似
か
ら
、
修
善
寺
で
の

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

ジ

ェ

イ

ム

ズ

『

多

元

的

宇

宙

』
（W

.Jam
es,

A

pluralistic
universe

）
の
受
容
、
そ
し
て
そ
の
後
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を

介

し

て

の

ア

ン

リ

・

ベ

ル

ク

ソ

ン

『

時

間

と

自

由

』
（H

.B
ergson,

Tim
e

and
free

w
ill

）
の
受
容
を
「
飛
躍
」
の
契
機
と
考
え
る

(
)

。

23

こ
の
二
人
は
漱
石
の
晩
年
に
お
い
て
、
極
め
て
強
い
影
響
を
与
え
た
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思
想
家
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
ひ
か

れ
る
の
は
、
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

多
元
的
宇
宙
は
約
半
分
程
残
つ
て
ゐ
た
の
を
、
三
日
許
で
面
白
く

読
み
了
つ
た
。
こ
と
に
文
学
者
た
る
自
分
の
立
場
か
ら
見
て
、
教

授
が
何
事
に
よ
ら
ず
具
体
的
の
事
実
を
土
台
と
し
て
、
類
推
で
哲

学
の
領
分
に
切
り
込
ん
で
行
く
所
を
面
白
く
読
み
了
っ
た
。
余
は

あ
な
が
ち
に
弁
証
法
を
嫌
ふ
も
の
で
は
な
い
。
又
妄
に
理
知
主
義

を
厭
ひ
も
し
な
い
。
た
ゞ
自
分
の
平
生
文
学
上
に
抱
い
て
ゐ
る
意

見
と
、
教
授
の
哲
学
に
就
い
て
主
張
す
る
所
の
考
と
が
、
親
し
い

気
脈
を
通
じ
て
彼
此
相
倚
る
様
な
心
持
が
し
た
の
を
愉
快
に
思
つ

た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
教
授
が
仏
蘭
西
の
学
者
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
説

を
紹
介
す
る
辺
り
を
、
坂
に
車
を
転
が
す
様
な

勢
で
馳
け
抜
け
た

の
は
、
ま
だ
血
液
の
充
分
に
運
ひ
も
せ
ぬ
余
の
頭
に
取
つ
て
、
ど

の
位
嬉
し
か
つ
た
か
分
ら
な
い
。

（
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
第
三
回
）

漱
石
が
「
平
生
文
学
上
に
抱
い
て
ゐ
る
意
見
」
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
多

元
的
宇
宙
』
に
述
べ
ら
れ
た
「
哲
学
」
が
「
親
し
い
気
脈
を
通
じ
て
彼

此
相
倚
る
様
な
心
持
が
し
た
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
「
具

体
的
の
事
実
を
土
台
と
し
て
」
と
い
う
点
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
「
主

義
」
で
は
な
く
「
作
物
」
の
内
容
に
よ
っ
て
評
価
す
る
べ
き
と
い
う
姿

勢
に
通
じ
る
も
の
と
言
え
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず

、
『
多
元
的
宇
宙
』
が
漱
石
に
与
え
た
影
響
を
論
じ

る
前
に
、
「
平
生
文
学
上
に
抱
い
て
ゐ
る
意
見
」
の
根
底
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
「
意
識
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
影
響
を
確
認

す
る
。
『
多
元
的
宇
宙
』
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
が
「
観
念

的
一
元
論
」
と
し
て
退
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
心
理

学
原
理
』
（The

Principles
of

Psychology
(

)

）
で
説
く
「
意
識
」
に
対
す

24

る
考
え
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る

(
)

。

25

先
に
引
用
し
た
「
創
作
家
の
態
度
」
で
主
題
と
な
る
「
態
度
」
に
つ

い
て
、
漱
石
は
「
態
度
と
云
ふ
の
は
心
の
持
ち
方
、
物
の
観
方
位
に
解

釈
し
て
置
い
て
下
さ
れ
ば
宜
し
い
。
此
、
心
の
持
ち
方
、
物
の
見
方
で

十
人
、
十
色
様
々
の
世
界
が
出
来
又
様
々
の
世
界
観
が
成
り
立
つ
の
は

申
す
迄
も
な
い
」
と
説
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
評
論
に
お
い
て
は

「
創
作
家
が
如
何
な
る
立
場
か
ら
、
ど
ん
な
風
に
世
の
中
を
見
る
か
」

に
つ
い
て
「
主
観
」
と
「
客
観
」
の
両
方
面
か
ら
説
き

、
「
双
方
共
大

切
な
も
の
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
現
在
の
社
会
状
況
か
ら
「
客
観
的

態
度
」
が
必
要
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
「
態
度
」
の
問
題

に
つ
い
て
、
漱
石
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
を
行
う
。

さ
う
し
て
此
取
捨
は
我
々
の
注
意
（
故
意
も
し
く
は
自
然
の
）
に

伴
つ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
注
意
の
向
き
案
排

も
し
く
は
向
け
具
合
が
即
ち
態
度
で
あ
る
と
申
し
て
も
差
支
な
か

ら
う
と
思
ひ
ま
す

。
（
注
意
そ
の
も
の
ゝ
性
質
や
発
達
は
茲
に
は

述
べ
ま
せ
ん
）
私
が
先
年
倫
敦
に
居
つ
た
時
、
此
間
亡
く
な
ら
れ

た
浅
井
先
生
と
市
中
を
歩
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。
其
時
浅
井
先
生

は
ど
の
町
へ
出
て
も
、
ど
の
建
物
を
見
て
も
、
あ
れ
は
好
い
色
だ
、
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こ
れ
は
好
い
色
だ
、
と
、
と
う

く
家
へ
帰
る
迄
色
尽
し
で
御
仕

舞
に
な
り
ま
し
た
。
流
石
画
伯
丈
あ
つ
て
、
違
つ
た
も
の
だ
、
先

生
は
色
で
世
界
が
出
来
上
が
つ
て
る
と
考
へ
て
る
ん
だ
な
と
大
に

悟
り
ま
し
た
。
す
る
と
又
私
の
下
宿
に
退
職
軍
人
で
八
十
許
に
な

る
老
人
が
居
り
ま
し
た
。
毎
日
同
じ
時
間
に
同
じ
所
を
散
歩
を
す

る
の
器
械
の
様
な
男
で
し
た
が
、
此
老
人
が
外
へ
出
る
と
屹
度
杓

子
を
拾
つ
て
来
る
。
尤
も
日
本
の
飯
杓
子
の
様
な
大
き
な
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
供
の
玩
具
に
す
る
ブ
リ
ツ
キ
製
の
匙
で
あ
り

ま
す
。
下
宿
の
婆
さ
ん
に
聞
い
て
見
る
と
往
来
に
落
ち
て
ゐ
る
ん

だ
と
申
し
ま
す
。
然
し
私
が
散
歩
し
た
つ
て
、
未
だ
に
嘗
て
落
ち

て
ゐ
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
然
る
に
爺
さ
ん
丈
は
不
思
議
に
拾
つ

て
来
る
。
さ
う
し
て
、
こ
れ
を
叮
嚀
に
室
の
中
へ
並
べ
ま
す
。
何

で
も
余
程
の
数
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
。
で
私
は
感
心
し
ま
し
た
。

外
の
事
に
感
心
し
た
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
此
爺
さ
ん
の
世
界

観
が
杓
子
か
ら
出
来
上
つ
て
る
の
に
尠
な
か
ら
ず
感
心
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
た
ゞ
に
一
例
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
云
ふ
と

講
演
の
冒
頭
に
述
べ
た
如
く
十
人
十
色
で
、
い
く
ら
で
も
不
思
議

な
世
界
を
任
意
に
作
つ
て
居
る
様
で
あ
り
ま
す
。

（
「
創
作
家
の
態
度
」
）

漱
石
は
こ
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
「
態
度
」
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
が
全
く
異
な
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、

「
浅
井
先
生
」
や
下
宿
の
退
職
軍
人
の
老
人
と
い
っ
た
漱
石
自
身
の
体

験
が

、
「
十
人
十
色
で
、
い
く
ら
で
も
不
思
議
な
世
界
を
任
意
に
作
つ

て
居
る
」
と
す
る
人
間
の
認
識
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
上
で
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は

、
『
心
理
学
原
理
』
の
次
の
部
分
を
も
と

に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

A
m

an's
em

pirical
thought

depends
on

the
things

he
has

experienced,
but

w
hat

these
shall

be
is

to
a

large
extent

determ
ined

byhis
habits

of
attention.

A
thing

m
ay

be

present
to

him
a

thousand
tim

es,
but

if
he

persistently

fails
to

notice
it,

it
cannot

besaid
to

enter
into

his

experience.
[...]

E
ach

has
selected,

out
of

the
sam

e
m

ass

of
presented

objects,
those

w
hich

suited
his

private

interest
and

has
m

ade
his

experience
thereby.

（The
Principles

ofPsychology
(

)

）

26

〔
人
の
経
験
的
な
考
え
は
経
験
し
た
物
事
に
よ
る
が
、
そ
れ
ら
が

ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
の
習
慣
に
よ

っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。
あ
る
も
の
が
百
遍
繰
り
返
し
て
目
前
に

現
れ
て
も
、
終
始
こ
れ
を
気
に
と
め
な
か
っ
た
ら
、
経
験
に
入
っ

た
と
は
言
え
な
い

。
（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
同
じ
く
目
前
に

現
れ
た
膨
大
な
も
の
の
中
か
ら
、
自
ら
の
興
味
に
合
う
も
の
を
選

択
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
形
成
す
る
の
で
あ

る
。
〕

こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
あ
る
も
の
が
百
遍
繰
り
返
し
て
目
前
に
現
れ
て

も
、
終
始
こ
れ
を
気
に
と
め
な
か
っ
た
ら
、
経
験
に
入
っ
た
と
は
言
え
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な
い
」
と
す
る
あ
り
方
は
、
先
に
引
用
し
た
漱
石
の
体
験
、
退
職
軍
人

の
老
人
が
簡
単
に
拾
っ
て
く
る
匙
を
、
漱
石
が
ど
れ
だ
け
注
意
し
て
も

発
見
で
き
な
い
と
い
う
話
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
心
理

学
原
理
』
の
引
用
の
中
略
の
部
分
に
は
、
四
人
の
人
間
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

旅
行
を
し
た
際
、
一
人
は
服
装
や
色
彩
、
公
園
、
風
景
、
建
物
、
絵
画
、

彫
刻
な
ど
の
印
象
を
持
ち
帰
る
が
、
他
の
一
人
の
印
象
は
距
離
や
物
価
、

人
口
な
ど
の
実
用
的
な
統
計
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
他
の
一
人
は
劇
場

や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
娯
楽
場
の
印
象
ば
か
り
で
あ
り
、
最
後
の
一
人
は
全

く
異
な
り
主
観
的
に
ば
か
り
考
え
て
い
る
と
い
う
例
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は

、
「
浅
井
先
生
」
が
色
の
話
し
か
し
な
い
と
い
う
漱
石
の

出
し
た
例
と
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
認

識
や
経
験
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
態
度
」
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
の
が
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
意
識
」
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
核
と
な
っ
て
お
り
、

漱
石
は
そ
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
意
識
」
に
対
す
る
考
え
を
骨
子
と
し
て

自
ら
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
意
識
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て

、
「
創
作
家
の
態

度
」
に
は
ほ
と
ん
ど
引
用
と
も
言
え
る
よ
う
な
事
例
が
散
見
さ
れ
る

(
)

。

27

例
え
ば
「
創
作
家
の
態
度
」
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

凡
て
の
心
的
現
象
は
過
程
で
あ
る
か
ら
し
て
、
Ｂ
と
云
ふ
現
象
は
、

Ａ
と
云
ふ
現
象
に
次
い
で
起
る
の
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て

Ｂ
の
価
値
は
Ｂ
の
性
質
の
み
に
よ
つ
て
定
ま
ら
な
い
、
Ｂ
の
前
に

起
つ
た
Ａ
と
云
ふ
現
象
の
為
め
に
支
配
せ
ら
れ
て
居
る
事
も
勿
論

で
あ
り
ま
す
。
腹
が
減
る
と
い
ふ
現
象
が
心
に
起
れ
ば
こ
そ
飯
が

旨
い
と
云
ふ
現
象
が
次
い
で
起
る
の
で
、
必
ず
し
も
料
理
が
上
等

だ
か
ら
旨
か
つ
た
と
許
り
は
断
言
出
来
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
吾
々
は
Ａ
と
云
ふ
現
象
を
心
裡
に
認
め
る
と
、
之
に
次
い

で
起
る
べ
き
Ｂ
に
就
て
は
、
其
性
質
や
ら
、
強
度
や
ら
、
色
々
な

条
件
に
つ
い
て
出
来
得
る
限
り
の
撰
択
を
す
る
、
又
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
訳
で
あ
り
ま
す
。
丁
度
車
を
引
い
て
坂
を
下
り
掛
け
た
様
な
も

の
で
前
の
一
歩
は
後
の
一
歩
を
支
配
す
る
。
後
の
一
歩
は
前
の
一

歩
の
趨
勢
に
応
ず
る
様
な
調
子
で
出
て
行
か
な
け
れ
ば
旨
く
行
か

な
い
。
人
間
の
歴
史
は
か
う
云
ふ
連
鎖
で
結
び
付
け
ら
れ
て
居
る

の
だ
か
ら
、
決
し
て
切
り
放
し
て
見
て
も
其
価
値
は
分
り
ま
せ
ん
。

仰
山
に
言
ふ
と
一
時
間
の
意
識
は
其
人
の
生
涯
の
意
識
を
包
含
し

て
居
る
と
云
つ
て
も
不
条
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
つ
て
人
に
は

現
在
が
一
番
価
値
が
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
一
番
意
味
が
あ
る
如

く
感
ぜ
ら
れ
る
。
現
在
が
全
て
の
標
準
と
し
て
適
当
だ
と
信
じ
ら

れ
る
。
だ
か
ら
明
日
に
な
る
と
何
だ
馬
鹿
ゝ
ゝ
し
い
、
ど
う
し
て
、

あ
ん
な
気
に
な
れ
た
か
と
思
ふ
事
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
昔
し
恋
を

し
た
女
を
十
年
立
つ
て
考
へ
る
と
、
な
ぜ
ま
あ
、
あ
れ
程
逆
上
ら

れ
た
も
の
か
な
あ
と
感
心
す
る
が
、
当
時
は
其
逆
上
が
尤
も
で
、

理
の
当
然
で
、
実
に
自
然
で
、
絶
対
に
価
値
の
あ
る
事
と
し
か
思

は
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
「
創
作
家
の
態
度
」
）

こ
れ
は
、
あ
る
Ｂ
と
い
う
現
象
が
「
Ｂ
の
前
に
起
つ
た
Ａ
と
云
ふ
現

象
の
為
め
に
支
配
せ
ら
れ
て
居
る
」
と
し
て
、
あ
る
と
き
受
け
る
認
識



- 116 -

や
感
覚
が
、
そ
の
前
後
の
意
識
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
も
の
を
認
識
す
る
と
し
て
も
前
後
の
影
響
で
大

き
く
感
じ
方
は
変
わ
る
こ
と
を
説
明
す
る
例
と
し
て
、
空
腹
時
に
食
事

が
お
い
し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
か
つ
て
恋
を
し
た
女
性
と
い
え

ど
も
、
時
が
経
ち
、
そ
の
認
識
の
前
後
の
状
況
が
変
わ
れ
ば
、
同
じ
女

性
で
も
全
く
異
な
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
『
心
理
学
原
理
』
の
次
の
部
分
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

W
e

feel
things

differently
according

as
w

e
are

sleepy
or

aw
ake,

hungry
or

full,
fresh

or
tired

[...]
W

hen
the

identical
fact

recurs,
w

e
m

ust
think

of
it

in
a

fresh

m
anner,

see
it

under
a

som
ew

hat
different

angle,

apprehend
it

in
different

relations
from

those
in

w
hich

it

last
appeared.

A
nd

the
thought

by
w

hich
w

e
cognize

it
is

the
thought

of
it-in-those-relations,

a
thought

suffused

w
ith

the
consciousness

of
all

that
dim

context.
O

ften
w

e

are
ourselves

struck
at

the
strange

differences
in

our

successive
view

s
of

the
sam

e
thing.

[...]
the

young
girls

that
brought

an
aura

of
infinity,

at
present

hardly

distinguishable
existences.

（The
Principles

ofPsychology
(

)

）

28

〔
私
た
ち
は
眠
た
い
か
醒
め
て
い
る
か
、
空
腹
か
満
腹
か
、
元
気

か
疲
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
物
事
を
違
う
よ
う
に
感
じ
る
。（
中

略
）
同
一
の
事
実
が
二
度
起
つ
た
時
、
私
た
ち
は
、
新
し
い
方
法

で
考
え
、
い
く
ら
か
違
う
角
度
か
ら
捉
え
、
以
前
と
は
異
な
る
関

係
の
中
で
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
認
識
す
る
時
の
考
え

は
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
考
え

で
あ
り
、
全
て
の
漠
然
と
し
た
前
後
関
係
の
意
識
に
覆
わ
れ
た
考

え
で
あ
る
。
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
同
じ
も
の
に
つ
い
て
の
前
の

見

解

と

後

の

見

解

が

不

思

議

な

ほ

ど

違

う

こ

と

に

驚

い

て

し

ま

う

。
（
中
略
）
無
限
の
輝
き
を
感
じ
て
い
た
少
女
が
、
現
在
は
い

る
の
か
い
な
い
の
か
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
〕

こ
れ
は
「
意
識
」
が
絶
え
ず
変
化
を
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
物

事
の
認
識
が
そ
の
時
の
環
境
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
中
で
「
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
あ
る
も
の
と
し

て
の
考
え
で
あ
り
、
全
て
の
漠
然
と
し
た
前
後
関
係
の
意
識
に
覆
わ
れ

た
考
え
」
と
し
て
、
あ
る
「
意
識
」
が
前
後
の
「
意
識
」
の
あ
り
方
と

密
接
な
関
連
に
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
先
の
「
創
作
家
の

態
度
」
の
「
腹
が
減
る
と
い
ふ
現
象
が
心
に
起
れ
ば
こ
そ
飯
が
旨
い
と

云
ふ
現
象
が
次
い
で
起
る
」
と
い
う
例
は

、
『
心
理
学
原
理
』
の
「
空

腹
か
満
腹
か
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
認
識
の
あ
り
方
が
変
わ
る
と
い
う
こ

と
と
同
じ
も
の
と
言
え
る
。
ま
た

、
「
昔
し
恋
を
し
た
女
を
十
年
立
つ

て
考
へ
る
と
、
な
ぜ
ま
あ
、
あ
れ
程
逆
上
ら
れ
た
も
の
か
な
あ
と
感
心

す
る
が
、
当
時
は
其
逆
上
が
尤
も
で
、
理
の
当
然
で
、
実
に
自
然
で
、

絶
対
に
価
値
の
あ
る
事
と
し
か
思
は
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
も
、
「
無

限
の
輝
き
を
感
じ
て
い
た
少
女
が
、
現
在
は
い
る
の
か
い
な
い
の
か
も
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わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
例
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
意
識
」
に
関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
漱
石
と
ジ
ェ

イ
ム
ズ
に
は
強
い
親
和
性
が
見
ら
れ
る
、
こ
の
理
由
と
し
て
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
「
意
識
」
の
見
解
を
も
と
に
漱
石
が
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
、
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
意
識
」
を
め
ぐ
る
問
題
の
根
幹
に
あ
る
の
が
、

「
真
理
」
観
の
相
対
化
で
あ
る
。
あ
る
一
定
の
も
の
の
見
方
を
「
真
理
」

と
し
て
絶
対
化
し
な
い
こ
と
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
説
き
続
け
る
。
こ
れ
は

漱
石
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
前
の
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」

(
)

と
こ
の

29

「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
は
、
様
々
な
観
点
や

「
態
度
」
で
の
も
の
の
見
方
を
認
め
、
あ
る
一
つ
の
見
方
や
考
え
方
を

絶
対
視
し
な
い
姿
勢
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
漱
石
は
両
評
論
で
自
然

主
義
が
「
知
」
に
よ
る
「
真
」
の
み
を
絶
対
化
す
る
傾
向
を
批
判
す
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
漱
石
は
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
様
々
な
と

こ
ろ
で
説
き
続
け
て
い
る

。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
で
語
ら
れ
た
「
平

生
文
学
上
に
抱
い
て
ゐ
る
意
見
と
、
教
授
の
哲
学
に
就
い
て
主
張
す
る

所
の
考
と
が
、
親
し
い
気
脈
を
通
じ
て
彼
此
相
倚
る
様
な
心
持
が
し
た
」

と
い
う
共
感
も
ま
た
、
こ
の
点
を
土
台
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四

「
中
味
と
形
式
」
の
背
景
と
『
行
人
』

す

で

に

『

多

元

的

宇

宙

』
、
『

時

間
と

自
由

』

と

漱

石

の

文
学

観

に

つ
い
て
は
様
々
な
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

(
)

。
先
ほ
ど
考
察
し
た
共
通

30

性
を
も
と
に
先
行
論
の
驥
尾
に
付
し
て
考
え
を
述
べ
る
。

『
多
元
的
宇
宙
』
に
つ
い
て
、
漱
石
の
蔵
書
の
線
引
き
を
見
る
と
、

そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
批
判
し
た
第
三
講
、
そ
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
哲
学
を
紹
介
し
た
第
六
講
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
第
六
講
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

Professor
B

ergson
thus

inverts
the

traditional
platonic

doctrine
absolutely.

Instead
of

intellectual
know

ledge

being
the

profounder,
he

calls
it

the
m

ore
superficial.

Instead
of

being
the

only
adequate

know
ledge,

it
is

grossly
inadequate,

and
its

only
superiority

is
the

practical
one

of
enabling

us
to

m
ake

short
cuts

through

experience
and

thereby
to

save
tim

e.
T

he
one

thing
it

cannot
do

is
to

reveal
the

nature
of

thing
-

w
hich

last

rem
ark,

if
not

clear
already,

w
ill

becom
e

clearer
as

I

proceed.
D

ive
back

into
the

flux
itself,

then,
B

ergson
tells

us,
if

you
w

ish
to

know
reality,

（A
pluralistic

universe
(

)

）

31

〔
ベ
ル
グ
ソ
ン
教
授
は
、
こ
う
い
う
わ
け
で
、
伝
統
的
な
プ
ラ
ト

ン
の
教
え
を
完
全
に
ひ
っ
く
り
か
え
す
の
で
あ
る
。
彼
は
、
知
的

な
認
識
を
よ
り
深
い
も
の
と
は
よ
ば
ず
、
よ
り
表
面
的
な
も
の
と

よ
ぶ
。
こ
の
認
識
は
、
た
だ
一
つ
の
妥
当
な
知
識
で
あ
る
ど
こ
ろ

か
、
非
常
に
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
だ
一
つ
の
長
所

は
、
我
々
が
そ
の
お
か
げ
で
経
験
の
中
で
近
道
を
と
り
、
時
間
を

倹
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
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の
認
識
は
事
実
の
本
性
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い

―
こ
の
こ
と

の
意
味
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
私
の
話
が
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。
実
在
を
知
り
た
い
と
思
う
な

ら
、
流
れ
の
中
に
も
う
一
度
と
び
こ
め
。
〕

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
従
来
高
い
価
値
を
与
え
ら
れ
て
き
た
知
的

な
認
識
を
「
よ
り
表
面
的
な
も
の
」
と
し
て

、
「
事
実
の
本
性
を
示
す

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
で
あ

る
。
そ
し
て
知
的
な
認
識
の
長
所
は

、
「
近
道
を
と
り
、
時
間
を
倹
約

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
実
用
的
な
も
の
」
の
み
と
さ
れ
、
「
実

在
を
知
り
た
い
と
思
う
な
ら
、
流
れ
の
中
に
も
う
一
度
と
び
こ
め
」
と

い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
「
中
味
と
形
式
」
の
立
場
と
極
め
て
近
い
も
の

で
あ
る
。
「
中
味
と
形
式
」
に
お
け
る
学
者
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
観

察
者
」
と
は
、
「
知
的
な
認
識
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
観

察
者
」
に
よ
る
認
識
は
、
「
学
者
の
や
る
統
一
、
概
括
と
云
ふ
も
の
ゝ

御
陰
で
我
々
は
日
常
ど
の
位
便
宜
を
得
て
ゐ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
便
宜

」
、
つ
ま
り
「
実
用
的
な

も
の
」
と
し
て
評
価
さ
れ
つ
つ
、
「
中
味
か
ら
云
ふ
と
一
向
纏
つ
て
い

な
い
」
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り

、
「
実
在
を
知
り
た
い
と
思

う
な
ら
、
流
れ
の
中
に
も
う
一
度
と
び
こ
め
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
中

味
と
形
式
」
に
お
け
る
「
観
察
者
」
が
「
内
部
へ
入
り
込
ん
で
其
裏
面

の
活
動
か
ら
し
て
自
か
ら
出
る
形
式
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
言
葉
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
『
行

人
』
の
「
脚
絆
を
着
け
て
山
河
を
跋
渉
す
る
実
地
の
人
と
、
同
じ
経
験

を
し
や
う
と
焦
慮
り
抜
い
て
ゐ
る
の
だ
」
と
い
う
一
郎
の
嘆
き
に
同
様

の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
多
元
的
宇
宙
』
で
語
ら
れ
る
「
知

的
な
認
識
を
よ
り
深
い
も
の
と
は
よ
ば
ず
、
よ
り
表
面
的
な
も
の
」
と

す
る
認
識
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
の
対
立

に
お
い
て
、
前
者
を
高
く
評
価
す
る
一
般
的
な
価
値
観
を
「
完
全
に
ひ

っ
く
り
か
え
す
」
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
『
多
元
的
宇
宙
』
の
考
え
は
、
そ
の
少
し
前
に
あ
る
次
の
指
摘

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

theoretic
know

ledge,
w

hich
is

know
ledge

about
things,

as

distinguished
from

living
or

sym
pathetic

acquaintance
w

ith

them
,

touches
only

the
outer

surface
of

reality.

（A
pluralistic

universe

）

〔
事
物
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
理
論
的
な
知
識
は
、
事
物
と
と
も

に
生
き
る
こ
と
、
な
い
し
は
共
感
を
も
っ
て
事
物
を
知
る
こ
と
、

と
は
別
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
在
の
外
側
に
ふ
れ
る
の
み
で
あ
る
〕

こ
こ
で
は
、
「
理
論
的
な
知
識
」
と
「
事
物
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
、

な
い
し
は
共
感
を
も
っ
て
事
物
を
知
る
こ
と
」
と
が
全
く
別
の
認
識
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
先
の
引
用
の
「
知
的
な
認
識
」
、

後
者
が
「
流
れ
の
中
に
」
「
飛
び
こ
」
む
こ
と
に
対
応
し
た
も
の
で
あ

る
。
「
中
味
と
形
式
」
で
説
か
れ
た
「
相
手
を
研
究
し
相
手
を
知
る
と
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い
う
の
は
離
れ
て
知
る
の
意
で
そ
の
物
に
な
り
す
ま
し
て
こ
れ
を
体
得

す
る
の
と
は
全
く
趣
が
違
う
」
と
い
う
認
識
は
、
こ
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

考
え
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
先
の
引
用
に
名
前
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
思
想
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る

。
『
時
間
と
自
由
』
か
ら
、

や
は
り
漱
石
の
線
引
き
し
た
部
分
を
引
用
す
る
。

W
hat

w
e

m
ust

say
is

that
w

e
have

to
do

w
ith

tw
o

different

kinds
of

reality,
the

one
heterogeneous,

that
of

sensible

qualities,
the

other
hom

ogeneous,
nam

ely
space.

T
his

latter,
clearly

conceived
by

the
hum

an
intellect,

enables
us

to
use

clean-cut
distinctions,

to
count,

to
abstract,

and

perhaps
also

to
speak.

（T
im

e
and

free
w

ill
(

)

）

32

〔
私
た
ち
は
次
元
の
異
な
る
二
つ
の
現
実
を
認
識
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
方
は
異
質
的
で
、
そ
れ
は
感
覚
的
な
性
質
の
も
の

で
あ
り
、
他
方
は
等
質
的
で
、
こ
れ
が
空
間
で
あ
る
。
後
者
は
人

間
の
知
性
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
私
た
ち
に
截
然
と
し
た
区
別
を
お
こ
な
っ
た
り
、
数
え
た

り
、
抽
象
し
た
り
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
ま
た
話
す
こ
と
を
も
可

能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〕

『
時
間
と
自
由
』
に
お
い
て
は
、
認
識
さ
れ
る
「
現
実
」
の
二
つ
の

あ
り
方
が
説
か
れ
る
。
一
つ
は
「
感
覚
的
な
性
質
」
と
さ
れ
る
「
異
質

的
」
な
「
現
実
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
現
実
」
を
認
識
す
る
意
識

状
態
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
純
粋
持
続
（pure

duration

）
」
と
呼
ぶ
。

も

う

一

つ

は

、
「

知

性

」

に

よ

っ

て

理

解

さ

れ

る

、
「

時

間

」

に

「

空

間
」
が
介
入
し
た
「
等
質
的
」
な
「
現
実
」
で
あ
る

(
)

。
こ
の
「
二
つ

33

の
現
実
」
が
分
け
ら
れ
、
後
者
の
「
知
性
」
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
「
現

実
」
で
は
な
く
、
前
者
の
「
感
覚
的
な
性
質
」
と
さ
れ
る
「
現
実
」
に

こ
そ
高
い
価
値
が
置
か
れ
る
。
こ
の
考
え
は
、
「
研
究
的
な
僕
」
と
「
実

行

的

な

僕

」

を

分

か

ち

、
「
研

究

的

」

な

あ

り

方

を

退

け

、
「
実

行

」

を
求
め
る
『
行
人
』
の
一
郎
の
嘆
き
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
『
行
人
』

に
お
け
る
「
研
究
的
」
／
「
実
行
的
」
の
問
題
が

、
「
中
味
と
形
式
」

を
経
由
し
て
『
多
元
的
宇
宙
』
、
そ
し
て
『
時
間
と
自
由
』
に
ま
で
遡

及
で
き
る
と
す
れ
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
か
ら
、『
行

人
』
に
お
け
る
一
郎
の
希
求
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
時

間
と
自
由
』
に
つ
い
て
、
漱
石
が
「
余
ハ
常
ニ
シ
カ
考
ヘ
居
タ
リ
」
と

極
め
て
強
い
共
感
を
示
し
た
書
き
込
み
の
残
る
ペ
ー
ジ
に
は
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。

A
s

w
e

are
not

accustom
ed

to
observe

ourselves
directly,

but
perceive

ourselves
through

form
s

borrow
ed

from
the

external
w

orld,
w

e
are

led
to

believe
that

real
duration,

the
duration

lived
by

consciousness,
is

the
sam

e
as

the

duration
w

hich
glides

over
the

inert
atom

s
w

ithout

penetrating
and

altering
them

.

（T
im

e
and

free
w

ill

（p.154

）
）

〔
私
た
ち
は
自
分
自
身
を
直
接
に
観
察
す
る
習
慣
が
な
く
、
外
的
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世
界
か
ら
借
り
て
き
た
諸
形
式
を
通
し
て
自
分
を
捉
え
る
も
の
だ

か
ら
、
現
実
的
持
続
、
意
識
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
持
続
が
、
惰

性
的
な
諸
原
子
の
上
を
、
そ
れ
に
浸
透
す
る
こ
と
な
く
何
の
変
化

も
与
え
な
い
で
滑
り
過
ぎ
て
し
ま
う
持
続
と
同
じ
も
の
だ
と
思
い

込
む
よ
う
に
な
る
。
〕

『
時
間
と
自
由
』
の
も
と
の
題
名
は
、
「E

ssai
sur

les
données

im
m

édiates
de

la
conscience

（
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ

い
て
の
試
論
）

(
)

」
で
あ
り

、
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
を

34

捉
え
る
意
識
状
態
が
「
純
粋
持
続
」
と
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
貫

し
て
問
題
に
す
る
の
は
、
我
々
の
認
識
に
「
空
間
」
が
介
入
す
る
こ
と

で
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
が
い
か
に
屈
折
さ
れ
る
か
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。
先
に
見
た
よ
う
な
「
知
性
」
の
問
題
点
は

、
「
外
的

世
界
か
ら
借
り
て
き
た
諸
形
式
」
、
つ
ま
り
意
識
に
と
っ
て
外
的
な
観

念
を
通
し
て
認
識
す
る
た
め

、
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
外
的
世
界

か
ら
借
り
て
き
た
諸
形
式
」
の
代
表
的
な
も
の
が
「
言
語
」
（
「
言
葉
」
）

で
あ
る
。
再
び
漱
石
の
線
引
し
た
部
分
を
引
用
す
る
。

C
onsciousness,

goaded
by

an
insatiable

desire
to

separate,

substitutes
the

sym
bol

for
the

reality,
or

perceives
the

reality
only

through
the

sym
bol.

A
s

the
self

thus
refracted,

and
thereby

broken
to

pieces,
is

m
uch

better
adapted

to

the
requirem

ents
of

social
life

in
general

and
language

in

particular,
consciousness

prefers
it,

and
gradually

loses

sight
of

the
fundam

ental
self.

（T
im

e
and

free
w

ill
(

)

）

35

〔
意
識
は
、
区
別
し
よ
う
と
す
る
飽
く
な
き
欲
望
に
悩
ま
さ
れ
て

い
て
、
現
実
の
代
わ
り
に
記
号
を
置
き
換
え
た
り
、
あ
る
い
は
記

号
を
通
し
て
し
か
現
実
を
知
覚
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
屈
折
さ
せ

ら
れ
、
ま
た
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
た
自
我
は
、

一
般
に
社
会
生
活
の
、
特
に
言
語
の
諸
要
求
に
は
る
か
に
よ
く
適

合
す
る
の
で
、
意
識
は
そ
の
方
を
好
み
、
少
し
ず
つ
根
底
的
自
我

を
見
失
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
〕

こ

の

よ

う

な

「

記

号

」
、
「

言
語

」

と

い

う

「

外

的

世

界

か

ら

借

り

て
き
た
諸
形
式
」
に
よ
る
認
識
は

、
「
根
底
的
自
我
」
を
見
失
う
も
の

と
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
自
由
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
外
的
世

界
か
ら
借
り
て
き
た
諸
形
式
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
根
底
的
自
我
」
に

基
づ
く
行
為
な
の
だ

(
)

。
先
に
見
た
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
い
て
批

36

判
さ
れ
た
「
作
物
」
を
内
容
で
評
価
す
る
の
で
は
な
く
「
主
義
」
で
裁

断
す
る
こ
と
は
、
「
外
的
世
界
か
ら
借
り
て
き
た
諸
形
式
」
を
通
し
て

見
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
一
郎
に
も
ま
た
、

同
様
の
問
題
意
識
が
見
ら
れ
る
。
「
図
を
披
い
て
地
理
を
調
査
す
る
」

と
い
う
一
郎
の
自
己
認
識
は
、
ま
さ
に
「
図
」
と
い
う
「
外
的
世
界
か

ら
借
り
て
き
た
諸
形
式
」
を
通
し
て
し
か
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

自
己
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
図
」
を
捨
て
去
っ

た
人
物
と
し
て
一
郎
が
強
い
憧
れ
を
示
す
の
が
香
厳
な
の
だ
。
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『
行
人
』
で
語
ら
れ
る
香
厳
は
、
潙
山
の
「
父
も
母
も
生
れ
な
い
先

の
姿
に
な
つ
て
出
て
来
い
」
（
「
塵
労
」
五
十
）
と
い
う
言
葉
に
対
し
、

「
平
生
読
み
破
つ
た
書
物
上
の
知
識
を
残
ら
ず
点
検
し
た
揚
句
」
（
同
）

「
今
迄
集
め
た
書
物
を
す
つ
か
り
焼
き
棄
て
」
（
同
）
、
「
一
切
を
放
下

し
尽
し
て
仕
舞
つ
た

」
（
同
）
後
、
投
げ
た
石
が
竹
に
当
た
っ
た
音
を

聞
い
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
悟
り
が
開
か
れ
る

。
「
書
物
」
が
代
表
す

る
そ
れ
ま
で
の
認
識
の
基
盤
、
つ
ま
り
「
外
的
世
界
か
ら
借
り
て
き
た

諸
形
式
」
を
「
放
下
し
尽
」
す
こ
と
で
、
石
が
竹
に
当
た
っ
た
音
を
「
意

識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
聞
い
た
か
ら
こ
そ

、
「
父
も
母

も
生
れ
な
い
先
の
姿

」
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
根
底
的
自
我
」
を
捉

え
た
と
し
て
大
悟
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
明
治
四
十
年
頃
に
『
禅
門
法
語
集
』
の
扉
に
「
珍
分
漢
の

囈
語
」
と
否
定
的
に
書
き
込
ん
だ
禅
の
思
想
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
―
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
思
想
を
経
由
し
て
新
た
な
意
義
付
け
の
も
と
漱
石
の
中
で
蘇

っ
て
き
た
可
能
性
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か

(
)

。
そ
し

37

て
、
「
絶
対
即
相
対
」
の
境
地
も
ま
た
「
生
死
を
超
越
」
す
る
こ
と
に

繋
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
禅
と
の
結
び
つ
き
の
極
め
て
強
い
も
の
で

あ
る
。
一
郎
の
「
実
行
」
を
求
め
る
姿
勢
が

、
「
中
味
と
形
式
」
を
経

て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
に
ま
で
遡
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
親
し
く
経
験
す
る
事
の
で
き
る
判
切
し
た
心
理
的
な
も
の
」
と
さ
れ

る
こ
の
境
地
を
、
先
に
見
た
オ
イ
ケ
ン
的
な
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対

化
」
と
い
う
解
釈
で
は
な
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
と

禅
の
思
想
と
の
関
連
の
中
か
ら
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ

り
重
視
す
べ
き
こ
と
は
、
一
郎
の
救
済
の
方
向
性
と
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ

―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
を
背
景
に
禅
が
志
向
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
で
あ

る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
は
近
代
哲
学
に
対
す
る
根
本

的
な
批
判
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
の
近
代
化
に
対
す
る
強
い
批
判
意
識

を
漱
石
が
持
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
の
禅
へ
の

関
心
は
、
そ
の
よ
う
な
西
洋
思
想
の
動
向
と
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、

漱
石
の
近
代
化
批
判
の
射
程
は
決
し
て
「
日
本
の
開
化
」
に
限
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

【
注
記
】

(
)

初
出
は
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
十
二
月

1

六
日
～
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
四
月
七
日
で
連
載
さ
れ
た
後
、

一
時
休
載
を
挟
ん
で
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
九
月
十
六
日
～

同
年
十
一
月
十
五
日
。

(
)

「
中

味
と

形

式
」
は

明

治
四

十
四

年
夏

に
大

阪
朝

日
新

聞
社

の

2

依
頼
に
よ
り
行
わ
れ
た
連
続
講
演
の
三
回
目
で
あ
り
、
八
月
十
七

日
に
堺

で
講
演
さ

れ
た
。
ま

た
文
章

と
し
て

、
『
朝
日
講
演
集
』

（
大
阪
朝
日
新
聞
社
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
十
一
月
）

に
収
録
さ
れ
た
。

(
)

岡
崎
義
恵
「
「
行
人

」
」
（
『
漱
石
と
則
天
去
私

』
（
岩
波
書
店
、

3

昭

和

十

八

（

一

九

四

二

）

年

十

一

月

）
）
。

引

用

は

『

漱

石

と

則

天
去
私

』
（
宝
文
館

出
版
、
昭

和
四
十

三
（
一
九

六
八
）
年
十
二

月
）
に
よ
る
。

(
)

江

藤

淳

「
「
行

人

」

―
「

我

執
」

と

「

自
己

抹

殺

」
」
（
『
夏

4

目
漱
石

』
（
東
京
ラ
イ

フ
社
、

昭
和
三

十
一
（
一

九
五
六
）
年
十
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一
月

）
）
。
引
用
は
『
決
定
版

夏
目
漱
石

』
（
新
潮
社
、
昭
和
五

十
四
（
一
九
七
九
）
年
七
月
）
に
よ
る
。

(
)

鳥
居
邦
朗
「
行
人
」
（
「
国
文
学
」
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年

5

八

月

）
。

引

用

は

『

漱

石

作

品

論

集

成

第

十

巻

行

人

』
（

桜

楓
社
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
二
月
）
に
よ
る
。

(
)

清
水
孝
純
「
此
岸
に
し
て
彼
岸
へ
」
（
『
漱
石

そ
の
反
オ
イ
デ

6

ィ
プ
ス
的
世
界
』（
翰
林
書
房
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
十
月
）
）
。

(
)

こ
の
「
絶
対
即
相
対
」
の
境
地
を
「
自
我
（
自
己
）
の
絶
対
化
」

7

と
は
異
な
る
解
釈
、
特
に
禅
と
関
連
さ
せ
て
解
釈
し
た
も
の
も
多

い

。

そ

の

中

で

も

田

中

実

「
「

整

つ

た

頭

」

と

「

乱

れ

た

心

」

―
『
行
人
』
私
論

―
」
（
『
漱
石
を
読
む

』
（
笠
間
書
院
、
平

成
十

三
（
二
〇

〇
一
）

年
四
月

）
）
の
「

個
人
的
な
考
え
だ

ろ
う

が
、
筆
者
は
世
界
が
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
の
文
化

が
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
名
付

け
ら
れ

な
い
、

父
と
母

が
生
ま
れ

る
以
前

の
世
界

、
〈
こ
と
ば
〉

が
生
ま
れ
る
以
前
で
あ
り
、
文
化
以
前
の
状
態
と
言
っ
て
も
よ
い
」

と
い
う
見
解
は
、
本
論
の
主
張
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。

(
)

初
出
は

、
「
東
京
朝
日
新

聞
」
明

治
四
十

三
（
一
九
一
〇
）
年

8

十
月
二
十
九
日
か
ら
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
二
月
二
十
日

ま
で
、
三
十
二
回
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
掲
載
。

(
)

オ
イ
ケ
ン
の
流
行
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
大
正
二
年
十
月
発
行

9

の
稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
の
哲
学
』
（
大
同
館
書
店
、
大
正
二
（
一

九
一
三

）
年
十
月

）
に

、
「
我
思
想
界

が
オ
イ

ケ
ン
を
伝
へ
て
既

に

三

年

に

及

」

ぶ

こ

と

が

述

べ

ら

れ

（
「
自

序

」
（

頁

）
）
、

ま

1

た
オ
イ
ケ
ン
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て
「
二
者
は
現
代
思
想
界
の

双

大
壁
と

し
て
天
下

を
二
分

し
て
居
る
観

が
あ
る

」
（

頁
）
と

53

あ
る
が
、
大
正
四
年
七
月
発
行
の
稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
と
現
代

思
潮

』
（
天
弦
堂
書

房
、
大
正

四
（
一

九
一
五
）

年
七
月
）
に
は

「
我
が
国
に
於
け
る
オ
イ
ケ
ン
熱
の
消
長
の
甚
だ
し
く
激
烈
で
あ

つ

た

事

を

悲

し

む

の

で

あ

る

」
（
「
は

し

が

き

」
（

頁

）
）

と

あ

1

り
、
一
種

の
「
思

想
界
の
流

行

」
（
同
）
で
あ
っ

た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
同
時
期
に
、
オ
イ
ケ
ン
の
著
書
の
訳
書

や
、
オ
イ
ケ
ン
を
紹
介
し
た
単
行
本
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。

ま

た
漱
石

も
「
私

の
個
人
主

義

」
（

大
正
三
年
十

一
月
二
十
五
日

に
学
習
院
で
行
わ
れ
た
講
演
）
で
「
近
頃
流
行
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
や

オ
イ
ケ
ン
で
も
」
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
並
べ
て
オ
イ
ケ
ン
の
流
行

に
言
及
し
て
い
る
。

(
)

金
子
筑
水
「
個
人
主
義
の
盛
衰

」
（
「
太
陽
」
明
治
四
十
一
（
一

10

九
〇
八

）
年
九
月

）
。
引
用
は
『

明
治
文
学
全
集

金

子
筑

50

水

、
田
中
王

堂
、
片

山
孤
村

、
中
沢
臨
川

、
魚
住

折
蘆
集

』
（

筑

摩
書
房
、
昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
十
月
）
に
よ
る
。

(
)

稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
の
哲
学
』
は
日
本
で
の
オ
イ
ケ
ン
に
つ

11

い
て

の
一
冊

の
単
行

本
と
し
て

は
先
駆
的

な
も
の
で

あ
り

、
「
哲

学
雑
誌

」
（
大
正
二

（
一
九
一

三
）
年

十
一
月
）

や
「
丁
酉
倫
理

会

倫
理
講

演
集

」
（

大
正

二
（
一

九
一
三

）
年
十
二
月
）
な

ど
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
序
」
を
金
子
筑
水
が
書
い
て
い
る
。

稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
と
現
代
思
潮
』
は
、
天
弦
堂
書
房
よ
り
出
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さ
れ
た
「
近
代
思
潮
叢
書
」
の
一
冊
で
あ
る
。

(
)

稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
の
哲
学
』
（
前
出
）

頁

12

139

(
)

稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
の
哲
学
』
（
前
出
）

頁

13

233

(
)

稲
毛
詛
風
『
オ
イ
ケ
ン
と
現
代
思
潮
』
（
前
出
）

頁

14

96

(
)

こ
れ
ら
以
外
で
も
、
オ
イ
ケ
ン
の
「
人
格
」
重
視
の
点
は
し
ば

15

し
ば
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
三
並
良
『
オ
イ
ケ
ン
の

哲
学
』
（
警
醒
社
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
七
月
）
に
は
、
「
人

格
的
生
活
は
斬
新
な
る
世
界
の
光
景
を
発
展
せ
し
め
、
自
己
の
激

励
、
実
験
、
養
成
に
よ
り
根
本
真
理
と
生
活
の
真
理
と
の
王
国
を

造
く
る
必
要
が
あ
る
」
（

頁
）
と
あ
る
。

295

(
)

オ
イ
ケ
ン
の
「
自
我
」
の
拡
大
は
、
現
実
世
界
で
の
実
現
を
目

16

指
す

積
極
的
な

思
想
で

あ
る
。

一
方

、
『

行
人

』
の
一
郎
の
「
絶

対
即
相
対
」
の
境
地
を
「
自
我
（
自
己
）
の
拡
大
」
と
す
る
先
行

論
に
お
い
て
は
、
一
郎
の
考
え
が
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
信
仰
の
問
題
な
ど
オ
イ
ケ
ン
と

一
郎
の
姿
勢
に
は
様
々
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
両
者
の

共

通
性
と
し

て
最
も

重
要
な

点
は

、
「

一
種
の
形
式
を
事
実

の
前

に
備
へ
て
置
ひ
て
、
其
形
式
か
ら
我
々
の
生
活
を
割
出
さ
う
と
す

る
」
（
「
中
味
と
形
式
」
）
と
漱
石
が
述
べ
る
よ
う
な
姿
勢
で
あ
る
。

ま
た
オ
イ
ケ
ン
が
受
容
さ
れ
る
背
景
に
あ
る
問
題
意
識
と
、『
行

人
』
で
一
郎
の
訴
え
る
問
題
に
は
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
一
例
と

し

て
、
伊

達
源
一

郎
『
オ
イ

ケ
ン

』
（

民
友
社
、

大
正
三
（
一
九

一

四

）

年

九

月

）

に

は

、
「

近

代

の

文

明

」
（

頁

）

が

「

社

会

130

を
し
て

益
々
複
雑

な
る
器

械
と
化
せ

し
め
た

る

」
（
同
）
結

果
、

人
間
相
互
の
関
係
が
「
内
部
に
は
却
つ
て
分
離
し
、
互
に
相
競
ふ

と
い
ふ
不
可
思
議
な
る
現
象
を
呈
し
居
る
な
り
。
個
人
と
個
人
の

間
に
は
実
に
牢
固
と
し
て
抜
く
可
ら
ざ
る
障
壁
が
設
け
ら
れ
あ
る

な

り

」
（

頁

）

と

い

う

状

況

と

な

っ

た

た

め

に

、
「

一

種

の

堪

131

え
難
き

寂
漠
の
感

を
起
さ
し

む
る

」
（
同
）
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
一
郎
が
近
代
化
の
問
題
点
と
し
て
「
科
学
の
発
展
」
（
「
塵

労
」
三

十
二
）

を
述
べ

、
「
君
の
心

と
僕
の

心
と
は
一
体
何
処
迄

通

じ

て

ゐ

て

、

何

処

か

ら

離

れ

て

ゐ

る

の

だ

ら

う

」
（
「
塵

労

」

三
十
六
）
と
問
う
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

(
)

岡
崎
義
恵
「
「
行
人
」
」
（
前
出
）

17

(
)

こ
の
よ
う
な
一
郎
の
捉
え
方
は
、
オ
イ
ケ
ン
を
受
容
し
た
日
本

18

の
思
想
状
況
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
オ
イ
ケ
ン
の
哲

学
は
、
自
然
主
義
的
な
思
想
の
衰
退
に
伴
い
、
勃
興
し
て
き
た
「
大

正
教
養
主
義
」
の
「
人
生
論
的
な
思
想
の
核
」
と
な
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
（
『
哲
学
・
思
想
事
典
』
（
岩
波
書
店
、
平
成
十
年
三
月
）

の

「

オ

イ

ケ

ン

」
（

竹

田

純

郎

）

の

項

目

に

よ

る

）
。

こ

の

点

で

注
目
す
べ
き
は
漱
石
作
品
の
評
価
軸
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
山
本

芳
明
「
漱
石
評
価
転
換
期
の
分
析

―
『
彼
岸
過
迄
』
か
ら
漱
石

の
死
ま
で

―
」
（
『
文
学
者
は
作
ら
れ
る

』
（
未
発
選
書
、
平
成

十
二

（
二
〇

〇
〇
）

年
十
二
月

）
）
に
よ

る
と
、

大
正
三
年
頃
か

ら
漱
石
の
評
価
に
つ
い
て
自
然
主
義
的
な
評
価
軸
に
基
づ
く
も
の

か
ら
、
〈
新
た
な
評
価
軸
〉
が
生
ま
れ
、
そ
の
変
化
の
契
機
が
『
行

人
』
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
赤
木
桁
平
は
漱

石
作
品
を
「
人
格
の
芸
術
乃
至
人
格
主
張
の
芸
術
」
と
「
人
格
」
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と
い
う
言
葉
で
評
価
し
て
い
る
（
「
夏
目
漱
石
論

」
（
「
ホ
ト
ヽ
ギ

ス

」

大

正

三

年

一

月

）
）
。

こ

れ

以

上

の

詳

述

は

避

け

る

が

、

先

行
論
に
よ
る
一
郎
の
捉
え
方
の
根
底
に
は
、
山
本
氏
が
述
べ
る
〈
新

た
な
評
価
軸
〉
が
あ
り
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
、
オ
イ
ケ
ン
が
受

容
さ
れ
る
よ
う
な
日
本
の
思
想
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
)

今
回
、
東
北
大
学
付
属
図
書
館
で
漱
石
の
蔵
書
で
あ
る

R
udolf

19

E
uchen,

The
m

eaning
and

value
of

life.
T

ranslated
by

L
J.

&
W

.R
.G

ibson.
L

ondon:B
lack.

1909.

の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
漱
石
の
書
き
込
み
の
写
り
が
所

々
で
薄
く
な
っ
て
お
り
十
分
な
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
こ
で
の
漱
石
の
書
き
込
み
は
次
の
部
分
に
対
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
訳
文
は
藤
本
に
よ
る
拙

訳
で
あ
る
。

T
he

universe
presents

itself
in

m
an

variously
sundered

and
graded.

It
becom

es
all-im

portant
to

shift
upw

ard
the

centre
of

gravity
in

his
life,

thereby
enabling

him
to

co-operate
in

the
construction

of
the

universe.
W

ithout

m
an's

participation
and

decision,
the

m
ovem

ent
at

his

particular
point

can
m

ake
no

further
progress.

W
hat

could
be

better
calculated

to
give

his
life

m
eaning

and

value
than

this
possibility

of
rising

to
a

level
of

spiritual
freedom

,
to

a
life

w
hich,

in
the

very
act

of

consolidating
itself,

allow
s

him
to

share
in

the
fruition

and
developm

ent
of

the
w

hole
of

reality?

（The
m

eaning
and

value
of

life
p.99

）

〔
宇
宙
は
人
間
に
様
々
に
切
り
離
さ
れ
等
級
に
分
け
ら
れ
た
も

の
と
し
て
現
れ
る
。
人
生
に
お
け
る
深
刻
さ
の
中
心
的
な
も
の

を
良
い
方
向
へ
と
変
え
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
宇
宙
の
建

設
へ
の
共
同
を
可
能
と
す
る
こ
と
は
、
最
も
重
要
な
も
の
に
ふ

さ
わ
し
い
。
人
間
の
参
加
と
決
断
な
し
に
、
あ
る
地
点
で
の
展

開
が
さ
ら
な
る
進
歩
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
。
精
神
的
に
自

由
に
解
放
さ
れ
た
レ
ベ
ル
へ
と
上
っ
て
い
く
可
能
性
、
そ
し
て

ま
さ
に
人
生
そ
れ
自
体
を
強
固
に
し
て
い
る
と
き
に
、
現
実
全

体
の
結
実
と
発
展
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
人
生
へ

と
高
ま
る
可
能
性
よ
り
以
上
に
、
人
生
に
意
義
と
価
値
を
与
え

る
上
で
適
し
た
も
の
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
〕

意
味
が
取
り
に
く
い
が
、
「spiritual

freedom

」
と
、
現
実
全

体

の

結

実

と

発

展

を

と

も

に

す

る

こ

と

、

後

者

は

少

し

前

の

「construction
of

the
universe

」
に
共
同
す
る
こ
と
と
同
様
の

意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
、「life

」
に
「m

eaning

and
value

」
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
)

も
と
は
明
治
四
十
一
年
二
月
十
五
日
の
第
一
回
「
朝
日
講
演
会
」

20

で
行
わ
れ
た
講
演
で
あ
り
、
文
章
と
し
て
は
同
年
四
月
「
ホ
ト
ト

ギ
ス
」
に
発
表
さ
れ
た
。

(
)

初
出

は

、
「
東
京
朝

日
新
聞
」

明
治
四

十
一
年
一

月
一
日
～
四

21

月
六
日
。

(
)

後
で
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
一
郎
の
認
識
は
、
禅
と
関
係
の
深
い

22

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
飛
躍
」
と
い
う
言
葉
は
、
加
藤
二
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郎

「

漱

石

と

禅

―
「

明

暗

」

の

語

に

即

し

て

―
」
（
『
漱

石

と

禅

』
（

翰

林

書

房

、

平

成

十

一

（

一

九

九

九

）

年

十

月

）
）

に

お
け
る
、
漱
石
と
禅
の
関
係
に
つ
い
て
明
治
末
か
ら
晩
年
に
か
け

て

、
「
禅
の
体

得
と
体

現
の
過

程
と
で
も

言
う
べ

き
一
つ
の
飛
躍

が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
見
解
か
ら
借
用
し
た
。

(
)

漱
石
の
読
書
時
期
に
つ
い
て
、
『
多
元
的
宇
宙
』
は
、
『
思
い
出

23

す
事
な
ど
』
に
も
あ
る
と
お
り
「
修
善
寺
の
大
患
」
後
で
あ
り
、

明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
三
日
の
日
記
に
「
午
前
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ

の
講

義
を
よ

む

。
（
略
）
午

前
ジ
ェ

ー
ム
ズ
を

読
み
了
る
。
好
き

本

を

読

ん

だ

心

地

す

。
」
（
「
日

記

」

七

Ｄ

）

と

あ

る

。
『

時
間

と

自
由
』
は
、
明
治
四
十
四
年
六
月
二
十
八
日
の
日
記
に
「
昨
日
ベ

ル

グ

ソ

ン

を

読

み

出

し

て

」
（
「
日

記

」

九

）

と

あ

り

、

同

年

七

月
二
日
の
日
記
に
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
間
」
と
「
空
間
」
の
論

を

よ
む

」
（

同
）
と
あ
る

。
同
年
八

月
十
七

日
の
講
演
「
中
味
と

形
式
」
と
、
近
い
時
期
に
『
時
間
と
自
由
』
を
読
ん
で
い
る
と
言

え
る
。

(
)

『
心
理
学
原
理
』
の
引
用
は
、The

Principles
of

Psychology.
N

ew

24

Y
ork:cosim

o.
2007.

に

よ
る
。
頁
数
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な

み

に

漱

石

旧

蔵

書

の

も

の

は

、The
Principles

of
Psychology.

London:M
acm

illan
&

C
o.1901.

で

あ
る
。
ま
た
訳
文
はThe

Principles

of
Psychology

の

簡
略
版Psychology,

briefer
course

を

訳
し
た
『
心

理

学

』
（

今
田

恵
訳
、

岩
波
書

店
、
昭
和

十
四
（
一

九
三
九
）
年

七
月
）
を
参
照
し
た
拙
訳
で
あ
る
。

(
)

す
で
に
小
倉
脩
三
氏
が
「
漱
石
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

25

ー
ム
ズ
の
受
容
に
つ
い
て
（
Ⅰ

）
」
（
『
夏
目
漱
石

ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ジ
ェ

ー
ム
ズ
受

容
の
周
辺

』
有
精
堂
、

平

・

）
）
で
「
創

1

2

作
家
の
態
度
」
の
時
点
を
含
む
「
漱
石
の
作
家
的
歩
み
に
、
一
貫

し
て
主
要
な
軸
を
な
し
た
も
の
は
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
よ
り

『

心

理

学

原

理

』

で

あ

っ

た

」
（

頁

）

と

指

摘

し

、
『

心

理

学

40

原
理
』
と
『
坑
夫
』
の
関
連
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

小
倉
氏
が
強
調
す
る
の
は
、
「
人
間
の
意
識
の
不
明
な
部
分
」
（
32

頁
）
の
問
題
を
中
心
と
し
た
関
連
で
あ
る
。
ま
た
「
漱
石
に
お
け

る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
受
容
に
つ
い
て
（
Ⅱ

）
」
（
『
夏

目
漱
石

ウ
ィ
リ

ア
ム
・

ジ
ェ
ー

ム
ズ
受
容

の
周
辺

』
）
で
も
、

「
「
創
作

家
の
態

度
」
全
体

を
通
じ
て

の
問
題

意
識
は
、
も
と
も

と
、

ジ
ェ
ー
ム

ズ
の
「

意
識
の

選
択
」
説

に
発
す
る

も
の

」
（

49

頁
）
と
本
章
と
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
倉
氏

が

「
「
創
作
家

の
態
度

」
全
体
を

通
じ
て

の
問
題

意
識
」
と

し
て

指
摘
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
漱
石
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
「
哲
学
的
基
礎
」

と
対
比
さ
せ
て
い
う
な
ら
ば
、
描
写
に
お
け
る
あ
る
特
定
の
視

点

か

ら

の

一

面

的

選

択

の

否

定

（
「

基

礎

」

で

は

、
「

作

者

の

理
想
」
の
表
れ
と
し
て
肯
定
）
で
あ
っ
て
、
一
面
的
な
ら
ざ
る

「
全
性
格
の
描
写
を
、
性
格
の
全
部
が
悉
く
観
察
さ
れ
る
わ
け

で
は

な
い
「
選

択
の
世
界

」
に
お
い
て
（
「
意
識
の
選
択
」
説

、
、
、
、
、

を
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
）
い
か
に
す
れ
ば
可
能
か
、
と
い
う

問
題
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
（
中
略
）

つ
ま
り

、
「
創
作
家

の
態
度
」
に
お
け
る

漱
石
の
立
場
は
、
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「
意
識
の
選
択
作
用
」
説
の
「
煮
え
切
ら
ぬ
容
認
」
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
説
に
の
っ
と
っ
た
新
た
な
客
観
世
界
を
い
か
に
創
り
出
す

か
、
と
い
う
き
わ
め
て
積
極
的
な
ジ
ェ
ー
ム
ズ
受
容
で
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

「
漱
石
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の

受
容
に
つ
い
て
（
Ⅱ
）
」
（

～

頁
）

47

49

小
倉
氏
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
意
識
の
選
択
作
用
説
を
認
め
た
上
で
、

一
面
的
で
は
な
い
客
観
的
世
界
を
い
か
に
創
る
か
と
い
う
こ
と
を
漱

石
の
文
学
的
な
課
題
と
し
て
考
え
て
い
る
。
本
章
で
「
創
作
家
の
態

度

」
と
『
心

理
学
原

理
』
の

共
通
性
か

ら
主
張

し
た
い
の

は

、
「
態

度

」

に
よ
っ

て
認
識
が

様
々
に
異

な
る
と

い
う

、
「

意
識
の
選
択

作

用
」
説
そ
れ
事
態
に
、
あ
る
特
定
の
見
方
、
考
え
方
を
絶
対
化
す
る

姿
勢
を
批
判
す
る
と
い
う
極
め
て
積
極
的
な
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
が

『
多
元
的
宇
宙
』
に
対
す
る
漱
石
の
共
感
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。

(
)

The
Principles

ofPsychology
p.286

-287

26

(
)

実
際
に
漱
石
は
論
の
冒
頭
で
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
名
前
を
出
し
、
「
意

27

識
の
選
択
」
に
関
し
て
月
の
見
え
方
の
事
例
を
出
し
て
い
る
。

(
)

The
Principles

ofPsychology
p.232

-233

28

(
)

も
と
は
明
治
四
十
年
四
月
二
十
日
に
東
京
美
術
学
校
で
行
わ
れ

29

た
講
演
で
あ
り
、
文
章
と
し
て
は
同
年
年
五
月
四
日
か
ら
六
月
四

日
に
か
け
て
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
。

(
)

『
多

元
的

宇
宙

』
と

漱
石

の
作

品
と

の
関

連

に
つ
い

て

は
、

小

30

倉
脩
三
「
『
彼
岸
過
迄
』
論
の
手
が
か
り
と
し
て

」
（
『
夏
目
漱
石

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

ジ

ェ

ー

ム

ズ

受

容

の

周

辺

』
）

に

、
『

彼

岸

過

迄
』
の
「
個
々
の
短
編
が
相
合
し
て
一
長
篇
を
構
成
す
る
」
と
い

う
方
法
に
『
多
元
的
宇
宙
』
の
「
意
識
」
に
関
す
る
見
解
が
か
か

わ
っ
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
『
時
間
と
自
由
』
に
つ
い

て

は

、
『

夏

目

漱

石

事

典

』
（

勉

誠

出

版

、

平

成

十

二

（

二

〇

〇

〇

）
年
七
月

）
の
「

ベ
ル
グ
ソ

ン
、
ア
ン

リ

」
（

荒
井
敏
弘
）
の

項
に
「
漱
石
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
享
受
は
、
そ
の
哲
学
全
般
と
い
う
よ

り
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
響
き
合
う
心
理
学
的
側
面
に
集
中
し
て
い

る
所
に
そ
の
特
色
が
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
受
容
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
は
、
心
理
学
的

な
面
や
意
識
に
関
わ
る
問
題
が
中
心
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

(
)

本
論
に
お
け
る
『
多
元
的
宇
宙
』
（A

pluralistic
universe

）

31

の

引

用

は

、

W
illiam

Jam
es,

A
pluralistic

universe.

L
ondon:L

ong-
m

ans,
G

reen,
and

C
o.

1909.

に
よ
る
。
漱
石

旧
蔵
書
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
済
で
あ
る
。
ま
た
訳
文

は
、
吉
田
夏
彦
訳
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
著
作
集

第
六

巻

多
元
的
宇
宙
』
（
日
本
教
文
社
、
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）

年
五
月
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
邦
題
も
同
書
に
よ
る
。

漱

石

の

線

引

き

に

つ

い

て

は

、

こ

の

部

分

は

、
「Professor

B
ergson

thus
inverts

」
の
部
分
か
ら
「through

experience
and

thereby
to

save
tim

e.

」
ま
で
の
部
分
に
か
か
る
よ
う
に
、
横
の

余

白
部

分
に
数
行

ま
と
め
て

線
が
引

か
れ
て

い
る

。
「T

he
one

thing
it

cannot
do

」
以
降
に
つ
い
て
は
線
引
き

(
)

本
論
に
お
け
る
『
時
間
と
自
由
』
（Tim

e
and

free
w

ill

）
の

32
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引
用
は
、H

enri
B

ergson,
Tim

e
and

free
w

ill.
A

n
essay

on

the
Im

m
ediate

D
ata

of
consciousness.

A
uthorised

T
ranslation

by
F.L

.Porgson.
L

ondon:G
eorge

A
llen

&
U

nw
in

ltd.
1910.

に
よ
る
。
漱
石
旧
蔵
書
の
も
の
と
、
出
版
地
や
版
が

異
な
る
が
内
容
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
訳
文
は
、
フ
ラ
ン
ス

語

版
の
も
の

を
翻
訳

し
た
中
村

文
郎
訳
『

時
間
と

自
由

』
（
岩
波

書
店
、
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
五
月
）
を
基
本
に
、
英
語
版

の
も
の
に
あ
わ
せ
て
藤
本
が
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
邦
題
は
同

書
に
よ
る
。
漱
石
の
線
引
き
に
つ
い
て
は
、
こ
の
部
分
は
引
用
し

た
部
分
全
体
に
か
か
る
よ
う
に
、
横
の
余
白
部
分
に
数
行
ま
と
め

て
線
が
引
か
れ
て
い
る
。

(
)

『
時
間
と
自
由
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

33

T
here

are,
indeed,

as
w

e
shall

show
a

little
later,

tw
o

possible
conceptions

of
tim

e,
the

one
free

from
all

alloy,

the
other

surreptitiously
bringing

in
the

idea
of

space.

Pure
duration

is
the

form
w

hich
the

succession
of

our

conscious
states

assum
es

w
hen

our
ego

lets
itself

live,

w
hen

it
refrains

from
separating

its
present

state
from

its
form

er
states.

（Tim
e

and
free

w
ill

p.100

）

〔
事
実
、
後
で
示
す
通
り
、
時
間
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
可
能

な
の
だ
。
一
つ
は
混
合
物
の
全
く
な
い
時
間
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
空
間
の
観
念
が
密
か
に
介
入
し
て
い
る
時
間
で
あ
る
。
純

粋
持
続
は
、
自
我
が
生
き
る
こ
と
に
身
を
ま
か
せ
て
、
現
在
の

状
態
と
先
行
す
る
状
態
と
の
間
に
分
離
を
設
け
る
こ
と
を
差
し

控
え
る
時
、
意
識
状
態
の
継
起
が
と
る
形
態
で
あ
る
。
〕

(
)

前
出
中
村
文
郎
訳
『
時
間
と
自
由
』
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
参

34

照.

。

ち

な

み

に

「

意

識

に

直

接

与

え

ら

れ

た

も

の

に

つ

い

て

の

試
論
」
と
い
う
邦
訳
は
同
書
に
よ
る
。

(
)

こ
の
部
分
の
漱
石
の
線
引
き
に
つ
い
て
は
、
引
用
し
た
部
分
全

35

体
に
か
か
る
よ
う
に
、
横
の
余
白
部
分
に
数
行
ま
と
め
て
線
が
引

か
れ
て
い
る
。

(
)

『
時
間
と
自
由
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

36

the
act

w
ill

be
so

m
uch

the
freer

the
m

ore
the

dynam
ic

series
w

ith
w

hich
it

is
connected

tends
to

be
the

fundam
ental

self.

（Tim
e

and
free

w
ill

p.167

）

〔
行
為
は
、
そ
れ
が
結
び
つ
く
動
的
系
列
が
根
底
的
自
我
と
同

化
す
る
傾
向
を
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
自
由

な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
〕

(
)

漱
石
の
認
識
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
禅
と
結

37

び
つ
け
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
夏

目
漱
石
事

典

』
（
学
燈
社
、

平
成
四
（

一
九
九

二
）
年
四
月
）
の

「
比

較
文
学

事
典
」

の
「
ウ
ィ

リ
ア
ム
・

ジ
ェ
イ
ム

ズ

」
（
佐
々

木
英
昭
）
の
項
に
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
読
む
漱
石
の
念
頭
に
、
仏
教

と
り
わ
け
禅
の
思
想
が
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
前
出
清
水
孝
純
「
此
岸
に
し
て
彼
岸
へ
」
に
、
漱
石
の
沼

波
瓊
音
あ
て
の
書
簡
（
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
七
月
十
二
日
）
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に
「
禅
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
並
べ
て
あ
る
」
こ
と
か
ら
「
ベ
ル
グ
ソ

ン
と
禅
と
の
間
に
、
な
ん
ら
か
の
共
通
す
る
も
の
を
漱
石
自
身
も

み

て
い
た

の
で
あ
ろ

う
」
と

述
べ
ら
れ
、

ま
た

、
「

ベ
ル
グ
ソ
ン

の
哲
学
は
、
恐
ら
く
、
沈
め
ら
れ
て
い
る
か
た
ち
で
あ
る
が
、
一

郎
の
世
界
観
へ
の
反
措
定
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い

か
、
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
論
は
、
一
郎
の
捉
え
方

が
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
清
水
氏
の
見
解
の
延
長
線
上
に
あ
る
と

言
え
る
。



- 129 -

結一
本
論
文
で
は
、
漱
石
の
作
品
や
評
論
の
思
想
的
背
景
を
「
伝
統
」
と

「
近
代
」
の
交
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
、
各
章

の
内
容
を
ま
と
め
た
上
で
、
論
文
全
体
の
意
義
を
述
べ
、
最
後
に
補
足

を
加
え
る
。

第
一
部
で
は
、
漱
石
の
「
自
己
本
位
」
や
、
作
品
内
に
お
け
る
「
自

我
の
確
立
」
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
西
洋
的
な
思
想
を
受
容
し
つ

つ
、
そ
れ
ら
が
儒
学
を
中
心
と
し
た
漢
学
の
影
響
の
中
で
い
か
に
変
容

し
て
い
く
か
と
い
う
点
を
問
題
と
し
た
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
漱

石
が
イ
プ
セ
ン
に
対
し
て
感
じ
て
い
た
親
和
性
を
、
主
に
イ
プ
セ
ン
「
人

民
の
敵
」
（An

Enem
y

of
Society

）

を
取
り
上
げ
て
検
討
し
、
イ
プ
セ

ン
の
主
張
す
る
「
自
己
」
を
単
に
利
己
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

社
会
全
体
を
先
導
す
る
意
義
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
生
ま
れ
る
孤
独
を
自
ら
の
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
た

こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
受
容
の
土
台
と
な
っ
た
の
が

、
「
維
新
の
志
士
」
と
い
う
言
葉
に

あ
る
よ
う
な
、
儒
学
に
お
け
る
「
狂
」
の
精
神
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。第

二
章
で
は
『
そ
れ
か
ら
』
を
取
り
上
げ
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、

旧
時
代
の
日
本
の
儒
学
的
価
値
観
を
否
定
し
、
西
洋
思
想
を
自
ら
の
考

え
の
中
心
に
お
く
「
近
代
的
知
識
人
」
と
さ
れ
て
き
た
長
井
代
助
の
三

千
代
へ
の
告
白
を

、
「
自
己
の
誠
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
日
本
近

世
儒
学
思
想
の
伝
統
か
ら
捉
え
直
し
た
。
そ
の
結
果
、
代
助
の
三
千
代

へ
の
告
白
は
、
儒
学
的
な
「
誠
」
の
現
れ
と
し
て
も
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
代
助
の
根
底
に
伝
統
的
な

「
誠
」
を
中
心
と
し
た
倫
理
構
造
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

次
に
第
二
部
で
は
、
晩
年
の
漱
石
の
禅
へ
の
関
心
を
め
ぐ
っ
て
、
そ

の
禅
認
識
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
漱
石
の
関
心
の
背
景
に
あ

る
西
洋
思
想
の
文
脈
、
ま
た
そ
の
交
わ
り
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
禅
の
新

た
な
意
義
を
考
察
し
た
。
ま
ず
第
三
章
に
お
い
て

、
『
禅
門
法
語
集
』

が
漱
石
の
禅
に
関
す
る
記
述
、
特
に
悟
り
に
関
わ
る
描
写
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
認
識
が
禅
に
お
い
て
「
宗

門
第
一
の
書
」
と
さ
れ
る
『
碧
巌
録
』
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。

第
四
章
に
お
い
て
、
漱
石
の
禅
認
識
の
転
換
点
と
考
え
ら
れ
る
『
行

人
』
「
塵
労
」
篇
の
長
野
一
郎
の
禅
的
世
界
へ
の
希
求
、
特
に
「
香
厳

撃

竹

」

の

挿

話

が

、

白

隠

や

、

公

案

集

『

碧

巌

録

』
・
『
無
門

関

』

の

「
言
葉
」
や
「
思
考
」
に
関
す
る
考
え
に
沿
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た

、
『
行
人
』
の
禅
に
関
わ
る
文
脈
か
ら
、
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禅
を
近
代
の
諸
問
題
に
抗
す
る
思
想
と
し
て
期
待
す
る
漱
石
の
姿
勢
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

第
五
章
で
は
、
そ
れ
ら
を
受
け
、
漱
石
の
禅
へ
の
接
近
の
背
景
を
西

洋
思
想
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
し
た

。
「
実
行
」
を
求
め
る
一
郎
の
希

求
は
、
漱
石
の
講
演
「
中
味
と
形
式
」
で
の
問
題
意
識
と
同
型
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
中
味
と
形
式
」
の
背
後
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
郎
の
希
求
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ

―

ベ

ル

ク

ソ

ン

の

哲

学

か

ら

捉

え

直

す

必

要

が

あ

る

こ

と

を

主

張

し

た
。
具
体
的
な
例
と
し
て
、
禅
の
思
想
が
、
特
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
著

『
時
間
と
自
由
』
（Tim

e
and

free
w

ill
）

で
展
開
さ
れ
た
、
「
言
葉
」

が
「
流
れ
」
を
捉
え
ら
れ
な
い
と
す
る
主
張
と
結
び
つ
き
、
新
た
な
意

義
付
け
の
も
と
漱
石
の
中
で
再
評
価
さ
れ
た
可
能
性
を
論
じ
た
。

二
以
上
の
内
容
を
も
と
に
、
漱
石
に
お
け
る
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
の

問
題
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

①

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
漱
石
の
中
の
儒
学
的
な
思
想
や
漢
学
の

教
養
に
つ
い
て
は
、
西
洋
的
な
個
人
中
心
の
倫
理
に
対
す
る
封
建
的

道
徳
と
し
て
や
、
近
代
化
の
中
の
価
値
観
の
変
化
か
ら
逃
避
す
る
た

め
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
西
洋
思
想
を
受
容
す
る
上
で
積
極
的
な

意
義
が
説
か
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
イ
プ
セ
ン
の
「
自

己
」
と
儒
学
に
お
け
る
「
狂
」
に
は
共
通
性
が
見
ら
れ
、
ま
た
「
近

代
的
知
識
人
」
の
典
型
と
さ
れ
て
き
た
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
の
根

底
に
は
、
伝
統
的
な
「
誠
」
を
中
心
と
し
た
倫
理
構
造
が
見
ら
れ
る
。

明
治
を
生
き
た
知
識
人
の
「
精
神
の
根
底
」
に
あ
る
漢
学
の
「
伝
統
」

は
、
西
洋
思
想
を
中
心
と
し
た
「
近
代
」
を
受
け
入
れ
る
上
で
積
極

的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
西
洋
と
は
異
な
る
独

自
の
意
義
が
生
じ
て
い
る
。

②

漱
石
の
禅
認
識
や
禅
描
写
は
書
物
が
伝
え
る
禅
の
あ
り
方
と
密
接

な
関
係
が
あ
り
、
自
ら
の
体
験
の
み
で
な
く
書
物
も
も
と
と
な
っ
て

形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
漱
石
は

、
『
碧
巌
録
』
を
は
じ
め
と

し
た
禅
の
公
案
集
で
語
ら
れ
る
、
公
案
の
「
言
葉
」
や
「
認
識
」
を

更
新
す
る
力
に
注
目
し
、
そ
れ
が
『
行
人
』
の
「
香
厳
撃
竹
」
の
挿

話
、
香
厳
へ
の
憧
れ
を
語
る
一
郎
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
漱
石
は
、

否
定
的
に
語
っ
て
い
た
禅
の
悟
り
を
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
重
視
さ

れ
て
き
た
「
知
性
」
や
「
論
理
」
を
批
判
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
―
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
学
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
新
た
な
意
義
を

見
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

③

「
自
我
」
と
い
う
新
た
な
価
値
観
が
、
儒
学
の
「
狂
」
や
「
誠
」

の
精
神
と
の
共
通
性
の
中
で
活
か
さ
れ
る
。
ま
た
、
禅
と
い
う
伝
統

的
な
思
想
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
新
た
な
思
想
の

も
と
再
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漱
石
の
評
論
や
作
品
の
具
体

的
な
文
脈
を
、
そ
の
背
景
と
な
る
資
料
と
照
応
さ
せ
る
こ
と
を
通
し

て

、
「

伝

統

」

と

し

て

の

教

養

や

価

値

観

と

、
「

近

代

」

と

し

て

新

た
に
獲
得
さ
れ
た
知
識
や
価
値
観
の
交
わ
り
を
確
認
し
た
。
両
者
は

必
ず
し
も
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
交
わ
り
、
活
か
し
あ

い
、
変
容
し
あ
う
も
の
で
も
あ
る
。
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三
最
後
に
、
ま
と
め
の
③
の
「
互
い
に
交
わ
り
、
活
か
し
あ
い
、
変
容

し
あ
う
も
の
」
と
い
う
点
を
補
足
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
探
求
の
可
能

性
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
漱
石
の
作
品
や
評
論
に
お
け
る
、
「
伝
統
」

と
「
近
代
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ

う
な
自
ら
の
背
景
に
漱
石
自
身
が
極
め
て
意
識
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

漱
石
研
究
の
上
で
こ
の
漱
石
の
問
題
が
明
治
・
大
正
期
の
日
本
の
問
題

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
を
見
た
が
、
や
は
り
漱
石
も
同
様
に
そ

の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
最
も
有
名
な
も
の
が
「
現

代
日
本
の
開
化
」

(
)

で
あ
ろ
う
。

1

こ
の
講
演
で
漱
石
は
「
現
代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で

あ

る
」

と
指

摘
す

る
。

最

新
の
『

漱
石

辞
典

』
で

は

、
こ
の
点

に
つ
い

て
柴
田
勝
二
氏
が
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
西
洋
へ
の
追
従
を
専
ら
と
し
て
性
急
に
進
ん
で
い
っ

た
維
新
以
降
の
物
質
的
な
近
代
化
が
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
の
生

活
様
式
に
十
分
内
在
化
さ
れ
な
い
ま
ま
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
点

「
外
発
的
」
で
あ
り
、
そ
の
「
内
発
的
」
な
自
然
さ
を
欠
い
た
物

質
的
な
近
代
化
の
中
で
日
本
人
が
疲
弊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
「
現
代
日
本
の
開
化
」

(
)

）

2

柴
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に

、
「
現
代
日
本
の
開
化
」
は
日
本
の
近
代

化
が
「
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
の
生
活
様
式
に
十
分
内
在
化
さ
れ
な
い
ま

ま
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
点
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
よ
う
な
漱
石
の
近
代
化
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
は
、
そ
の
文

学
活
動
の
初
期
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
漱
石
は
西
洋
の
思
想
や
価

値
観
を
日
本
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
厳
し
い
ま
な
ざ
し
で
臨

ん
で
い
た
。
こ
の
点
を
、
第
一
章
で
問
題
に
し
た
イ
プ
セ
ン
の
扱
い
を

も
と
に
確
認
す
る
。
漱
石
は
イ
プ
セ
ン
の
作
品
に
対
し
て
、
談
話
「
近

作
小
説
二
三
に
就
て
」
で
「
泣
け
な
い
」
と
語
り
、
そ
の
理
由
を
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

イ
ブ
セ
ン
の
物

―
総
体
は
見
な
い
が

―
ま
ア
泣
け
な
い
物
が

多
い

。
（
中
略
）
或
る
解
釈
か
ら
い
へ
ば
、
渠
の
作
は
其
社
会
的

哲
学
の
具
体
的
表
現
に
過
な
い
。
而
し
て
其
哲
理
は
中
々
に
意
味

が
あ
る
。
ま
た
尤
も
で
あ
る
。
或
は
流
俗
よ
り
一
歩
も
二
歩
も
先

に
出
て
居
る
と
も
い
は
れ
る
。
然
れ
ど
も
其
哲
理
が
情
操
化
さ
れ

て
居
ら
な
い

。
（
中
略
）
其
泣
け
な
い
の
は
篇
中
の
人
物
の
実
行

す
る
主
義
道
徳
が
未
だ
一
般
に
情
操
化
さ
れ
て
居
ら
な
い
。
尤
も

或

る

意

味

で

は

社

会

的

に

い

つ

て

合

理

的

で

あ

る

か

も

知

れ

な

い
。
然
し
合
理
が
合
理
に
止
ま
つ
て
一
種
の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
が
附

け
加
は
つ
て
来
ぬ
。

（
談
話
「
近
作
小
説
二
三
に
就
て
」

(
)

）

3

漱
石
は
こ
の
よ
う
な
「
イ
ブ
セ
ン
」
と
い
う
流
行
思
想
を
性
急
に
持

ち
込
む
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
漱
石
が
問
題
に
す
る
の
は
、
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「
社
会
的
哲
学
」
の
「
情
操
化
」
の
問
題
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
意
義
が

あ
り
、
ま
た
抜
き
ん
で
た
思
想
で
も

、
「
合
理
が
合
理
に
止
ま
つ
て
一

種
の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
が
附
け
加
は
つ
て
来
ぬ
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ

う
に
、
人
々
の
感
情
を
動
か
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考

え
を
持
っ
て
い
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
情
操
化
」
と
い
う
問
題
の
上
で
か
え
り
み
ら

れ
た
の
が
、
本
論
文
で
考
察
し
て
き
た
儒
学
的
な
「
狂
」
や
「
誠
」
の

精
神
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
に
、
漱
石
の
「
自
己
」
の
問
題

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
見
て
き
た
通
り
だ
が
、
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
そ
の
両
者
の
違
い
で
あ
る
。
第
一
章
で
も
確
認
し
た

よ
う
に
、
儒
学
に
お
い
て
自
己
を
貫
く
こ
と
は
常
に
社
会
性
を
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
狂
」
も
「
誠
」
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
精
神

が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
公
的
な
世
界
に
お
い
て
で
あ
る
。
し

か

し

、

第

二

章

で

見

た

よ

う

に

、
『

そ
れ

か

ら

』

に

お

い

て

、
「

誠
」

は
恋
愛
と
い
う
極
め
て
私
的
な
世
界
で
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
に
は
、
西
洋
的
な
「
自
己
」
を
儒
学
思
想
が
変
容
さ
せ
る
と
共
に
、

西
洋
思
想
に
よ
る
儒
学
思
想
の
変
容
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
先
ほ
ど
、
柴
田
氏
が
漱
石
の
批
判
を
「
西
洋
へ
の
追
従
を
専
ら
と
し

て
性
急
に
進
ん
で
い
っ
た
維
新
以
降
の
物
質
的
な
近
代
化
」
に
対
す
る

も
の
と
述
べ
て
い
る
の
を
見
た
が
、
漱
石
が
批
判
す
る
の
は
、
「
近
代

化
」
の
み
で
は
な
い
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
「
中
味
と
形
式
」
で
は
、
「
我

々
が
自
分
の
娘
も
し
く
は
妻
に
対
す
る
関
係
の
上
に
お
い
て
御
維
新
前

と
今
日
と
は
ど
の
く
ら
い
違
う
か
と
云
う
こ
と
」
を
も
と
に
、
次
の
よ

う
な
批
判
を
展
開
す
る
。

内
容
の
変
化
に
注
意
も
な
く
頓
着
も
な
く
、
一
定
不
変
の
型
を
立

て
ゝ
、
さ
う
し
て
其
の
型
は
唯
だ
在
来
あ
る
か
ら
と
云
ふ
意
味
で
、

又
其
型
を
自
分
が
好
い
て
居
る
と
云
ふ
だ
け
で
、
さ
う
し
て
傍
観

者
た
る
学
者
の
様
な
態
度
を
以
て
、
相
手
の
生
活
の
内
容
に
自
分

が
触
れ
る
こ
と
な
し
に
推
し
て
行
つ
た
な
ら
ば
危
な
い
。

（
「
中
味
と
形
式
」

(
)

）

4

従
前
の
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
「
型
」
と
し
て
「
唯
だ
在
来
あ
る
か

ら
」
と
い
う
理
由
で
押
し
つ
け
る
こ
と
の
危
険
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ

れ

は

「

伝

統

」

を

無

理

に

維

持

し

よ

う

と

す

る

と

、
「
「
内

発

的

」

な
自
然
さ
を
欠
い
た
」
も
の
に
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
現

代
日
本
の
開
化
」
と
は
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
こ
そ
逆
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
「
外
発
的
」
や
「
型
」
と
い
う
言
葉
で
、
外
在
的
な
も
の
を
も
と

に
変
化
を
行
っ
て
い
く
こ
と
や
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
変
化
を
捉

え
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
先
の
イ
プ
セ
ン
作

品
の
評
価
の
「
合
理
が
合
理
に
止
ま
つ
て
」
と
い
う
点
に
も
指
摘
で
き

る
。
漱
石
の
「
現
代
日
本
の
開
化
」
に
お
け
る
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な

「
外
在
的
」
／
「
内
在
的
」
と
い
う
認
識
の
問
題
に
直
結
す
る
も
の
で

あ
る
。

「
内
在
的
」
に
物
事
を
捉
え
る
事
を
重
視
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
、
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第
五
章
で
見
た
よ
う
に
『
行
人
』
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
共
通
性
の
中

で
、
「
内
在
的
」
な
認
識
の
思
想
と
し
て
「
禅
」
が
捉
え
返
さ
れ
て
い

る
。
も
と
も
と
漱
石
に
お
い
て
「
禅
」
の
意
義
は
、
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』

序
」

(
)

）

で
語
ら
れ
る
よ
う
に
「
立
ち
退
き
場
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

5

「
流
俗
で
云
ふ
第
一
義
の
問
題
も
此
見
地
に
住
す
る
人
か
ら
云
ふ
と
第

二
義
以
下
に
堕
ち
て
仕
舞
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
や
考

え
を
超
越
す
る
よ
う
な
位
置
に
立
つ
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ

の

禅

を

、
『

行
人

』

に

お

い

て

は

、
「
知

性

」

や

「

言

葉

」

を

払

い

の

け
て
「
内
在
的
に
物
事
を
捉
え
る
思
想
」
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
の
あ
り
方
は
漱
石
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
同
時

代
の
哲
学
者
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
を
紹
介
す

る
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ

て

斯

く

種

別

的

で

あ

つ

て

も

何

時

で

も

一

つ

で

あ

る

意

識

の

変

化

は

不

断

連

続

的

進

行

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

此

言

語

思

慮

を

絶

し

、

禅

家

の

所

謂

心

随

万

境

転

、

転

処

実

能

幽

と

い

つ

た

様

な

所

が

赤

裸

々

た

る

経

験

の

真

相

で

あ

る

、

自

己

の

本

体

で

あ

る

、

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

之

を

純

粋

持

続

又

は

内

面

的

持

続

と

名

け
る
の
で
あ
る
。

（
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
」

(
)

）

6

西
田
は
、
「
世
界
」
を
「
自
己
」
の
外
に
あ
る
対
象
と
し
て
、
そ
れ

を
「
自
己
」
の
意
識
の
側
か
ら
見
て
い
く
よ
う
な
、
西
洋
哲
学
に
見
ら

れ
る
二
元
論
的
発
想
に
基
づ
く
考
え
を
「
対
象
論
理
」
と
呼
び
、
そ
れ

と
異
な
る
思
想
的
立
場
を
求
め
た
。
そ
の
中
で
、
禅
が
大
き
な
意
義
を

果
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
西
田
は
そ
の
禅
の
認
識
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純

粋
持
続
」
に
共
通
す
る
も
の
を
見
る
。
漱
石
の
禅
へ
の
接
近
が
ジ
ェ
イ

ム
ズ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
の
共
鳴
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
似
た
事

態
が
、
西
田
幾
多
郎
に
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
禅
と
ベ
ル
ク

ソ
哲
学
の
関
わ
り
を
主
題
と
し
た
漱
石
と
西
田
の
比
較
と
い
う
、
新
た

な
課
題
も
浮
か
び
上
が
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
両
者

と
も
に
禅
へ
の
評
価
が
、
西
洋
思
想
の
展
開
と
歩
を
一
に
し
た
も
の
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
意
味
を
よ

り
広
い
文
脈
か
ら
捉
え
な
お
す
契
機
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
伝

統
」
と
「
近
代
」
の
交
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
作
品
の
意
義
を
探
る
こ

と
は
、
漱
石
作
品
の
も
つ
独
自
性
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
普

遍
性
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

【
注
記
】

(
)

も
と
は
明
治
四
十
四
年
十
一
月
八
月
十
五
日
に
和
歌
山
で
行
わ

1

れ
た
講
演
。
文
章
と
し
て
は
、
『
朝
日
講
演
集
』
（
朝
日
新
聞
、
明

治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
三
月
）
に
集
録
。

(
)

『

漱
石

辞
典

』
翰
林

書
房
、

平
成
二
十

九
（
二

〇
一
七

）
年
五

2

月
(

)

初
出
は

、
「
新
小
説
」
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
六
月
。

3

(
)

も
と
は
明
治
四
十
四
年
八
月
十
七
日
に
堺
で
行
わ
れ
た
講
演
。

4

文
章
と
し
て
は
、『
朝
日
講
演
集
』（
朝
日
新
聞
、
明
治
四
十
四
（
一

九
一
一
）
年
三
月
）
に
集
録
。
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(
)

「
東

京
朝

日

新
聞
」

明
治

四
十
（

一
九
〇
七

）
年
二

月
二
十
三

5

日

(
)

初
出
は

、
「
教
育
学
術
界
」
明
治
四
十

四
（
一
九

一
一
）
年
十

6

一
月
。

引
用
は

『
西
田

幾
多
郎
全

集

第

一
巻

』
（
岩
波
書
店
、

昭
和
二
十
二

（
一
九
四
七
）
年
七
月
）
に
よ
る
。


