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朱
子
学
に
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け
る
静
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居
敬
の
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釈
を
め
ぐ
っ
て

(
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編
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牛

尾

弘

孝

は
じ
め
に

私
は
さ
き
に
、
「
朱
子
学
に
お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
、
中
嶋
隆
蔵
氏
「
朱
子
の
静
坐
観
と
そ
の
周
辺
」
と

吾
妻
重
二
氏
『
朱
子
学
の
新
研
究
』
所
収
の
「
居
敬
前
史
」
、
お
よ
び
「
静
坐
と
は
何
か
」
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
主
に
吾
妻
氏
の
居
敬
・

静
坐
に
関
す
る
理
解
に
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
の
際
に
原
稿
枚
数
の
制
約
上
、
く
わ
し
く
は
紹
介
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

の
が
、
湯
浅
泰
雄
、
井
筒
俊
彦
両
氏
に
よ
る
朱
書
の
思
想
に
関
す
る
論
前
で
あ
っ
た
。

今
回
は
、
二
氏
の
論
考
の
特
質
を
正
当
に
評
価
し
、
あ
わ
せ
て
以
前
か
ら
心
に
懸
っ
て
い
た
山
本
命
氏
の
『
宋
時
代
儒
学
の
倫
理
学

的
研
究
』
と
い
う
大
著
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
朱
書
の
思
想
に
関
す
る
分
析
・
論
証
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
「
補

編
」
と
題
し
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
の
意
見
は
な
る
べ
く
抑
え
て
、
注
目
す
べ
き
中
国
思
想
、
お
よ
び
西
洋
思
想
研
究
者
の
論
述
の
結
果

を
放
置
す
る
こ
と
な
く
整
理
・
安
排
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
調
停
で
は
な
い
。
摩
り
あ
わ
せ
て
火
花
が
飛
ぶ
よ
う
で
あ
り

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

-58ー



第
一
章

静
坐
に
つ
い
て

(→ 
中
嶋
隆
蔵
氏
と
吾
妻
重
二
氏
の
相
違
点
と
共
通
点

さ
き
に
あ
げ
た
拙
論
「
朱
子
学
に
お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
、
筆
者
は
「
『
静
坐
を
学
問
修
養
に
お
け
る

重
大
事
と
す
る
二
程
子
の
認
識
は
、
そ
の
学
統
に
連
な
る
羅
仲
素
、
李
延
平
を
経
て
朱
子
に
継
承
さ
れ
、
理
論
的
実
践
的
に
充
実
し
た
と

認
め
ら
れ
る
』
〈
中
嶋
氏
「
朱
子
の
静
坐
観
と
そ
の
周
辺
」
三

O
頁
〉
と
い
う
指
摘
は
、
吾
妻
氏
の
『
静
坐
は
〈
内
的
自
覚
な
い
し
自
己

覚
醒
を
求
め
る
静
坐
〉
で
は
な
く
、
〈
精
神
安
定
の
手
段
と
し
て
の
静
坐
〉
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
』
〈
吾
妻
氏
『
朱

子
学
の
新
研
究
』
の
「
静
坐
と
は
何
か
」
四
三
七
頁
〉
と
い
う
結
論
と
全
く
正
反
対
と
な
っ
て
い
る
」
〈
二
頁
〉
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち

静
坐
に
よ
る
主
静
存
養
の
工
夫
は
、
北
宋
の
大
儒
程
頴
〈
明
道
〉
・
程
願
(
伊
川
)
兄
弟
・
楊
時
〈
亀
山
〉
・
羅
従
彦
〈
予
章
〉
・
李
伺
(
延

平
〉
を
経
て
朱
書
に
連
続
し
て
い
る
と
す
る
の
が
中
嶋
氏
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
従
来
の
研
究
の
共
通
理
解
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
吾

妻
氏
か
ら
非
連
続
と
い
う
新
し
い
見
解
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
両
氏
に
連
続
・
非
連
続
の
ち
が
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
何
の
た
め
に
静
坐
の
実
践
が
な
さ
れ
る
か
に
つ

い
て
、
共
通
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
両
氏
が
『
朱
子
語
類
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
同
じ
個
所
を
あ
げ
て
み
よ

う
〈
現
代
語
訳
は
吾
妻
氏
に
よ
る
〉

0
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読
書
し
て
閑
暇
が
あ
る
と
き
、
し
ば
ら
く
静
坐
し
て
心
と
気
持
ち
を
安
定
さ
せ
れ
ば
、
道
理
が
次
第
に
見
え
て
く
る
。
〈
「
読
書
閑
暇
、

且
静
坐
、
教
他
心
平
気
定
、
見
得
道
理
漸
次
分
暁
」

0

『
語
類
』
巻
一
一
「
読
書
法
下
」
賜
録
問
、
四
九
九
頁
。
な
お
「
分
暁
」
の
あ

と
に
つ
づ
く
「
這
箇
却
是
」
よ
り
「
自
有
貫
通
処
」
ま
で
は
省
く
こ
と
と
す
る
〉

0

「
明
道
〈
程
頴
〉
は
静
坐
を
教
え
、
李
先
生
〈
李
伺
〉
も
静
坐
を
教
え
た
。
そ
れ
は
精
神
が
不
安
定
だ
と
、
道
理
も
落
ち
つ
き
ど
こ
ろ

が
な
く
な
る
か
ら
だ
」
o

ま
た
い
う
、
「
静
坐
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
心
が
ひ
き
し
ま
る
」

0

〈
「
明
道
教
人
静
坐
、
李
先
生
亦
教
人
静
坐
。



蓋
精
神
不
定
、
則
道
理
無
湊
泊
処
」
o

又
云
、
「
須
是
静
坐
、
方
能
収
数
」

0

『
語
類
』
巻
一
一
一
「
持
守
」
佐
録
町
、
五
七
八
頁
〉

0

こ
の
朱
書
の
語
に
も
と
守
つ
い
て
吾
妻
氏
は
「
朱
書
に
お
け
る
静
坐
も
ま
た
、
基
本
的
に
は
こ
の
『
精
神
安
定
の
手
段
』
の
タ
イ
プ
に
属

す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
(
「
静
坐
と
は
何
か
」
四
一
九
頁
〉
と
し
、
中
嶋
氏
も
ま
た
「
こ
こ
で
朱
子
は
、
程
明
道
と
そ
の
学
統
に
連
な
り
己

が
従
学
し
た
延
平
先
生
と
が
と
も
に
人
に
静
坐
を
勧
め
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
朱
子
自
身
も
『
静
坐
』
の
実
践
が
必
須
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
こ
と
を
一
不
し
、
ま
た
、
両
先
生
が
『
静
坐
』
を
必
須
で
あ
る
と
し
た
理
由
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
安
定
な
精
神
を
収
数
し
て
安
定
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
安
定
し
た
精
神
こ
そ
が
一
貫
し
た
道
理
が
見
出
さ
れ
る
境
涯
で
あ
る
、
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
と
し
て
い

る
」
(
「
朱
子
の
静
坐
観
と
そ
の
周
辺
」
二
四
頁
、
下
段
)
、
さ
ら
に
「
道
理
を
理
解
す
る
に
は
先
ず
も
っ
て
『
精
神
』
も
し
く
は
『
心
・
気
』

を
『
平
・
定
』
さ
せ
落
ち
着
き
処
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
『
静
坐
』
こ
そ
が
最
も
適
切
な
修
養
法
で
あ
る
と
、
考
え
て
い
る
よ
う

で
あ
る
」
〈
同
上
、
三
五
頁
、
下
段
〉
と
し
て
い
る
。

筆
者
は
こ
の
両
氏
が
認
め
る
「
精
神
安
定
」
の
手
段
・
修
養
法
と
い
う
表
現
が
、
適
切
で
な
い
と
ま
で
は
思
わ
な
い
。
こ
の
「
精
神
安

定
」
な
る
心
の
状
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
前
に
も
紹
介
し
た
が
、
吾
妻
氏
の
よ
う

に
儒
者
の
静
坐
を
「
精
神
安
定
の
た
め
の
手
段
」
と
「
内
的
自
覚
な
い
し
自
己
覚
醒
を
求
め
る
静
坐
」
と
に
き
っ
ぱ
り
分
け
る
こ
と
は
実

践
す
る
上
で
、
は
た
し
て
可
能
な
の
か
ど
う
か
、
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
二
種
類
の
タ
イ
プ
に
切
り
は
な
す
の
は
、
「
静
坐
は

禅
宗
に
お
け
る
坐
禅
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
が
、
朱
喜
小
に
お
け
る
静
坐
は
宗
教
的
体
験
を
目
指
し
て
お
ら
ず
、
あ
く

ま
で
精
神
安
定
の
手
段
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(
『
朱
子
学
の
新
研
究
』
緒
言
三
中
国
の
近
世
と

朱
子
学

4

学
問
方
法
論
、
一
一
一
一
一
二
頁
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
「
朱
書
に
お
け
る
静
坐
は
宗
教
的
体
験
を
目
指
し
て
お
ら
ず
」
と
い

う
前
提
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
宗
教
的
体
験
」
の
中
身
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
吾
妻
・
中
嶋
両
氏
に
共
通
す
る
の
は
、
朱
喜
小
の
静
坐
が
「
精
神
安
定
」
の
手
段
・
修
養
法
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
対
極
に
あ
る
の
が
、
湯
浅
泰
彦
・
井
筒
俊
彦
両
氏
の
視
点
と
考
察
で
あ
る
。
視
点
と
い
う
の
は
、

両
氏
と
も
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
の
手
法
を
取
り
い
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
こ
と
は
、
拙
論
「
朱
書
思
想
に
お
け
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る
心
の
工
夫
と
諮
然
貫
通
未
発
・
己
発
説
を
理
解
す
る
た
め
に
サ
「
朱
子
学
に
お
け
る
諮
然
貫
通
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
た
す
「
朱
子
学
に

お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
す
る
三
編
の
な
か
で
、
あ
る
程
度
紹
介
し
て
い
る
が
、
今
回
は
煩
を
い
と
わ
ず
引
用
し

て
意
見
を
つ
け
加
え
て
み
た
い
。

湯
浅
泰
雄
氏
の
視
点

湯
浅
泰
雄
氏
は
『
東
洋
丈
化
の
深
層
』
の
「
五
東
洋
の
良
心
論
の
特
質
|
比
較
倫
理
学
の
試
み
外
向
的
実
践
と
内
向
的
実
践
」

三
一
四
四
|
二
四
七
頁
〉
に
お
い
て
、
外
向
的
実
践
を
窮
理
〈
格
物
致
知
〉
、
内
向
的
実
践
を
居
敬
〈
存
心
持
敬
〉
と
す
る
。
外
向
的
実
践

と
い
う
の
は
、
格
物
致
知
か
ら
治
国
平
天
下
ま
で
ゆ
き
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
湯
浅
氏
は
内
向
的
実
践
を
「
内
に
向
か
っ
て
自
己
の
『
た

ま
し
い
』
日
)
印
有
『
を
浄
化
し
て
ゆ
く
た
め
の
実
践
的
努
力
で
あ
り
、
心
身
の
訓
練
で
あ
る
」
三
四
五
頁
〉
と
説
明
す
る
。
こ
の
「
た
ま

し
い
」
〈
。
フ
シ
ケ
I
〉
は
、
「
無
意
識
作
用
の
全
体
と
し
て
の
『
た
ま
し
い
』
は
、
ふ
?
っ
、
表
面
で
は
た
ら
い
て
い
る
意
識
的
な
意
志
の

影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
と
る
こ
と
な
し
に
、
心
の
深
い
次
元
で
い
つ
も
自
立
的
自
叶
0
5
E
-の
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
〈
同
書
、

「
日
深
層
心
理
学
か
ら
み
た
良
心
」
二
六
九
頁
〉
と
い
う
も
の
で
、
心
の
表
層
で
は
な
く
深
層
に
潜
在
し
て
い
る
。
次
い
で
「
叩
敬

の
意
識
の
習
俗
的
基
礎
」
三
四
七
二
五
二
頁
〉
に
お
い
て
、
「
『
居
敬
』
の
日
常
的
訓
練
を
支
え
た
当
時
の
儒
教
的
習
俗
の
根
底
に
は
、

ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
〈
同
書
、
二
四
八
頁
〉
と
問
い
か
け
て
、
「
そ
う
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
『
敬
』
は

次
の
二
つ
の
習
俗
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
祖
先
お
よ
び
鬼
神
に
対
す
る
祭
把
習
俗
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

仏
教
・
道
教
の
修
行
法
と
の
交
流
か
ら
生
ま
れ
た
『
静
坐
』
の
実
修
で
あ
る
」
〈
同
書
、
二
四
八
頁
〉
と
い
う
考
察
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ

は
居
敬
(
持
敬
〉
の
具
体
的
な
形
の
ひ
と
つ
が
、
静
坐
と
い
う
坐
法
を
も
っ
た
実
践
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
宋
代
の
儒
者
た
ち
の
静

坐
を
慎
想
法
と
理
解
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(二)

9 

仏
教
の
慎
想
法
は
禅
に
よ
っ
て
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
道
教
の
慎
想
法
の
実
際
も
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
儒
教
の
慎
想
は
『
静
坐
』
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、

現
代
西
洋
の
研
究
者
に
よ
っ
て
あ
る
程
度

そ
の
伝
統
は
絶
え
て
い
る
の
で
、
丈
献
か
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ら
推
察
す
る
ほ
か
は
な
い
〈
岡
田
武
彦
氏
『
坐
禅
と
静
坐
』
桜
風
社
〉
。
儒
道
仏
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
、
呼
吸
法
や
坐
法
な
ど
の
具
体

的
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
多
少
ち
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
心
理
学
的
に
み
れ
ば
い
ず
れ
も
、
無
意
識
額
域
か
ら
生
ま
れ
出
る
情
動
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
意
士
山
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
訓
練
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
当
時
士
大
夫
階
級
の
聞
に
も
仏
教
や
道
教
に
関
心
を
ょ

せ
る
人
び
と
が
多
か
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
膜
想
ブ
I
ム
と
も
い
う
べ
き
時
代
風
潮
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
儒
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ

は
、
『
本
然
の
性
』
を
成
長
さ
せ
、
『
気
質
の
性
』
を
と
り
去
る
具
体
的
な
心
身
訓
練
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
同
書
「
日

の
心
理
」
二
五
五
頁
〉

静
坐

湯
浅
氏
か
ら
み
れ
ば
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
人
間
観
・
世
界
観
は
ち
が
っ
て
い
て
も
、
恒
心
想
体
験
の
中
身
は
同
じ
で
あ
る
と
の
考
え

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
儒
者
・
禅
僧
・
道
士
の
心
理
的
ベ
ル
ソ
ナ
(
性
格
・
人
柄
〉
と
社
会
的
ベ
ル
ソ
ナ
〈
役
割
・
立
場
〉
と
は
ち
が
っ

て
い
て
も
、
情
動
を
制
御
し
て
心
の
深
層
領
域
に
分
け
入
り
、
自
己
を
変
容
さ
せ
て
い
く
の
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち

ろ
ん
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理
学
は
、
精
神
を
病
ん
だ
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
〈
依
頼
者
〉
を
治
療
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
湯

浅
氏
の
よ
う
に
宋
代
儒
者
の
静
坐
論
に
ユ
ン
グ
の
手
法
を
取
り
い
れ
る
の
は
筋
ち
が
い
だ
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

こ
こ
で
、
心
の
健
康
と
不
健
康
の
あ
い
だ
に
境
界
線
を
引
く
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
心
の
構
造
」
、
心
の
深
さ
を
探
求
す
る
こ
と
に

意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
の
発
言
に
は
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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『
気
質
の
性
』
を
去
る
と
い
う
意
味
は
、
こ
の
よ
う
な
心
身
訓
練
の
方
法
か
ら
き
た
独
特
な
心
理
的
経
験
の
事
実
を
指
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
現
代
の
研
究
者
が
単
に
丈
献
を
よ
ん
で
理
論
的
分
析
を
す
る
よ
う
な
作
業
で
は
な
い
。
朱
子
や
陽
明
が
丈
字
の
知
識
ば
か
り
に
熱

中
す
る
科
挙
至
上
主
義
〈
現
代
風
に
い
え
ば
文
献
研
究
オ
ン
リ
ー
〉
の
風
潮
を
い
ま
し
め
た
の
も
、
こ
こ
に
一
つ
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ

う
。
〈
向
上
、
二
五
六
頁
〉

湯
浅
氏
は
中
国
思
想
研
究
者
に
向
け
て
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
わ
ぎ
わ
ぎ
こ
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
丈
献
学
的
研
究



の
み
な
ら
ず
、
丈
化
人
類
学
的
研
究
、
さ
ら
に
は
深
層
心
理
学
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
朱
書
や
王
守
仁
な
ど
宋
明

の
儒
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
深
い
体
察
・
体
認
〈
実
践
的
体
験
・
心
理
的
経
験
〉
の
裏
づ
け
を
持
っ
て
い
る
。
「
心
理
的
経
験
の
事
実
」
を
把

握
す
る
た
め
に
は
、
研
究
者
の
理
論
的
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
心
理
的
経
験
の
深
さ
が
問
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

日
井
筒
俊
彦
氏
の
視
点

井
筒
俊
彦
氏
『
意
識
と
本
質
|
精
神
的
東
洋
を
索
め
て
』
の
「
意
識
と
本
質
|
東
洋
哲
学
の
共
時
的
構
造
化
の
た
め
に
」
〈
七
|
三
一

七
頁
〉
の
な
か
で
、
諮
然
貫
通
と
い
う
境
地
を
焦
点
に
あ
て
て
、
朱
書
の
静
坐
と
格
物
窮
理
に
対
す
る
分
析
・
考
察
が
試
み
ら
れ
て
い
る

〈八

oー一
O
六
頁
〉
o

井
筒
氏
の
視
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
私
が
語
ろ
う
と
す
る
中
国
宋
代
の
儒
者
た
ち
の
理
学
も
、
「
理
」
す
な
わ
ち
普
遍
的
「
本
質
」
の
探
究
で
あ
る
。
彼
等
も
ま
た
、

普
遍
的
「
本
質
」
を
真
に
実
在
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
信
じ
、
し
か
も
そ
れ
を
深
層
意
識
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
当
然
の
こ
と
と

し
て
、
彼
ら
の
「
本
質
」
探
究
も
、
そ
の
実
践
的
側
面
に
お
い
て
、
烈
し
い
精
神
訓
練
に
基
く
辛
苦
の
道
だ
っ
た
。
〈
『
意
識
と
本
質
』

八
O
頁〉
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宋
代
の
儒
学
(
こ
こ
で
は
朱
喜
小
の
思
想
〉
を
理
解
す
る
に
は
、
「
体
験
的
に
は
困
難
、
理
論
構
成
的
に
は
複
雑
な
も
の
」
〈
向
上
、
五
六

五
七
頁
〉
、
す
な
わ
ち
実
践
す
る
と
な
る
と
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
体
系
的
構
成
を
も
っ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
必
ず
し
も
客
観

的
理
論
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
井
筒
氏
は
湯
浅
氏
と
同
じ
よ
う
に
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理
学
の
手
法
を
取
り
い
れ

る
。
朱
書
の
工
夫
論
は
居
敬
・
窮
理
が
根
幹
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
井
筒
氏
は
、
「
普
通
の
状
態
に
放
置
さ
れ
た
意
識
に
は
全
然
見
ら

れ
な
い
特
殊
な
機
能
を
発
動
さ
せ
る
た
め
に
宋
儒
が
実
践
す
る
意
識
訓
練
の
こ
の
方
法
は
、
『
静
坐
』
と
『
格
物
窮
理
』
以
下
、
特
別

の
場
合
を
の
ぞ
き
、
略
し
て
『
窮
理
』
と
呼
ぶ
と
の
二
つ
に
分
れ
る
」
(
同
書
、
八
一
頁
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
静
坐
と
窮
理
を
精
神
訓
練
・

意
識
訓
艇
と
み
な
す
の
で
あ
る
。



そ
も
そ
も
居
敬
・
掴
養
〈
静
坐
を
ふ
く
む
〉
と
窮
理
・
格
物
〈
致
知
を
ふ
く
む
〉
の
二
種
類
の
実
践
は
、
「
車
の
両
輪
・
烏
の
両
翼
」

に
た
と
え
ら
れ
た
り
〈
『
語
類
』
巻
九
、
学
三
・
論
知
行
問
、
四
四
四
頁
〉
、
「
人
の
両
足
」
に
も
た
と
え
ら
れ
た
り
す
る
〈
同
上
、
論

知
行
回
、
四
四
五
頁
〉
。
し
か
し
、
と
も
す
れ
ば
両
者
の
前
後
関
係
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
た
め
に
、
「
そ
も
そ
も
敬
は
身

近
な
こ
と
〈
酒
掃
・
応
待
〉
に
も
、
高
速
な
こ
と
〈
本
心
の
掴
養
〉
に
も
一
貫
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
格
物
致
知
は
そ
の

聞
の
、
ひ
と
つ
ず
つ
〈
理
を
窮
め
知
を
推
し
〉
進
め
て
い
く
手
立
て
な
の
だ
〈
大
抵
敬
字
是
徹
上
徹
下
之
意
、
格
物
致
知
其
間
節
次
進
歩

処
耳
〉
」
(
『
丈
集
』
巻
四
三
、
火
口
林
択
之
第
一
九
書
、
二
九
二
八
頁
〉
と
、
朱
書
は
両
者
の
緊
密
な
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

を
井
筒
氏
は
深
層
心
理
学
的
な
視
点
の
も
と
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

宋
儒
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
「
静
坐
」
に
よ
る
意
識
の
深
層
能
力
の
開
発
が
必
要
だ
し
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
、
そ
の
観

点
か
ら
、
表
層
意
識
の
認
識
機
能
に
も
新
し
い
意
義
付
け
を
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
開
発
さ

れ
た
表
層
、
深
層
両
方
に
わ
た
る
全
意
識
が
認
識
能
力
を
挙
げ
て
、
表
層
か
ら
深
層
に
及
ぶ
存
在
界
の
深
層
を
探
求
す
る
。
そ
れ
が
「
格

物
窮
理
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
存
在
界
の
真
相
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
事
物
の
「
本
質
」
構
造
を
意
味
す
る
。
〈
『
意
識
と
本

質
』
九
一
頁
〉

-64一

井
筒
氏
に
と
っ
て
静
坐
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
「
先
ず
心
の
動
き
を
鎮
め
る
こ
と
を
図
る
」
〈
向
上
、
八
二
百
三
修
行
で
あ
る
が
、
も
っ

と
複
雑
な
意
識
の
訓
練
で
あ
っ
て
、
「
意
識
の
ゼ
ロ

・
ポ
イ
ン
ト
と
は
、
丈
字
ど
お
り
心
の
あ
ら
ゆ
る
動
き
の
終
極
す
る
と
こ
ろ
、
絶
対

的
不
動
寂
莫
の
境
位
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
次
の
、
そ
し
て
最
後
の
、
段
階
ま
で
進
ん
で
、
今
度
は
逆
に
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
が
そ
こ
に
淵

源
し
そ
こ
か
ら
発
出
す
る
活
発
な
意
識
の
原
点
と
し
て
自
覚
し
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
〈
同
上
、
八
六
頁
〉
修
道
の
プ
ロ
セ
ス

な
の
で
あ
る
。
窮
理
は
「
人
に
は
人
の
人
だ
け
に
固
有
の
『
理
』
、
花
に
は
花
の
『
理
』
、
云
々
、
と
い
う
ふ
う
に
。
『
窮
理
』
は
そ

(
部
)

こ
か
ら
始
ま
る
」
〈
同
書
、
九
六
頁
〉
も
の
で
あ
る
が
、
部
然
貫
通
〈
も
し
く
は
脱
然
母
思
旭
〉
と
い
う
困
難
な
体
験
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
こ
の
体
験
を
経
た
人
の
日
に
は
、
経
験
界
に
存
在
す
る
個
々
の
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
理
に
必
ず
形
而
上
的
側
面
と
形
而
下
的
側
面
が
あ



る
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
。
形
而
下
的
側
面
に
お
い
て
は
、
『
理
』
は
、
例
え
ば
花
の
『
理
』
、
人
の
『
理
』
o

形
而
上
的
側
面
に
お

い
て
は
、
花
の
『
理
』
も
な
く
、
人
の
『
理
』
も
な
く
、
た
だ
純
粋
に
『
理
』
」
〈
同
書
、
九
七
頁
〉
を
見
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ

で
い
う
理
の
形
而
上
的
側
面
と
は
、
朱
書
の
用
語
で
い
え
ば
、
所
以
然
の
理
・
理
一
、
理
の
形
而
下
的
側
面
と
は
、
所
当
然
の
理
・
分
殊

で
あ
る
。
こ
の
諮
然
貫
通
の
体
験
世
界
を
井
筒
氏
は
、
「
意
識
即
存
在
」
〈
同
書
、
八
六
頁
・
九
一
頁
〉
と
よ
ぶ
。
こ
の
場
合
の
意
識
は
意

識
の
深
層
、
す
な
わ
ち
「
意
識
の
ゼ
ロ
ポ
イ
ン
ト
」
(
同
上
、
九
一
頁
〉
、
朱
書
の
用
語
で
い
え
ば
、
心
の
「
未
発
〈
本
然
の
性
〉
」
で
あ
る
。

同
じ
く
存
在
は
、
存
在
の
深
層
、
す
な
わ
ち
「
存
在
の
ゼ
ロ
ポ
イ
ン
ト
」
〈
同
上
、
九
一
頁
〉
、
万
事
万
物
の
根
源
的
な
「
理
一
〈
所
以
然

の
理
・
無
極
而
太
極
〉
」
で
あ
る
。

以
上
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
き
た
こ
と
を
図
式
化
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
え
が
く
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

存
在
の
表
層
(
分
殊
日
所
当
然
の
理
)

• 

事.--------------￥EE--EE---ez
の ゼの
深ロ深
層ポ層

'1 〆戸、、

未 ン理
発ト一

本宴所
然議見
の 11 然
性 存の

オ宇 理
愛'--"
の 無
理極

而
太
極
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• 意
識
の
表
層
(
己
発
目
性
の
発
動
)

か
な
り
の
長
き
に
わ
た
っ
て
井
筒
氏
の
視
点
や
考
察
を
引
用
し
論
述
し
て
き
た
が
、
湯
浅
氏
と
同
じ
よ
う
に
中
国
思
想
研
究
者
の
間
で

ま
と
も
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
管
見
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
で
は
、
島
田
慶
次
氏
が
早
く
に
「
井
筒
氏
は
儒
教
形



而
上
学
〈
宋
学
〉
の
中
心
問
題
た
る
『
未
発
』
『
己
発
』
や
『
諮
然
骨
尽
趨
』
に
つ
い
て
も
驚
く
べ
き
深
い
把
握
を
示
し
て
い
る
が
、
余
り

に
氏
自
身
の
立
場
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
と
の
感
を
否
み
え
な
い
」
〈
『
中
国
思
想
史
の
研
究
』
第
W
部
儒
教
に
お
け
る
生
け
る
も
の
」

六
二
二
百
ハ
〉
と
の
賛
否
両
論
を
述
べ
、
そ
の
註
記
に
お
い
て
「
究
極
的
に
は
私
は
氏
の
説
に
疑
問
を
も
つ
が
、
し
か
し
儒
教
哲
学
が
か
く

も
深
く
、
ま
た
か
く
も
美
し
く
分
析
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
知
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
感
動
で
あ
っ
た
」
(
同
書
、
六
一
八
頁
〉
と
付

し
て
い
る
。
こ
の
「
氏
自
身
の
立
場
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
の
世
界
を
指
し
て
い
る
。
朱
書
の
修
道
的
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
静
坐
と
窮
理
〈
『
意
識
と
本
質
』
一

O
六
頁
〉
は
、
意
識
お
よ
び
存
在
の
表
層
・
深
層
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
当
然

と
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
井
筒
氏
が
「
体
認
」
〈
同
書
、
八
O
頁
〉
・
「
意
識
訓
練
」
〈
八
一
頁
了
「
『
静
坐
』
の
道
程
」
〈
八
六
頁
〉
・
「
修

行
方
法
」
〈
八
八
頁
了
「
畳
思
尚
一
体
験
」
〈
九
四
頁
〉
・
「
『
窮
理
』
修
道
」
(
九
七
頁
〉
な
ど
と
、
く
り
返
し
表
現
す
る
の
は
、
や
は
り
体
験
的

な
事
実
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

田
中
嶋
隆
蔵
氏
の
論
考

こ
れ
ま
で
中
嶋
隆
蔵
氏
と
吾
妻
重
二
氏
に
共
通
し
て
い
る
「
朱
書
の
静
坐
は
精
神
安
定
の
手
段
・
修
養
法
」
と
い
う
理
解
と
対
極
に
あ

る
「
精
神
・
意
識
の
深
層
を
訓
練
す
る
方
法
」
が
、
居
敬
・
静
坐
と
格
物
・
窮
理
で
あ
る
と
い
う
湯
浅
泰
彦
・
井
筒
俊
彦
両
氏
の
視
点
を

考
察
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
を
吟
味
す
る
に
あ
た
っ
て
、
極
め
て
客
観
的
に
「
静
坐
」
の
用
例
を
検
討
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
論
考
を
得
た

(
お
)

の
で
紹
介
し
て
み
た
い
、
。
そ
れ
は
中
嶋
隆
蔵
氏
の
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
静
坐
』
論
」
・
「
陪
唐
以
前
に
お
け
る
『
静
坐
』
」
の
二
一
編
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
主
に
笠
台
の
論
考
を
取
り
あ
げ
て
、
宋
代
以
前
、
す
な
わ
ち
戦
国
時
代
末
期
か
ら
漢
貌
六
朝
を
経
て
、
唐
末
に
い
た
る

ま
で
の
「
静
坐
」
の
語
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
要
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。

ま
ず
戦
国
時
代
末
期
の
「
静
坐
」
の
用
例
と
し
て
は
、
『
韓
非
子
』
十
過
篇
を
指
摘
し
、
「
こ
こ
で
琴
を
弾
く
に
先
立
っ
て
こ
と
さ
ら
に

『
静
坐
』
し
て
い
る
の
は
、
鬼
神
と
関
わ
り
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
有
耶
無
耶
の
こ
と
が
ら
を
解
明
し
、
従
来
に
耳
に
し
た
こ
と
も
な
い

ほ
ど
の
素
晴
ら
し
い
音
楽
を
聴
取
せ
よ
と
い
う
主
君
の
命
に
必
ず
や
応
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
〈
同
論
文
、
五
頁
・
上
段
〉
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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次
に
漢
規
六
朝
時
代
に
お
け
る
「
静
坐
」
の
用
例
と
し
て
は
、
南
朝
の
梁
の
慧
岐
『
高
僧
伝
』
巻
一

O
「
神
異
下
」
篇
の
「
杯
度
」
伝

に
、
船
の
安
全
航
海
の
た
め
に
は
、
「
船
室
を
閉
め
き
り
静
坐
す
る
〈
閉
船
静
坐
〉
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
「
こ
う
し
た
考
え
と
、
『
韓

非
子
』
十
過
篇
で
の
、
常
人
に
は
不
可
能
な
鬼
神
と
の
交
感
を
実
現
す
る
に
は
そ
れ
に
最
も
相
応
し
い
人
物
が
先
ず
静
坐
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
と
の
聞
に
は
、
完
全
に
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
か
な
り
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
(
同
上
、

六
頁
・
上
段
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
唐
代
前
半
期
に
お
け
る
「
静
坐
」
の
用
例
と
し
て
は
、
三
種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
唐
初
に
成
っ
た

道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』
巻
一
九
「
習
禅
」
篇
の
「
僧
定
」
伝
に
は
、
僧
定
が
七
日
に
わ
た
る
断
食
と
「
静
坐
」
で
重
病
快
癒
を
得
た
こ
と

〈
向
上
、
七
頁
・
下
段
|
八
頁
・
上
段
〉
、
つ
ぎ
に
同
じ
く
巻
二

O
の
「
明
浄
」
伝
に
は
、
明
浄
が
七
日
に
わ
た
る
「
静
坐
」
で
雨
を
ふ
ら

し
飢
鐘
を
救
っ
た
こ
と
〈
向
上
、
八
頁
・
上
段
〉
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
滋
養
の
補
給
よ
り
も
静
坐
こ
そ
が
治
病
に
効
能
が

あ
る
と
い
う
も
の
で
、
(
中
略
〉
他
の
ど
ん
な
祭
把
祈
祷
よ
り
も
静
坐
こ
そ
が
天
地
神
明
と
交
感
し
天
地
神
明
の
働
き
を
得
て
天
候
を
左

右
で
き
る
と
い
う
も
の
」
〈
同
上
、
八
頁
|
上
段
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
と
り
わ
け
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
孔
穎
達
〈
五

七
四
|
六
四
八
〉
が
『
周
易
正
義
』
の
な
か
で
、
「
繋
辞
伝
上
」
の
「
陰
陽
測
ら
れ
、
ざ
る
こ
れ
を
神
と
謂
う
(
陰
陽
不
測
之
謂
神
ご
に
対

し
て
、
「
天
の
造
為
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
者
で
あ
れ
ば
、
必
ず
や
事
物
の
道
理
を
窮
め
そ
の
変
化
を
体
得
し
、
静
坐
し
て
そ
の

事
物
を
忘
れ
、
照
ら
し
た
物
を
遺
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
〈
若
能
知
天
之
所
造
為
者
、
会
能
窮
其
物
理
、
体
其
変
化
、
静
坐
而
忘
其
事
、

遺
棄
所
照
之
物
〉
と
解
釈
し
て
い
る
箇
所
を
取
り
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
静
坐
」
の
主
体
は
あ
く
ま
で
「
聖
人
」
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
儒
教
は
、
「
静
坐
」
を
、
天
の
神
妙
な
る
所
為
な
ど
と
い
っ

た
、
普
通
一
般
に
は
到
底
知
り
得
な
い
こ
と
が
ら
を
知
る
に
は
、
不
可
欠
の
実
践
法
で
あ
る
と
自
覚
し
主
張
す
る
教
学
上
の
根
拠
を
得

る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
儒
教
を
我
が
立
脚
地
と
し
て
そ
の
修
得
に
励
む
読
書
人
た
ち
、
と
り
わ
け
易
学
研
究
に
励
む
人
々

が
、
こ
う
し
た
考
え
を
格
別
の
不
思
議
も
感
じ
な
い
で
受
け
入
れ
て
い
く
素
地
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
〈
同
上
、

九
頁
・
下
段
〉
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「
儒
教
を
我
が
立
脚
地
と
し
て
そ
の
修
得
に
励
む
読
書
人
た
ち
」
と
は
、
た
と
え
ば
北
宋
の
程
顕
で
あ
り
、
南
宋
の
朱
書
た
ち
で
あ
る
。

(

お

)

(

お

)

(

訂

)

か
れ
ら
の
「
易
学
研
究
」
は
、
程
願
に
『
易
伝
』
が
あ
り
、
朱
書
に
『
周
易
本
義
』
・
『
易
学
啓
蒙
』
・
『
周
易
参
同
契
考
異
』
な
ど
が
あ
る
。

朱
書
の
六
六
歳
以
降
の
発
言
と
さ
れ
る
も
の
に
、
静
坐
と
読
書
と
の
関
係
に
及
ん
だ
も
の
が
あ
る
(
前
半
部
分
の
み
、
「

H
中
嶋
隆
蔵

氏
と
吾
妻
重
二
氏
の
相
違
と
共
通
点
」
に
引
用
し
た
〉

0

ひ

ま

読
書
し
て
閑
暇
が
あ
る
と
き
、
し
ば
ら
く
静
坐
し
て
心
を
平
静
に
し
気
持
ち
を
安
定
さ
せ
れ
ば
、
し
だ
い
に
道
理
が
見
え
て
く
る
。
こ

の
〈
心
〉
こ
そ
が
わ
が
身
の
か
な
め
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
た
と
え
ば
『
大
学
』
の
「
〈
大
学
ノ
道
ハ
〉
明
徳
ヲ
明
ラ
カ
一
一
ス
ル
一
一
在
リ
」

と
い
う
一
旬
を
読
む
場
合
、
つ
ね
に
(
心
を
)
こ
の
一
句
に
目
覚
め
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
日
の
進
歩
も
、
心
を
目
覚
め
さ

せ
て
お
く
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
人
は
こ
の
心
が
根
本
な
の
で
あ
っ
て
、
心
を
し
っ
か
り
養
っ
て
、
道
理
の
脈
絡
を
認
識
す
れ
ば
、
自
然

(
お
)

に
貫
通
す
る
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
き
つ
く
だ
ろ
う
。
言
語
類
』
巻
一
一
、
学
五
・
読
書
法
下
|
問
、
四
九
九
|
五
O
O
頁〉

0

朱
書
が
い
う
「
道
理
」
は
、
単
な
る
字
句
の
意
味
で
は
な
く
、
書
物
に
こ
め
ら
れ
た
道
理
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
真
理
を
意
味
し
て
い

る
。
中
嶋
氏
の
「
聖
人
が
静
坐
し
て
天
地
の
道
理
を
観
る
と
い
う
『
周
易
正
義
』
の
見
解
は
、
資
質
の
特
別
な
者
だ
け
が
お
こ
な
え
る
と

い
う
古
来
の
考
え
を
承
け
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
〈
「
陪
唐
以
前
に
お
け
る
『
静
坐
』
お
わ
り
に
」
一
一
一
一
頁
・
下
段
〉
と
い
、
っ
考
察
と

照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
き
、
朱
書
が
い
う
「
静
坐
し
て
心
を
平
静
に
し
気
持
ち
を
安
定
さ
せ
る
」
と
い
う
状
態
は
簡
単
に
作
り
だ
せ
る
も
の

(
却
)

で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
唐
代
後
半
期
に
お
け
る
「
静
坐
」
の
用
例
と
し
て
は
、
儒
教
や
仏
教
よ
り
も
丈
学
の
「
詩
句
や
詩
題
に
『
静
坐
』
の
語
を
用
い

る
人
々
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
〈
同
書
、
一

O
頁
・
上
段
〉
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
、
「
か
れ
ら
独
自
の
心
境
や
人
生
上
の

高
次
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
独
特
の
修
法
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
」
〈
同
上
、
二
一
頁
・

上
段
下
段
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
長
き
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
宋
代
の
儒
者
た
ち
の
静
坐
を
考
え
る
上
で
、
筆
者
は
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
思
っ
て
い
る
。
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第
二
章

居
敬
に
つ
い
て

付
吾
妻
重
二
氏
の
「
居
敬
」
解
釈
へ
の
疑
問

私
は
さ
き
に
、
「
朱
子
学
に
お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
、
静
坐
に
関
し
て
も
そ
う
だ
が
、
居
敬
に
関
し
て

も
疑
問
を
呈
し
て
き
た
。
ど
う
し
て
も
論
争
に
な
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
理
解
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
そ
う
い

う
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
ず
、
朱
書
の
思
想
は
本
来
ど
う
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
か
、
と
り
わ
け
「
体
認
す
る
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
長
年
に
わ
た
っ
て
考
え
て
き
た
。
吾
妻
氏
は
、
敬
〈
つ
つ
し

み
〉
・
居
敬
〈
敬
の
状
態
に
あ
る
こ
と
〉
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
敬
は
心
の
緊
張
状
態
を
指
す
語
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
対
象
へ
の
敬
意
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う

点
で
あ
る
。
居
敬
の
特
色
の
一
つ
は
、
そ
の
無
対
象
性
に
あ
っ
た
o

〈
『
朱
子
学
の
新
研
究
』
の
「
第
二
部
朱
子
学
の
思
想

朱
子
学
の
方
法
第
三
章
居
敬
前
史
」
〉
〈
四
O
二
|
四
O
三
頁
〉

第
三
篇
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内
面
的
な
「
敬
」
と
外
面
的
な
「
礼
」
が
相
互
に
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
「
敬
・
礼
不
可
分
の
原
則
」
を
有
す
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
場
合
の
敬
が
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
、
つ
つ
し
み
の
感
情
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
古
代
儒
教
は
道
学
の
主
張

と
強
い
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
o

(

同
書
、
四
O
六

四

O
七
頁
〉

す
な
わ
ち
敬
は
あ
く
ま
で
「
慎
重
厳
粛
で
怠
る
こ
と
の
な
い
心
が
け
」
で
あ
り
、
居
敬
は
そ
の
よ
う
な
「
敬
み

深
い
心
が
け
を
専
一
に
保
つ
と
い
う
、
精
神
集
中
の
維
持
を
意
味
す
る
」
四
O
一

四

O
二
頁
〉
と
説
明
さ
れ
、
何
か
特
定
の

対
象
へ
向
か
う
こ
と
の
な
い
常
に
冷
静
沈
着
・
敬
度
厳
粛
な
心
の
状
態
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
狭
義
に
お
い
て
は
、
根
本
的
に
は

そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
は
、
「
敬
の
目
的
語
は
心
で
あ
る
が
、
心
を
つ
つ
し
み
ひ
き
し
め
る
対
象
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は
鬼

〈
同
書
、

〈
同
書
、

四一
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神
や
祖
先
で
あ
り
、
朱
書
に
お
い
て
は
理
な
の
で
あ
る
」
〈
拙
論
「
朱
子
学
に
お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」

と
述
べ
た
。
こ
の
箇
所
の
表
現
は
不
適
切
で
あ
り
、
「
敬
は
心
を
つ
つ
し
み
ひ
き
し
め
〈
て
天
理
を
存
養
す
〉
る
工
夫
な
の
で
あ
る
」
と

あ
ら
た
め
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
畏
敬
の
念
の
対
象
は
天
理
で
あ
る
。

朱
書
の
用
語
を
み
る
前
に
、
程
頴
・
程
願
に
「
理
ヲ
敬
ス
ル
〈
敬
理
〉
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
か
ど
う
か
き
が
し
て
み
る
と
、
二
例
存

在
す
る
。

一
四
一
五
頁
〉

天
理
の
意
味
あ
い
を
例
に
あ
げ
る
と
、
「
誠
」
は
天
理
を
欺
か
な
い
こ
と
で
あ
り
、
「
敬
」
は
天
理
を
敬
し
む
〈
畏
れ
謹
し
む
〉
こ
と
で

あ
る
。
な
に
か
別
に
「
誠
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
ま
た
な
に
か
別
に
「
敬
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
(
「
如
天
理
底
意
思
、

誠
只
是
誠
此
者
也
、
敬
只
是
敬
此
者
也
。
非
是
別
有
一
箇
誠
、
更
有
一
箇
敬
也
」
o

和
刻
本
『
二
程
全
主
旦
(
中
丈
出
版
社
〉
巻
二
、
二

(
乱
)

四
了
・
表
|
山
、
一
六
五
頁
〉

理
は
、
天
下
に
た
だ
一
つ
の
理
〈
理
ご
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
理
が
規
準
な
の
だ
。
天
地
に
た
ず
ね
て
も
、

夏
の
再
王
・
段
の
湯
王
・
周
の
丈
王
に
考
え
あ
わ
せ
て
も
、
永
遠
に
か
わ
ら
な
い
道
理
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
「
敬
」
は
た
だ
一
つ

の
理
を
敬
し
む
こ
と
で
あ
り
、
「
仁
」
は
た
だ
一
つ
の
理
を
慈
し
む
こ
と
で
あ
り
、
「
信
」
は
た
だ
一
つ
の
理
を
欺
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

〈
「
理
則
天
下
只
是
一
箇
理
。
故
推
至
四
海
而
準
。
須
是
質
諸
天
地
、
考
諸
三
玉
、
不
易
之
理
。
故
敬
則
只
是
敬
此
者
也
、
仁
是
仁
此
者

也
、
信
是
信
此
者
也
」
o

同
上
、
巻
二
、
三
四
丁
裏
時
一
八
六
頁
〉

程
頴
か
程
願
か
、
い
ず
れ
の
語
で
あ
る
か
不
明
で
は
あ
る
が
、
「
敬
が
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
」
と
断
言
す
る
吾
妻
氏
の
理
解
は
、

二
程
に
お
い
て
は
成
り
た
た
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
『
程
氏
遺
主
旦
を
編
纂
し
た
朱
書
が
「
理
ヲ
敬
ス
ル
」
と
い
う
用
語
を
知
っ
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
朱
書
自
身
が
「
理
ヲ
敬
ス
ル
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
な
い
の
は
、
『
朱
子
丈
集
』
や
『
朱
子
語
類
』
を

み
る
限
り
、
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
書
の
代
表
的
な
著
作
は
『
四
書
集
註
』
で
あ
る
。
第
一
級
の
資
料
に
も
と
マ
つ
い
て
判
断
す
る
の
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は
異
論
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
二
例
引
用
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ひ
と
つ
は
ま
哩
巴
季
氏
第
十
六
の
「
君
子
有
三
畏
」
章

の
朱
書
の
註
で
あ
る
。

孔
子
日
、
君
子
有
三
畏
。
畏
天
命
、
畏
大
人
、
畏
聖
人
之
言
。

げ
ん
た
ん

畏
ル
ト
ハ
、
厳
樺
(
お
そ
れ
は
ば
か
る
〉
ノ
意
ナ
リ
。
天
命
ト
ハ
、
天
ノ
賦
ス
ル
所
ノ
正
理
ナ
リ
。
其
ノ
畏
ル
可
キ
ヲ
知
ラ
パ
、
則

ふ

ひ

チ
其
ノ
戒
謹
・
恐
憧
シ
テ
、
自
ラ
己
ム
能
ワ
ザ
ル
者
有
リ
。
而
シ
テ
付
昇
〈
天
与
の
正
理
〉
ノ
重
キ
、
以
テ
失
ワ
ザ
ル
可
シ
。
大
人
・

聖
言
ハ
、
皆
天
命
ト
シ
テ
当
一
一
畏
ル
ベ
キ
所
ナ
リ
。
天
命
ヲ
畏
ル
ル
ヲ
知
ラ
パ
、
則
チ
之
ヲ
畏
レ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
〈
畏
者
、
厳
樺
之

意
也
。
天
命
者
、
天
所
賦
之
正
理
也
。
知
其
可
畏
、
則
其
戒
謹
恐
健
、
自
有
不
能
己
者
。
而
付
昇
之
童
、
可
以
不
失
失
。
大
人
聖
言
、

皆
天
命
所
当
畏
。
知
畏
天
命
、
則
不
得
不
畏
之
失
)

朱
書
が
「
畏
」
の
字
を
五
回
も
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
朱
書
は
、
「
敬
ハ
是
レ
畏
謹
〈
敬
是
畏
謹
〉
」
〈
『
丈
集
』
巻
四
四
、
答
江
穂
功

第
七
書
、
三

O
三
五
頁
〉
、
も
し
く
は
「
敬
ハ
只
ダ
是
レ
一
箇
ノ
畏
ノ
ミ
〈
敬
只
是
一
箇
畏
〉
」
(
『
語
類
』
巻
六
、
性
理
三
・
仁
義
礼
知
日
等

名
義
目
、
三
五
一
頁
〉
、
同
じ
く
「
敬
ハ
只
ダ
是
レ
一
箇
ノ
畏
ノ
字
ノ
ミ
〈
敬
只
是
一
箇
畏
字
〉
」
〈
同
巻
二
一
、
学
六
・
持
守
則
、

五
六
七
頁
〉
と
述
べ
て
お
り
、
敬
を
説
明
す
る
に
は
「
畏
」
の
字
が
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
七
の
「
大
哉
聖
人
道
」
章
の
、
「
故
一
一
君
子
ハ
徳
性
ヲ
尊
ピ
テ
、
問
学
一
一
道
ル
〈
故
君
子
尊
徳

性
而
道
問
学
ご
に
対
す
る
朱
書
の
註
で
あ
る
。

尊
ブ
ト
ハ
、
恭
敬
・
奉
持
ノ
意
ナ
リ
。
徳
性
ト
ハ
、
吾
ガ
天
一
一
受
ク
ル
所
ノ
正
理
〈
天
命
の
性
〉

徳
性
者
、
五
口
所
受
於
天
之
正
理
〉

ナ
リ
。
〈
尊
者
、
恭
敬
奉
持
之
意
。

数
少
な
い
二
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
静
岡
一
立
巴

の
「
天
命
ヲ
畏
ル
(
畏
天
命
ご
と
は
、
天
が
わ
が
身
に
付
与
し
た
正
理
〈
天
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命
の
性
〉
を
畏
れ
謹
し
み
、
の
「
穂
性
ヲ
尊
ブ
〈
尊
徳
性
〉
」
と
は
、
天
か
ら
わ
が
身
に
授
与
さ
れ
た
正
理
〈
仁
義
礼
知
日
信

の
本
性
〉
を
敬
度
に
保
持
す
る
こ
と
で
あ
り
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
理
ヲ
敬
ス
ル
」
こ
と
で
あ
り
、
畏
敬
の
念
の
対
象
は
天
理
で
あ
る
。

二
程
に
お
い
て
も
朱
書
に
お
い
て
も
、
天
理
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
保
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
〈
居
敬
・
静
坐
〉
が
、
儒
者
と
し
て
の
主
体

(
お
)

性
確
立
の
た
め
の
実
践
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
書
の
『
丈
集
』
や
『
語
類
』
に
「
理
ヲ
敬
ス
ル
(
敬
理
ご
と
い
う
明
確
な
二
字
が

な
い
か
ら
、
「
敬
が
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
」
と
断
言
す
る
吾
妻
氏
の
研
究
方
針
は
、
朱
書
の
思
想
や
朱
子
学
研
究
を
せ
ば
め
る
も
の

(砧
)

だ
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
第
一
級
の
資
料
で
あ
る
朱
書
の
『
四
書
集
註
』
を
ま
ず
よ
く
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

『
中
噴
章
句
』

白
山
本
命
氏
の
視
点
と
土
田
健
次
郎
氏
の
視
点

山
本
命
氏
の
中
国
思
想
研
究
に
は
、
『
宋
時
代
儒
学
の
倫
理
学
的
研
究
』
〈
理
想
社
、
一
九
七
三
年
、
昭
和
羽
年
〉
と
『
明
時
代
儒
学

の
倫
理
学
的
研
究
』
〈
向
上
、
一
九
七
四
年
〉
と
い
う
大
著
が
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
思
想
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
例
外
を
の
ぞ
い
て
全

(
お
)

く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
島
田
慶
次
氏
に
指
摘
が
あ
る
の
で
取
り
あ
げ
な
い
こ
と
と
し
、
こ

こ
で
は
主
に
『
宋
時
代
儒
学
の
倫
理
学
的
研
究
」
の
「
第
五
章
朱
書
の
儒
学
四
『
敬
』
の
説
」
〈
五
四
八
|
五
五
六
頁
)
を
中
心
に

し
な
が
ら
、
「
敬
」
が
特
定
の
対
象
を
も
っ
か
否
か
に
つ
い
て
、
山
本
氏
の
考
察
を
紹
介
し
、
著
者
の
意
見
を
付
し
て
み
た
い
。
ま
ず
山

本
氏
の
視
点
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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一
般
に
哲
学
が
、
宇
宙
人
生
に
お
け
る
一
切
の
根
本
諸
問
題
を
一
つ
の
統
一
的
原
理
に
基
い
て
理
論
的
体
系
的
に
究
明
し
解
決
し
よ
う

と
す
る
学
で
あ
る
と
み
る
な
ら
、
宋
時
代
の
所
謂
五
子
(
周
子
、
二
程
子
、
張
子
、
朱
子
〉
に
よ
っ
て
、
形
成
自
覚
さ
れ
た
儒
学
は
、

こ
れ
を
哲
学
と
名
付
け
て
も
差
支
え
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
宋
学
の
実
質
内
容
は
、
道
穂
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
と
し
て
み
て
よ

く
、
そ
の
宇
宙
論
又
は
存
在
論
も
、
実
は
そ
の
倫
理
学
の
形
而
上
学
的
な
基
礎
付
け
を
企
て
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
同
書
、

序
論
、
二
頁
〉



と
り
わ
け
同
書
の
「
朱
書
の
儒
学
」
〈
五
O
五
七
四
六
頁
〉
に
お
い
て
は
、
「
一
朱
子
学
の
目
的
と
方
法
」
、
「
二
人
間
問
題
の
取

り
上
げ
方
」
、
「
三
『
心
』
と
『
人
性
』
の
見
方
」
、
「
四
『
敬
』
の
説
」
、
「
五
道
徳
説
の
体
系
」
、
「
六
道
徳
説
の
哲
学
的
基
礎
付
け
」
、

「
七
死
生
論
」
、
「
八
朱
子
儒
学
に
お
け
る
問
題
点
結
語
」
と
い
う
項
目
に
わ
け
で
、
詳
細
な
考
察
・
綿
密
な
分
析
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
「
四
『
敬
』
の
説
」
の
要
点
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

川
敬
は
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
。

「
問
、
っ
、
手
を
下
す
工
夫
を
。
朱
子
日
く
、
た
だ
こ
の
心
を
収
数
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
走
作
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
又
云
う
、
た

だ
容
貌
を
動
か
し
思
慮
を
整
え
る
と
き
は
、
則
ち
自
然
に
敬
を
生
ず
る
」
〈
『
学
的
』
持
敬
第
二
〉
と
。
こ
れ
は
す
で
に
立
ち
入
っ
て
見

た
よ
う
に
、
前
述
の
程
伊
川
が
「
衣
冠
を
整
え
容
貌
を
斉
う
る
」
こ
と
に
持
敬
の
手
を
下
す
工
夫
を
の
べ
た
着
眼
点
を
つ
ぐ
も
の
で
あ

る
。
な
お
朱
子
が
此
処
で
使
用
し
て
い
る
「
収
紋
」
の
語
は
、
程
伊
川
の
門
人
予
和
靖
の
「
そ
の
心
収
数
し
て
一
物
を
容
れ
な
い
」
〈
向

上
〉
の
着
眼
を
援
用
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
容
貌
を
斉
粛
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
に
分
散
し
よ
う
と
す
る
心
を
一
点
に
集
中
で
き

る
と
み
る
訳
で
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
敬
は
結
局
了
心
の
収
紋
集
中
の
持
続
そ
の
も
の
を
指
示
し
て
、
特
定
の
対
象
に
向
か
う
畏
敬

と
は
異
な
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
敬
は
無
対
象
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
見
ら
れ
る
o

(

同
書
、
「
四
『
敬
』
の
説
」
五
四
九

五
五
O
頁〉

(
出
)

山
本
氏
が
こ
こ
で
「
敬
の
無
対
象
性
」
と
い
う
の
は
、
島
田
慶
次
氏
の
表
現
を
借
り
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

川
敬
は
特
定
の
対
象
を
も
っ

「
戎
ひ
と
問
、
っ
、
敬
は
当
に
ど
う
訓
ず
べ
き
で
あ
る
か
と
。
日
く
、
こ
れ
は
訓
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
畏
が
庶
幾
く
は
こ
れ
に

近
い
か
と
o
」
又
「
敬
斎
蔵
」
に
日
く
、
「
心
を
潜
め
て
以
て
居
り
、
上
帝
に
対
越
す
る
。
云
々
」
(
『
学
的
』
持
敬
第
二
〉
と
。
此
の
二
句

に
よ
る
と
、
敬
は
宗
教
的
な
敬
度
性
を
意
味
す
る
と
解
せ
ら
れ
て
、
前
に
も
指
摘
し
た
通
り
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
同
書
、
五
五
O
頁〉
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と
ん

川
と
凶
の
例
に
分
類
し
た
よ
う
に
、
山
本
氏
は
程
願
〈
伊
川
〉
や
ヰ
ア
惇
〈
和
靖
〉
の
語
を
あ
げ
て
、
敬
は
特
定
の
対
象
を
も
た
ず
精
神

を
集
中
し
た
状
態
と
し
、
一
方
で
朱
書
の
「
敬
斎
蔵
」
(
『
丈
集
』
巻
八
五
、
六
O
八
五
頁
〉
の
語
を
あ
げ
て
、
敬
は
「
超
越
的
対
象
へ
の

本
質
的
な
関
わ
り
」
〈
「
四
『
敬
』
の
説
」
五
五
O
頁
〉
が
あ
る
と
し
、
「
敬
畏
の
対
象
は
、
人
間
の
『
道
』
、
そ
し
て
又
『
天
理
』
と
な

る
の
で
あ
る
」
〈
同
書
、
五
五
一
頁
)
と
分
析
し
て
い
る
。

な
お
こ
こ
で
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
静
坐
と
居
敬
に
関
す
る
考
察
を
取
り
あ
げ
た
い
。
そ
れ
は
土
田
健
次
郎
氏
の
次
の
よ
う
な
理
解
で

あ
る
。静

坐
を
行
な
う
時
は
あ
く
ま
で
も
肉
体
を
安
静
な
状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
常
社
会
で
の
活
動
を
身
上
と
す
る
儒
者
は

動
中
の
修
養
を
求
め
、
そ
の
結
果
が
敬
で
あ
っ
た
。
意
識
が
常
に
対
象
に
対
し
て
宙
主
で
あ
れ
ば
、
心
の
本
来
的
機
能
(
そ
れ
は
聖
人

と
同
じ
〉
が
結
果
的
に
発
見
し
て
く
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
特
に
対
象
が
無
い
場
合
に
は
安
静
な
心
境
を
維
持
す
る
の
も
敬
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
敬
は
静
坐
を
包
み
込
む
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
O

L道
学
の
形
成
』
第
五
章
道
学
と
仏
教
・
道
教

道
学
と
仏
教
に
お
け
る
議
論
の
場
と
範
博
道
学
が
得
た
も
例
、
二
七
六
頁
〉
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第
一
節

こ
こ
で
土
田
氏
が
「
意
識
が
常
に
対
象
に
対
し
て
専
一
で
あ
れ
ば
」
、
も
し
く
は
「
ま
た
特
に
対
象
が
無
い
場
合
に
は
」
と
述
べ
て
い

る
の
は
、
朱
書
が
「
事
物
の
生
じ
な
い
時
は
、
敬
は
心
の
中
に
あ
る
。
事
物
が
生
じ
る
時
は
、
敬
は
事
物
の
上
に
あ
る
。
だ
か
ら
事
物
が

あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
敬
は
と
ぎ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
賓
客
に
応
対
す
る
場
合
、
敬
は
応
対
の
上
に
あ
る
。
賓
客
が
去
っ
て
後

(
部
)

は
、
敬
は
ま
た
心
の
中
に
あ
る
」
〈
「
無
事
時
、
敬
在
裏
面
。
有
事
時
、
敬
在
事
上
。
有
事
無
事
、
五
口
之
敬
、
未
嘗
間
断
也
。
且
如
応
接
賓

客
、
敬
便
在
応
接
上
。
賓
客
去
後
、
敬
又
在
這
裏
」

0

『
語
類
』
巻
一
二
、
学
六
・
持
守
山
、
五
七
O
頁
〉
の
語
と
対
応
し
て
い
る
。
さ

ら
に
土
田
氏
は
次
の
よ
う
に
分
か
り
ゃ
す
く
説
明
す
る
。

居
敬
は
、
坐
禅
の
よ
う
に
無
念
無
想
に
な
っ
た
り
、
公
案
を
考
え
た
り
、
存
思
の
よ
う
に
眼
前
に
無
い
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
す
る
と
い
う



形
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
眼
前
に
あ
る
現
実
の
対
象
に
精
神
を
集
中
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
心
の
状
態
を
直
接
に
意
識
の
対
象

に
す
る
の
で
は
な
く
、
意
識
を
向
け
て
い
る
事
物
の
見
え
方
の
鮮
明
さ
の
程
度
に
よ
っ
て
そ
の
程
度
が
測
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
「
二
道

学
が
得
た
も
の
」
二
七
六
頁
〉

つ
ま
り
敬
は
特
定
の
対
象
を
も
っ
と
い
う
よ
り
も
、
心
の
内
外
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
を
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
土
田

氏
が
仏
教
や
道
教
と
な
ら
び
立
つ
も
の
と
し
て
、
二
程
や
朱
書
な
ど
の
道
学
〈
宋
代
儒
教
〉
に
視
点
を
あ
て
て
、
「
道
学
と
り
わ
け
朱
子

学
の
問
題
額
域
は
当
時
の
知
識
人
が
問
題
に
し
た
全
額
域
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
核
に
あ
る
の
は
人
間
の
意
識
の
問
題

で
あ
る
」
〈
向
上
、
二
七
三
頁
〉
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
至
言
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
心
〈
意
識
〉
の
修
養
法
と
し
て
、
居
敬
・
静
坐

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
筆
者
な
り
に
以
下
の
よ
う
に
分
類
・
整
頓
し
て
み
た
い
。

川
敬
は
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い

敬
は
あ
く
ま
で
も
心
が
保
持
さ
れ
統
一
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
島
田
慶
次
氏
を
、
つ
け
た
吾
妻
重
二
氏
、
山
本
命

氏
の
理
解
。
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山
敬
は
対
象
を
も
っ

川
特
定
の
対
象
を
持
つ

(

泊

)

(

州

出

)

敬
は
根
本
的
に
「
天
理
」
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
い
う
。
こ
れ
は
荒
木
見
悟
氏
、
山
本
命
氏
、
佐
藤
仁
氏
、
お
よ
び
著
者
の
理
解
。

川
す
べ
て
を
対
象
に
持
つ

敬
は
あ
く
ま
で
も
眼
前
の
事
物
に
精
神
〈
意
識
〉
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
土
田
健
次
郎
氏
の
理
解
。
朱
書
の
語
で

み

(

州

出

)

い
え
ば
、
「
心
ヲ
以
テ
物
ヲ
観
ル
(
以
心
観
物
〉
」
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
の
よ
う
に
「
心
ヲ
以
テ
心
ヲ
求
メ
ル
(
以
心
求
心
〉
」
も

の
で
は
な
い
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。



以
上
、
長
き
に
わ
た
っ
て
「
敬
が
特
定
の
対
象
を
も
っ
か
否
か
」
に
し
ぼ
っ
て
論
点
を
整
理
し
て
き
た
。
朱
喜
小
の
思
想
〈
原
朱
子
学
〉

を
理
解
す
る
、
そ
れ
も
正
確
に
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
聞
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

お
わ
り
に

今
回
は
「
朱
子
学
に
お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
の
補
篇
と
し
て
、
主
に
湯
浅
泰
雄
、
井
筒
俊
彦
、
吾
妻
重
二
、
中
嶋

隆
蔵
、
山
本
命
の
各
氏
の
分
析
考
察
・
解
釈
理
解
を
比
較
検
討
し
て
き
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
余
計
な
と
も
思
わ
れ
る
拙
論
を
展
開
し
て

き
た
か
と
い
う
と
、
土
田
健
次
郎
氏
に
、
荒
木
見
悟
氏
『
仏
教
と
儒
教
』

4

)

(

初
版
は
、
一
九
六
三
年
、
昭
和
お
年
〉
と
安
田
二
郎
氏
『
中

国
近
世
思
想
研
究
』
〈
弘
丈
堂
、
一
九
四
八
年
、
昭
和
お
年
。
一
九
七
六
年
に
筑
摩
書
房
か
ら
再
刊
〉
と
を
あ
げ
て
、
「
両
氏
の
見
解
の
擦

り
合
わ
せ
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
に
共
鳴
し
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
ま
た
の
研
究
書
や
論
考
が
世
に
問
わ
れ
る
が
、
あ
ま
り

に
も
一
方
通
行
と
な
っ
て
い
る
。
論
点
を
し
ぼ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
「
す
り
あ
わ
せ
」
を
し
て
こ
そ
、
問
題
点
が
浮
か
び
あ
が
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
不
毛
な
論
争
に
終
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
自
戒
の
意
を
こ
め
た
い
と
思
う
。
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〔註〕
(1)
「中
国
哲
学
論
集
』
第
氾
号
令
一
0
0
八
年
、
平
成
却
年
ロ
月
、
九
州
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
発
行
)
所
収
。

(2)
「東
洋
古
典
学
研
究
』
第
お
集
(
二
0
0
八
年
、
平
成
却
年
5
月
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
内
東
洋
古
典
学
研
究
会
発
行
)
所
収
。

(3)
「朱
子
学
の
新
研
究
』
(
創
文
社
、
二
C
C
四
年
、
平
成
時
年
)
の
第
二
部
第
三
篇
第
三
章
「
居
敬
前
史
」
(
初
出
は
、

「日
本
中
国
学
会
創
立
五
十

年
記
念
論
文
集
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
、
平
成
凶
年
叩
月
)
、
お
よ
び
同
四
章
「
静
坐
と
は
何
か
」
(
初
出
は
、

「村
山
吉
康
教
授
古
稀
記
念
中

国
古
典
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
二
0
0
0
年
、
平
成
ロ
年
3
月
。
原
題
は
「
静
坐
考
|
道
学
の
自
己
修
養
を
め
ぐ
っ
て
」
)

0

(
4
)
湯
浅
泰
雄
氏

「東
洋
文
化
の
深
層
|
心
理
学
と
倫
理
学
の
問
』
(
名
著
刊
行
会
、

比
較
倫
理
学
の
試
み
」
(
初
出
は
昭
和
訂
年
。
現
在
刊
行
中
の

「湯
浅
泰
雄
全
集
』
二
C
C
一
年
、
平
成
日
年
、
白
亜
書
一
房
、
第
五
巻
に
所
収
)
o

引

一
九
八
二
年
、
昭
和
町
年
)
の
「
五

東
洋
の
良
心
論
の
特
質
|



用
は
名
著
刊
行
本
に
従
う
。
井
筒
俊
彦
氏

「意
識
と
本
質
|
精
神
的
東
洋
を
索
め
て
』
(
初
版
は
一
九
八
三
年
、
昭
和
国
年
に
岩
波
書
庖
か
ら
発
行
。

一
九
九
一
年
、
平
成
3
年
に
岩
波
文
庫
本
と
し
て
再
版
)
の
「
意
識
と
本
質
|
東
洋
哲
学
の
共
時
的
構
造
化
の
た
め
に
」
(
初
出
は
昭
和
田
年
|
貯
年
。

「井
筒
俊
彦
著
作
集
」
平
成
4
年
、
中
央
公
論
社
、
第
六
巻
に
所
収
)
o

引
用
は
岩
波
文
庫
本
に
従
う
。

(5)
山
本
命
氏

「宋
代
儒
学
の
倫
理
学
的
研
究
』
(
理
想
社
、
一
九
七
三
年
、
昭
和
必
年
)
の
「
第
五
章

(6)
拙
論
「
朱
子
学
に
お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
の
註
(
叩
)
を
参
照
。

(7)
「朱
子
語
類
』
は
、
和
刻
本

「朱
子
語
類
』
(
中
文
出
版
社
)
か
ら
引
用
し
、

「語
類
』
と
略
記
す
る
。

仏
教
と
儒
教
』
(
研
文
出
版
、
一
九
九
三
年
、
平
成
5
年
。
初
版
は
昭
和
お
年
、
平
楽
寺
書
庖
)
の
「
第
三
章

朱
宣
白
川
の
儒
学
」

0

8
)
荒
木
見
悟
氏

「新
版

朱
子
の
折
口

学

持
敬
」
に
、
「
朱
子
は
程
子
以
来
の
伝
承
を
受
け
て
、
精
神
安
定
の
手
段
と
し
て
静
坐
を
説
い
た
が
云
々
」
(
三

O
九
頁
)
と
あ
り
、

中
嶋
氏
「
朱
子
の
静
坐
観
と
そ
の
周
辺
」
の
注
③
(
一
一
一
O
頁
、
下
段
)
に
、
そ
の
ご
と
が
指
摘
し
て
あ
る
。

吉
村

τ
、よ日

在
月
刈

J

ノ
ル
日
μ

(9)
「九
州
中
国
学
会
報
』
第
必
巻
(
二

C
C
五
年
、
平
成
げ
年
5
月
、
九
州
中
国
学
会
発
行
)
所
収
。

(
叩
)

「国
語
の
研
究
』
第
お
号
(
二

0
0七
年
、
平
成
凶
年
日
月
、
大
分
大
学
国
語
国
文
学
会
発
行
)
所
収
。

日
)
註

(1)
参
照
。
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(
ロ
)
註

(
4
)
参
照
。

(
日
)
山
折
哲
雄
氏

「坐
の
文
化
論
日
本
人
は
な
ぜ
坐
り
つ
づ
け
て
き
た
の
か
』
(
一
九
八
四
年
、
昭
和
回
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
。
初
出
は
昭
和
田
年
、

佼
成
出
版
社
)
に
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
な
ど
の
坐
法
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
文
化
史
的
な
視
点
を
入
れ
て
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
吾
妻

重
二
氏

「朱
子
学
の
新
研
究
』
の
「
静
坐
に
お
け
る
坐
り
方
危
坐
・
正
坐
・
端
坐
」
(
四
三

O

四
三
四
頁
)
に
は
、
宋
代
の
儒
者
た
ち
の
坐
り

方
が
具
体
的
に
説
明
し
て
あ
っ
て
、
と
も
に
有
益
で
あ
る
。

日
)
山
折
哲
雄
氏

「坐
の
文
化
論
』
の
「
第
一
章

坐
・
文
化
の
源
流

E
 
膜
想
と
エ
ク
ス
タ
シ
ー

空
海
と
道
一
冗
の
膜
想
」
(
七
一
-
|
七
四
百
(
)
を

参
考
に
す
れ
ば
、
旦
ハ
体
的
な
ひ
と
つ
の
形
を
も
っ
た
朱
烹
の
静
坐
は
、
心
の
情
動
の
ざ
わ
め
き
を
鎮
め
て
、
心
に
内
在
す
る
天
理
を
膜
想
し
緬
養
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
冶
つ
。

日
)
湯
浅
泰
雄
氏

「東
洋
文
化
の
深
層
』
の
「
四

人
格
に
お
け
る
性
と
老
い
と
死

2 

ペ
ル
ソ
ナ
と
人
格
形
成
、

3

若
さ
と
老
い
の
ペ
ル
ソ
ナ
」



二
五
六
|
一
六
七
百
(
)
に
「
ペ
ル
ソ
ナ
(
仮
面
)
」
の
深
層
心
理
学
的
な
分
析
が
あ
る
。

(
日
)
湯
浅
泰
雄
氏
二
九
二
五
年
、
大
正
日
年
|
二

C
C
五
年
、
平
成
げ
年
)
は
、
和
辻
哲
郎
二
八
八
九
年
、
明
治
幻
年
|
一
九
六
一
年
、
昭
和
初
年
)

の
定
年
退
官
ま
で
の
二
年
ば
か
り
(
二
十
一
|
二
十
二
歳
)
、
東
京
大
学
文
学
部
倫
理
学
科
に
学
ん
で
お
り
、
日
本
思
想
史
研
究
を
中
心
と
し
な
が
ら
、

ユ
ン
グ
心
理
学
な
ど
に
も
幅
広
い
関
心
を
一
不
し
、

「和
辻
哲
郎
|
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
(
一
九
九
五
年
、
平
成
7
年、

5
月
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
。

初
出
は
一
九
八
一
年
、
昭
和
同
年
)
、

「
ユ
ン
グ
と
東
洋
』
(
上
巻
、
一
九
八
九
年
、
平
成
元
年
、

6
月
。
下
巻
、
同
年
7
月
。
人
文
書
院
)
な
ど
の

著
書
が
あ
る
。
下
巻
の
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
|
ユ
ン
グ
研
究
の
思
い
出
」
(
一
一
一
一
一
七
|
一
一
一
一
二
三
頁
)
に
、
「
ユ
ン
グ
の
著
作
を
は
じ
め
て
よ
ん
だ
の

は
一
九
五
0
年
代
の
中
ご
ろ
で
あ
る

0

・
:
・
私
は
当
時
本
山
博
先
生
か
ら
ヨ

I
ガ
を
学
ん
で
、
修
行
の
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
・
・
超
心
理

学
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る

「超
能
力
』
の
研
究
で
あ
る
。
ど
う
い
う
超
常
現
象
は
、
私
に
と
っ
て
少
年
時
代
か
ら
見
聞
し
て
い
た
と
と
な
の
で
、
特

に
異
常
と
思
う
感
覚
は
も
っ
て
い
な
い
」
(
一
一
一
一
一
七
三
二
八
頁
)
と
書
か
れ
て
い
る
。
湯
浅
氏
は
本
山
博
氏
二
九
二
五
年
。

「密
教
ヨ

I
ガ』

一
九
八
一
年
、
昭
和
国
年
、

7
月
、
密
教
心
理
出
版
な
ど
の
著
書
が
あ
る
)
の
も
と
で
、
三
十
代
の
ご
ろ
ヨ

I
ガ
の
実
践
を
し
て
い
た
と
と
が
分
か
る
。

つ
づ
い
て
「
そ
の
ご
ろ
私
は
母
校
の
助
手
を
し
て
い
て
、
哲
学
と
日
本
思
想
史
を
研
究
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
と
と
の
種
の
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体
験
領
域
と
は
、
ま
っ
た
く
別
個
の
世
界
で
あ
る
」
(
一
一
一
一
一
八
百
ひ
と
あ
る
よ
う
に
、
普
遍
的
な
「
知
」
の
世
界
の
哲
学
・
日
本
思
想
と
個
人
的
な
「
信
」

の
世
界
の
信
仰
・
修
行
と
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
者
で
あ
る
以
上
、
分
け
て
考
え
る
ご
と
が
求
め
ら
れ
る
。
私
は
平
成
叩
年
に
ブ
イ
ラ
デ
ル
ブ
イ

ア
の
テ
ン
プ
ル
大
学
へ
文
部
省
の
在
外
研
究
員
と
し
て
留
学
し
た
と
き
、
テ
ン
プ
ル
大
学
助
教
授
で
比
較
思
想
(
道
元
や
プ
ラ
ト
ン
な
ど
)
研
究
者

の
長
友
繁
法
氏
か
ら
、
湯
浅
氏
の
「
信
仰
体
験
記
」
(
私
家
版
、

一
九
七
五
年
、
昭
和
印
年
)
を
借
用
し
一
読
し
た
。
本
山
博
氏
の
も
と
で
の
す
さ

ま
じ
い
修
行
と
自
己
変
容
の
過
程
が
つ
ぶ
さ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
非
常
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
に
か
か
わ
る
の
で
、
ご
と
で
は
触
れ
な
い
と
と

に
す
る
。
現
在
刊
行
中
の

「湯
浅
泰
雄
全
集
』
に
は
恐
ら
く
収
録
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
湯
浅
氏
が
「
心
理
的
経
験
の
事
実
」
を
強
調
す
る
の
は
、

自
己
の
実
践
に
も
と
づ
い
た
切
実
な
心
情
か
ら
で
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
い
た
っ
た
。

(
げ
)
井
筒
氏
に
よ
る
朱
烹
の
静
坐
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
朱
烹
思
想
に
お
け
る
心
の
工
夫
と
務
然
貫
通
|
未
発
・
己
発
説
を
理
解
す
る

た
め
に
」
(
註

(9)
参
照
)
の
な
か
で
少
し
く
引
用
し
た
が
、
そ
の
際
に
井
筒
氏
が
「
居
敬
」
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
ご
と
を
指
摘
し
た
。

同
拙
論
の
註
(
幻
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。



(
日
目
)
湯
浅
氏
の
場
合
は
、
居
敬
の
ひ
と
つ
の
形
で
あ
る
静
坐
を
「
心
身
訓
練
」
(
「東
洋
文
化
の
深
層
』
の
「
五

東
洋
の
良
心
論
の
特
質

11 

静
坐

の
心
理
」
二
五
六
頁
)
と
よ
ん
で
い
る
。

(ω)
「朱
子
文
集
』
は
、
和
刻
本

「朱
子
文
集
』
(
中
文
出
版
社
)
か
ら
引
用
し
、

「文
集
』
と
略
記
す
る
。

(
却
)
「
務
然
貫
通
」
と
い
う
体
験
が
、
果
た
し
て
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
朱
烹
思
想
に
お
け
る
心
の
工
夫
と
務
然
貫
通
」
(
註

(9)
参
照
)
、

お
よ
び
同
拙
論
「
朱
子
学
に
お
け
る
都
然
貫
通
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
(
註
(
叩
)
参
照
)
に
お
い
て
考
察
し
た
。

(
幻
)
島
田
慶
次
氏

「中
国
思
想
史
の
研
究
』
(
二

C
C
二
年
、
平
成
凶
年
、
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
五
十
九
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
)
の
「
第
百
部

儒

教
に
お
け
る
生
け
る
も
の
」
(
六
O
六
|
六
一
九
頁
)
o

初
出
は

「東
ア
ジ
ア
地
域
の
経
済
発
展
と
そ
の
文
化
的
背
景
」
(
束
ア
ジ
ア
知
識
人
会
議
報
告
)

(
第
一
法
規
出
版
)
、

一
九
八
九
、
平
成
元
年
6
月
)

0

(
幻
)
井
筒
俊
彦
氏
二
九
一
四
年
、
大
正
3
年
一
九
九
三
年
、
平
成
5
年
)
は
、

「井
筒
俊
彦
著
作
集
』
別
巻
二
九
九
三
年
)
に
お
い
て
、
小
説
家

安
岡
章
太
郎
と
の
対
談
の
な
か
で
、
父
親
に
幼
少
の
ご
ろ
か
ら
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
の
に
坐
ら
さ
れ
て
、
本
当
に
閉
口
し
ま
し
た
」
(
三
五
三
頁
)

と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
坐
禅
の
体
験
的
な
事
実
が
の
ち
に
な
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
哲
学
の
研
究
解
明
の
一
助
に
な
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
。
私
は
拙
論
「
朱
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烹
思
想
に
お
け
る
心
の
工
夫
と
務
然
貫
通
」
の
な
か
で
、
「
井
筒
氏
は
坐
禅
の
体
験
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
(
三
七
百
ひ
と
推
論
し
た
。

そ
の
後
、
台
湾
師
範
大
学
・
国
際
漢
学
研
究
所
・
助
理
教
授
(
当
時
)
の
藤
井
倫
明
氏
か
ら
、
前
掲
の

「別
巻
』
を
知
ら
さ
れ
教
示
を
う
け
た
。
感

謝
申
し
あ
げ
た
い
。

(
お
)
中
嶋
隆
蔵
氏
「
江
戸
時
代
に
お
け
る

「静
坐
』
論
」
(
「東
洋
古
典
学
研
究
』
第
四
集
。
二

O
一
O
年
、
平
成
幻
年
5
月
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
内
東
洋
古
典
研
究
会
発
行
)
、
同
「
陪
唐
以
前
に
お
け
る

「静
坐
』
」
(
「東
方
学
』
第
山
輯
。
二

O
一
O
年
7
月
、
財
団
法
人
東
方
学
会
発
行
)

0

拙
論
「
朱
子
学
に
お
け
る
静
坐
・
居
敬
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
(
註

(1)
参
照
)
の
な
か
で
、
中
嶋
氏
の
「
朱
子
の

「静
坐
』
観
と
そ
の
周
辺
」
(
註

(2)
参
照
)
を
取
り
あ
げ
、
内
容
の
紹
介
と
賛
同
を
表
す
る
一
方
で
、
二
、
三
の
細
か
い
音
ω
見
を
付
け
く
わ
え
た
。
そ
の
返
礼
と
し
て
前
掲
の
二

編
の
論
考
を
頂
い
た
。
※
拙
論
脱
稿
後
に
、
同
氏

「静
坐
|
実
践
・
思
想
・
歴
史
|
』
(
研
文
出
版
、
二

O
二
一
年
四
月
)
が
刊
行
さ
れ
た
。

(
叫
)
ご
と
で
中
嶋
氏
は
、
僧
{
疋
や
明
浄
の
「
行
っ
た

「静
坐
』
が
、
多
く
の
習
禅
者
達
が
日
常
励
ん
で
い
る
普
通
の
修
禅
と
は
ま
る
で
異
な
っ
た
行
為

だ
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
促
そ
う
」
(
向
上
、
八
頁
・
上
段
)
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
。
「
普
通
の
修
禅
」



と
は
坐
禅
の
ご
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
「
静
坐
」
は
坐
禅
と
違
っ
て
、
治
病
や
奇
蹟
な
ど
の
世
俗
的
な
願
望
を
成
就
す
る
修
行
法
を
意
味
す

る
も
の
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
義
理
(
道
義

・
倫
理
)
の
立
場
に
も
と
づ
く
程
願
の

「易
伝
』
に
つ
い
て
は
、
土
田
健
次
郎
氏

「道
学
の
形
成
』
(
二

C
C
二
年
、
平
成
日
年
、
創

程
願

「易
伝
』
の
思
想
」
(
初
出
は
、

「宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
一
集

文
社
)
の
「
第
四
章

程
願
の
思
想
と
道
学
の
立
場

壮
弟
二
一
日
即

宋
代

の
社
会
と
文
化
』
汲
古
書
院
、

(
m
m
)

「易
』
を
卜
笠
(
う
ら
な
い
)
の
書
と
み
な
す
立
に
も
と
づ
く
朱
烹
の

「周
易
本
義
』
よ
り
あ
と
に
出
た
晩
年
の

「易
学
啓
蒙
』
の
象
数
易
思
想
に

一
九
八
三
年
、
昭
和
国
年
6
月
)
に
す
ぐ
れ
た
考
察
が
あ
る
。

つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
氏

「朱
子
学
の
新
研
究
』
(
註

(3)
参
照
)
の
「
第
二
部

朱
子
学
の
思
想

一
九
八
O
年
、
昭
和
田
年
ロ
月
)
に
く
わ
し
い
考
察
が
あ
る
。

壮
弟
二
出
屑

易
学
の
理
解
と
世
界
観

第

朱
宣
白
川
の
象
数
易
学
と
そ
の
音
堂
義
」
(
初
出
は
、

「フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
侃
号
、

(
幻
)
道
教
の
経
典
で
あ
る

「周
易
参
同
契
」
の
校
勘
・
注
解
で
あ
る
朱
烹
の

「周
易
参
同
契
考
異
』
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
註
(
お
)
に
あ
げ
た
吾
妻

周
易
参
同
契
考
異
』
の
考
察
」
(
初
出
は
、

「日
本
中
国
学
会
報
』
第
お
集
。
一
九
八
四
年
、
昭
和
回
年
叩
月
。
原
題
は
「
朱

章氏
の
同
書
「
第
二
章
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烹

「周
易
参
同
契
考
異
』
に
つ
い
て
」
)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
読
書
閑
暇
、
且
静
坐
、
教
他
心
平
気
定
、
見
得
道
理
漸
次
分
暁
o

這
箇
却
日
疋
一
身
総
会
処
。
且
如
看
大
学
在
明
明
徳
一
旬
、
須
常
提
醒
在
一
一
足
裏
。

他
日
長
進
、
亦
只
在
這
裏
。
人
口
ハ
是
一
箇
心
倣
本
、
須
存
得
在
一
一
泡
裏
、
識
得
他
条
理
脈
絡
、
白
有
貫
通
処
。
(
林
賜
の
記
録
、
乙
卯
、

一
九
五
年

以
後
に
聞
く
所
)

(
m
U
)

土
田
健
次
郎
氏
に
「
い
ず
れ
に
し
ろ
心
身
の
状
態
を
聖
人
に
限
り
な
く
近
づ
け
て
い
ご
う
と
す
る
近
世
の
儒
教
に
お
い
て
、
静
坐
の
類
は
全
身
的

直
接
的
な
行
法
と
し
て
生
命
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
」
(
「道

学

の

形

成

』

「

第

五

章

道

学

と

仏

教

に

お

け

る

議
論
の
場
と
範
鴎
」
の
註

(
9
7
五
O
九
頁
)
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ご
の
「
聖
人
に
限
り
な
く
近
づ
け
て
い
く
」
努
力
を
放
棄
す
れ
ば
、
静
坐

道
学
と
仏
教
・
道
教

第
一
節

は
必
要
な
い
か
も
し
く
は
対
処
療
法
的
な
「
精
神
安
定
の
手
段
」
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
ご
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(
却
)
吾
妻
氏
が
「
敬
は
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
」
と
す
る
根
拠
は
、
そ
の
「
居
敬
前
史
」
の
注

(9)
に
も
あ
る
よ
う
に
、
島
田
慶
次
氏
の
説
明
に
従
つ

て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
吾
妻
氏
は
島
田
氏
の

「大
学

・
中
庸
』
(
朝
日
新
聞
社
、
新
訂
中
国
古
典
選
4
、

一
九
六
七
年
、
昭
和
必
年
1
月
)
の
「
程

朱
に
お
け
る
敬
の
特
徴
は
、
何
も
の
か
に
対
す
る
田
氏
敬
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
た
だ
、
心
を
収
数
し
て
高
度
の
集
中
状
態
を
持
続
し
つ
づ
け
る
と



と
そ
の
ご
と
、
に
あ
る
」
(
四
八
百
(
)
と
い
う
理
解
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
朝
日
新
聞
社
の
文
庫
版
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
再
版
さ
れ
た
と
き

に
は
、
「
程
朱
に
お
け
る
敬
の
特
徴
は
、
何
も
の
か
に
対
す
る
畏
敬
、
つ
つ
し
み
、
と
い
う
よ
り
も
(
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
J

よ
り
根
本
的
に
は
む
し
ろ
、
心
を
収
飲
し
て
高
度
の
集
中
状
態
を
持
続
し
つ
づ
け
る
ご
と
、
そ
の
ご
と
、
に
あ
る
」
(
朝
日
新
聞
社
、
中
国
古
典
選
6
、

「大
学
・
中
庸
凶
』
七
一
頁
。
一
九
七
八
年
、
昭
和
田
年
7
月
)
と
あ
る
よ
う
に
、
書
き
あ
ら
た
め
ら
れ
た
り
付
け
く
わ
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
部

分
が
あ
る
。
文
庫
版
全
ペ

I
ジ
に
わ
た
っ
て
そ
の
よ
う
な
例
が
他
に
も
あ
る
か
ど
う
か
、
逐
一
た
し
か
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
敬
が
特
定
の
対
象

を
も
つ
の
か
、
も
た
な
い
の
か
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
説
明
の
部
分
に
関
す
る
理
解
の
ち
が
い
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
島
田
氏
は
初
版
に
お
い
て
、
「
敬
は
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
」
と
し
て
い
た
が
、
再
版
に
お
い
て
、
「
敬
は
根
本
的
に
は
特
定
の
対
象
を
も

た
な
い
が
、
対
象
を
特
定
す
る
と
と
も
あ
り
う
る
」
と
い
冶
ユ
幅
広
い
考
え
か
た
に
改
め
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
註
(
お
)
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、
山
本
命
氏
の
(
敬
の
解
釈
の
)
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
訂
)
中
華
童
日
局

「二
程
集
』
第
一
冊
二
九
八
一
年
7
月
)
で
は
、
「
河
南
程
氏
遺
書
」
巻
第
二
上
・
二
先
生
語
二
上
山
、
一
一
一
一
頁
。

朱
烹
の
敬
説
に
関
す
る
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(
沼
)
註
(
訂
)
に
同
じ
く
、
「
河
南
程
氏
遺
書
」
巻
第
二

(
お
)
佐
藤
仁
氏

「宋
代
の
春
秋
学
宋
代
士
大
夫
の
思
考
世
界
」
(
研
文
出
版
、
二

C
C
七
年
、
平
成
凶
年
)
の
「
第
九
章

上
・
二
先
生
二
上
回
、
三
八
頁
。

一
考
察
」
(
初
出
は
、

「広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
特
集
、

一
九
九
O
年
、
平
成
2
年
)
に
、
示
唆
に
と
む
す
ぐ
れ
た
考
察
が
あ
る
。

(
泊
)

「朱
子
文
集
』
や

「朱
子
語
類
』
が
、
研
究
者
に
と
っ
て
立
論
の
根
拠
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、

「四
童
日
集
註
』
か
ら
は
研
究
者
が
期
待
す
る
よ
う

な
表
現
・
用
語
を
得
に
く
い
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
土
田
健
次
郎
氏
に
、
「
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
程
願
自
身
が
ど
の
よ
う
な
注
釈
書
(
「易

伝
』
)
を
己
れ
の
代
表
作
と
し
た
ご
と
で
あ
る
。
と
れ
は
朱
烹
が

「図
書
集
註
』
に
対
し
て
と
っ
た
態
度
と
似
る
o

道
学
は
本
来
言
語
を
超
え
た
境

地
の
把
握
を
最
終
日
的
に
据
え
る
学
で
あ
り
、
註
釈
と
い
う
行
為
に
限
定
的
な
意
味
し
か
あ
た
え
な
い
傾
向
が
あ
る
」
(
「道
学
の
形
成
』
第
四
章

程
願
の
思
想
と
道
学
の
登
場
第
三
節
程
願

「易
伝
』
の
思
想
一

「易
伝
』
の
意
義
、
二
三
四
百
(
)
と
い
う
要
を
得
た
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ

は
書
簡
資
料
を
の
せ
た

「文
集
』
や
口
語
資
料
を
の
せ
た

「語
類
』
と
ち
が
っ
て
、
経
典
資
料
に
対
す
る

「集
註
』
が
、
解
釈
の
幅
や
揺
れ
を
許
さ

な
い
ご
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
で
は
、
ま
と
も
に
山
本
命
氏
の
著
作
を
取
り
あ
げ
た
の
は
島
田
慶
次
氏
だ
け
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
島
田
氏
は

「王
陽
明



集
(
中
国
文
明
選

6
)
』
(
朝
日
新
聞
社
、

一
九
七
五
年
、
昭
和
田
年
)
に
お
い
て
、
問
題
点
と
し
て
は
、
「
白
文
の
文
章
な
ど
の
読
み
方
に
し
ば

し
ば
重
大
な
誤
り
が
あ
り
、
・
・
あ
ま
り
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
風
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
中
国
思
想
を
と
ら
え
よ
う
と
せ
ら
れ
た
た
め
に
・
・
・
」
(
同
書
、

一
九
頁
)
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
長
所
と
し
て
は
、
「
ご
と
に
陽
明
学
の
哲
学
的
研
究
に
お
け
る
最
近
の
最
大
の
収
穫
の
一
つ
で
あ
る
と
断
言
し
て
は

ば
か
ら
な
い
」
(
向
上
、
二

O
頁
)
と
賛
辞
を
表
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
島
田
氏
に
、
「
私
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
哲
学
専
門
家
が
陥
り
や
す
い
、
建
義

で
の
専
門
家
以
外
の
学
者
の
発
言
へ
の
軽
視
、
を
捨
て
て
と
の
大
著
と
対
決
し
、
そ
の
対
決
を
通
じ
て
中
国
の
思
想
に
独
自
な
る
も
の
を
明
確
に
論

理
化
す
る
努
力
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
」
(
向
上
、
二

O
頁
)
と
あ
る
の
は
、
氏
の
謙
虚
で
誠
実
な
人
柄
か
ら
漆
み
で
て
き
た
発
言
だ

と
思
わ
れ
る
。
学
問
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
、
縦
割
り
の
領
域
を
越
え
て
横
断
的
な
視
野
を
も
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
註
(
却
)
参
照
。

(
幻
)
初
出
は
、
「
道
学
と
仏
教
議
論
の
場
と
範
時
」
上
・
下

「中
外
日
報
』
ロ
月
日
日
号
・
ロ
月
げ
日
号
、
中
外
日
報
社
、

一
九
九
一
年
、
平
成

3
年
ロ
月
。

浦
園
雄
氏

「朱
子
集
(
中
国
文
明
選

3
)
』
(
朝
日
新
聞
社
、

一
九
七
六
年
、
昭
和
日
年
。
二

C
O
八
年
、
平
成
却
年
に
講
談
社
学
術
文
庫
本
と
し
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(
空
中
央
公
論
社
の
世
界
の
名
著
・
続
4

「朱
子
・
王
陽
明
』
(
朱
子
文
集
・
語
類
抄
荒
木
見
悟
氏
)
の
現
代
語
訳
(
一
ヱ
ハ
二
一
頁
)
を
引
用
し
た
。
三

て
再
版
)
に
も
現
代
語
訳

一
六
頁
)
が
あ
る
。
文
庫
本
で
は
一
五
四
頁
。

ぬ
)
荒
木
見
悟
氏

「新
版

仏
教
と
儒
教
』
(
研
文
出
版
、

一
九
九
三
年
、
平
成
5
年
。
初
版
は
昭
和
お
年
)
の
「
第
三
章

朱
子
の
哲
学

第
八
節

持
敬
二
三
七
頁
。
同
氏

「朱
子
・
王
陽
明
』
(
註
(
お
)
参
照
)
の
第
十
一
章

基
調
意
識
と
し
て
の
敬
」
二
五
一
頁
。

(
川
叩
)
佐
藤
仁
氏

「宋
代
の
春
秋
学
』
(
註
(
お
)
参
照
)
の
「
第
九
章

朱
烹
の
敬
説
に
関
す
る
一
考
察
」
四
九
O
、
四
九
七
頁
。

(
引
)
「文
集
』
巻
六
七
、
雑
著
・
観
心
説
に
、
「
心
ヲ
以
テ
物
ヲ
観
レ
パ
、
則
チ
物
ノ
理
得
ラ
ル
(
以
心
観
物
、
則
物
之
理
)
」
、
ま
た
「
釈
氏
ノ
学
ハ
、

心
ヲ
以
テ
心
ヲ
求
メ
、
心
ヲ
以
テ
心
ヲ
使
ウ
(
釈
氏
之
学
、
以
心
求
心
、
以
心
使
心
ご
と
あ
る
。
心
を
存
養
し
て
物
の
理
を
窮
め
る
の
が
、
朱
喜
山

の
実
践
方
法
で
あ
る
。

(
必
)
註
(
ぬ
)
参
照
。

(
刊
日
)
土
田
健
次
郎
氏

「道
学
の
形
成
』
の
「
第
五
章

道
学
と
仏
教
・
道
教

松
沼
市
二
附
即

道
学
と
華
厳
学

序
説
」
の
注

(3)
、
五
一

O
頁。


