
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
朱
子
学
が
本
格
的
に
受
容
さ
れ
る
に
伴
い
、

儒
者
か
ら
の
仏
教
批
判
が
活
性
化
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

そ
の
先
陣
を
き
っ
た
思
想
家
の
一
人
が
林
羅
山
（
一
五
八
三
’
一
六
五

七
）
で
あ
っ
た
。

従
来
の
羅
山
研
究
に
お
い
て
、
彼
の
仏
教
批
判
に
関
す
る
研
究
の

（
１
）

蓄
積
は
多
く
、
傾
聴
す
べ
き
成
果
を
挙
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
羅
山

の
仏
教
批
判
が
慶
長
年
間
か
ら
承
応
年
間
（
一
六
○
○
年
頃
’
一
六
五

五
年
頃
）
と
い
う
約
半
世
紀
に
わ
た
る
長
い
ス
パ
ン
で
行
わ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
期
的
変
遷
に
注
意
を
払
っ
た
研
究
は
少
な

一
、
は
じ
め
に

林
羅
山
の
仏
教
批
判
Ｉ
死
生
観
を
中
心
と
し
て
Ｉ

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
堀
勇
雄
氏
は
、
慶
長
年
中
に
お
い
て
羅
山

は
儒
教
の
現
世
主
義
的
な
五
倫
五
常
の
観
点
に
立
っ
て
、
仏
教
の
来

世
的
・
出
世
問
的
傾
向
を
批
判
し
た
が
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）

三
月
下
旬
石
川
丈
山
宛
の
書
簡
で
、
国
家
的
見
地
か
ら
寺
院
の
多
大

な
失
費
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
社
会
的
弊
害
を
問
題
と
し
た
点

に
着
目
し
、
彼
の
仏
教
批
判
が
「
観
念
的
・
教
理
的
領
域
よ
り
経
済

（
２
）

的
・
政
治
的
領
域
へ
と
進
展
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
巽
穎
氏
は
『
野
槌
』
（
元
和
七
年
〈
一
六
二
一
〉
・
羅
山
三
十
九
歳
）

の
記
述
を
根
拠
と
し
て
、
仏
教
の
社
会
的
・
経
済
的
弊
害
に
対
す
る

糾
弾
が
、
羅
山
の
生
涯
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
こ
と
を
論
証
し
、
堀
説

（
３
）

を
批
判
し
て
い
る
。

両
氏
の
立
論
の
根
拠
と
な
っ
た
『
野
槌
』
お
よ
び
石
川
丈
山
宛
書

本

村

昌
文
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堀
・
巽
両
氏
と
も
、
傍
線
部
＠
を
引
用
し
、
仏
教
の
社
会
的
・
経
済

的
弊
害
へ
の
批
判
の
根
拠
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
で
重

要
な
の
は
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
傍
線
部
⑥
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仏
教

の
社
会
的
・
経
済
的
弊
害
と
は
、
人
が
み
な
自
己
の
生
死
に
不
安
を

抱
い
て
お
り
、
仏
教
者
が
そ
の
弱
み
に
つ
け
こ
ん
で
、
後
生
説
を
武

簡
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
筆
者
の
視
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

中
古
徳
お
と
ろ
へ
、
政
き
び
し
く
な
り
も
て
ゆ
く
に
、
佛
法
は

じ
め
て
我
朝
に
っ
た
は
る
事
、
欽
明
天
皇
よ
り
濫
膓
し
て
、
推

古
天
王
よ
り
こ
の
か
た
い
よ
／
、
さ
か
ん
な
る
ゆ
へ
に
、
君
臣

士
民
に
い
た
る
ま
で
財
産
を
つ
く
し
、
田
園
を
す
て
、
、
多
く

（
４
）

の
寺
塔
を
建
立
す
。
：
：
：
国
の
衰
弊
お
し
て
し
る
べ
し
。

『
野
槌
』
に
み
ら
れ
る
羅
山
の
こ
の
発
言
は
、
確
か
に
巽
穎
氏
の
批

判
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、
羅
山
が
な
ぜ
人
々
が
私
財
を
な
げ
う
っ
て
仏
教

に
帰
依
す
る
の
か
と
い
う
原
因
に
論
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

次
に
承
応
三
年
石
川
丈
山
宛
の
書
簡
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

、

由
し
是
信
者
不
レ
惜
レ
財
施
し
之
。
浮
屠
遂
執
二
後
生
善
処
一
以
為
二

１
（
５
）

奇
貨
一
・

我
朝
神
国
已
為
二
仏
国
一
・
呼
神
似
し
不
し
神
乎
。
凡
人
皆
怖
二
生

⑥

死
一
、
故
彼
以
二
後
生
善
所
一
誘
二
証
之
一
、
号
日
二
極
楽
悉
皆
金
身
一
・

惟
夫
算
二
浮
屠
所
伝
収
、
毎
二
一
州
一
一
万
解
則
六
十
餘
万
。
或

二
万
削
則
百
二
十
餘
万
、
其
外
施
噸
之
費
、
未
し
知
二
幾
多
一
也
。

器
に
人
々
を
証
か
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
だ
と
羅
山
は

い
う
。
仏
教
の
及
ぼ
す
社
会
的
・
経
済
的
弊
害
の
原
因
を
仏
教
の
後

生
説
と
す
る
こ
の
羅
山
の
主
張
こ
そ
、
先
の
史
料
に
み
え
な
か
っ
た

見
解
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
羅
山
に
と
っ
て
あ
る

時
期
か
ら
仏
教
的
死
生
観
の
克
服
が
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
浮

上
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

本
論
文
は
、
以
上
の
羅
山
の
言
葉
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
羅
山
の

仏
教
批
判
の
推
移
を
死
生
観
を
め
ぐ
る
問
題
の
浮
上
と
い
う
観
点
か

ら
跡
づ
け
、
さ
ら
に
彼
の
死
生
観
の
構
造
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
羅
山
の
思
想
の
み
な
ら
ず
、
江
戸

時
代
前
期
ｌ
本
稿
で
は
一
六
○
○
年
頃
’
一
六
六
○
年
頃
を
指
す

ｌ
に
お
け
る
儒
教
・
仏
教
の
論
争
の
意
義
に
新
た
な
角
度
か
ら
光

を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

藤
原
怪
窩
に
面
会
を
求
め
る
若
き
羅
山
は
、
書
簡
で
朱
子
学
と
陸

学
の
相
違
、
朱
子
学
と
禅
仏
教
の
差
異
、
ま
た
経
耆
・
史
書
の
解
釈

な
ど
多
く
の
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
そ
れ
ら
の
質
問
の
な
か
に
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

鬼
神
之
事
、
自
二
程
朱
一
已
下
、
陳
淳
性
理
字
義
及
性
理
大
全
書

二
、
羅
山
の
輪
廻
再
生
説
批
判

Ｉ
〈
人
倫
の
教
説
〉
か
ら
〈
生
死
の
教
説
〉
へ

林羅山の仏教批判11ぅ



論
し
之
詳
焉
。
而
如
下
彰
生
之
永
見
二
子
斎
侯
一
也
、
良
霄
之
属

厭
二
於
鄭
人
一
也
之
類
上
、
誠
若
有
し
是
、
則
頗
有
し
似
二
子
仏
氏
生

死
輪
回
之
説
一
乎
。
程
子
謂
、
伯
有
為
し
属
則
是
一
種
道
理
。

難
し
然
蓋
下
愚
庸
庸
之
者
、
所
一
二
以
倫
胄
而
陥
二
溺
於
仏
氏
一
者
、（

６
）

以
レ
此
耶
。
謂
三
之
畏
二
生
死
一
・
然
則
学
者
不
し
可
し
不
し
知
し
理
也
。

羅
山
は
『
性
理
字
義
』
・
『
性
理
大
全
』
に
基
づ
い
て
、
朱
子
学
の
鬼

神
論
を
理
解
し
た
。
し
か
し
、
儒
教
の
経
典
（
『
春
秋
左
史
伝
』
）
に
あ

た
か
も
仏
教
の
死
生
観
Ｉ
輪
廻
再
生
説
ｌ
と
見
ま
が
う
説
が
存

す
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
愚
昧
な
人
々
が
仏
教
の
教
説

に
耽
溺
す
る
の
は
、
こ
の
輪
廻
再
生
説
が
原
因
で
は
な
い
か
と
彼
は

考
え
た
。
そ
こ
で
、
程
子
の
見
解
に
基
づ
い
て
そ
の
し
く
み
を
解
明

し
、
儒
仏
の
相
違
を
見
極
め
る
必
要
性
を
説
き
、
慢
窩
に
是
非
を
問

う
た
の
で
あ
る
。
若
き
日
よ
り
羅
山
は
仏
教
の
輪
廻
再
生
説
の
有
す

る
危
険
性
を
知
り
つ
つ
、
儒
教
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
必
要
性
を

自
覚
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
書
簡
と
同
じ
慶
長
年
間
、
松
永
貞
徳
と
書
簡
に
よ
っ
て
交
わ

さ
れ
た
論
争
を
ま
と
め
た
『
儒
仏
問
答
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
そ

の
な
か
で
羅
山
は
「
畢
寛
仏
氏
不
知
陰
陽
開
闇
変
化
聚
散
之
理
を
な

（
７
）

り
。
何
を
以
て
か
足
与
云
道
哉
」
と
述
べ
、
仏
教
者
が
「
陰
陽
開
閨

変
化
聚
散
之
理
」
と
い
う
「
気
」
の
働
き
に
よ
る
自
然
現
象
の
説
明

原
理
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
糾
弾
し
た
。
こ
の
一
文
に
続
き
、

羅
山
は
「
儒
道
の
本
ハ
在
究
理
、
大
学
の
格
物
と
い
ふ
是
な
り
。

と
見
へ
た
り
。

傍
線
部
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
貞
徳
は
羅
山
の
い
う
「
聚
散
の
理
」

に
よ
れ
ば
、
人
間
は
死
後
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
儒
教
の

経
典
と
棚
儲
す
る
と
批
判
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
貞
徳
が
「
気
」

の
原
理
を
人
間
の
死
の
問
題
に
引
き
つ
け
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
は
「
仏
ハ
変
化
の
道
理
を
知
し
め
た
る
に
よ
り
、
悪

へ

…
…
能
々
古
今
の
事
の
是
非
人
物
を
弁
へ
給
へ
・
こ
れ
を
わ
き
ま
へ

ん
す
る
も
、
又
格
物
の
一
端
に
て
あ
る
な
り
。
と
か
く
な
ら
ぬ
ま
て

も
、
仁
義
礼
智
信
を
を
こ
な
は
ん
と
す
れ
ハ
、
何
の
い
と
ま
あ
り
て

（
８
）

か
雑
れ
る
事
を
な
さ
ん
」
と
、
格
物
究
理
の
問
題
へ
と
話
を
展
開
し
、

、
、
、
、
、
、

現
世
に
お
い
て
人
間
の
具
備
す
る
善
な
る
本
性
を
発
揮
し
理
想
的
人

格
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
仏
教
の
教
説
を
批
判
し

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
羅
山
の
発
言
に
対
し
て
、
貞
徳
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

其
方
の
聚
散
の
理
ハ
、
目
の
前
に
見
る
処
の
聚
散
が
其
理
に
て
、

者
も
先
賢
ハ
死
し
て
人
の
魂
ハ
消
ず
、
生
を
か
ゆ
る
と
見
た
る

か
る
へ
し
。
其
故
は
、
左
伝
に
彰
生
ハ
死
而
為
永
と
侍
て
、
儒

き
物
な
し
、
皆
空
に
帰
す
る
よ
り
外
ハ
な
き
物
を
、
こ
の
道
理

を
ゑ
し
ら
で
、
三
世
因
果
か
あ
る
と
云
事
を
恐
思
ふ
を
お
か
し

く
思
ひ
て
、
変
化
聚
散
の
理
を
し
ら
す
と
の
給
ふ
者
な
り
。
そ

の
変
化
聚
散
の
見
や
う
ハ
、
こ
と
の
外
あ
ら
目
に
て
か
、
わ
る

人
の
身
も
あ
つ
ま
り
て
ち
り
て
ハ
、
何
の
魂
晩
妄
念
の
残
る
べ

9
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は
悪
処
へ
変
生
し
、
善
ハ
善
所
へ
往
生
す
と
理
を
尽
し
て
説
給
ふ
を
、

格
物
の
理
を
き
ハ
め
い
と
云
な
ど
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
。
い
か
に
大

（
的
）

学
の
理
を
極
た
り
共
、
凡
智
の
及
た
け
な
る
べ
し
」
と
述
べ
、
仏
教

の
有
す
る
死
生
観
の
優
位
を
説
き
、
儒
教
の
説
く
「
理
」
が
「
凡
智
」

の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
す
ぎ
な
い
と
一
蹴
す
る
。
羅
山
の
仏
教
批
判
の
ポ

イ
ン
ト
が
、
「
気
」
の
原
理
か
ら
現
世
に
お
い
て
自
己
に
備
わ
る
善

な
る
本
性
の
発
揮
と
い
う
観
点
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、

貞
徳
は
そ
の
「
気
」
の
原
理
を
死
を
め
ぐ
る
問
題
に
引
き
つ
け
て
捉

え
、
儒
教
側
の
主
張
に
孕
む
論
理
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

『
儒
仏
問
答
』
は
、
こ
の
問
答
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
羅

山
が
貞
徳
の
批
判
に
い
か
に
対
応
し
た
か
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
争
を
通
じ
て
、
羅
山
は
仏
教
の
有
す
る
輪

廻
再
生
説
を
克
服
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
慶
長
・
元
和
年
間
に
お
い
て
、
羅
山
は
積
極
的
に
自
ら

の
言
葉
で
死
生
観
を
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
は
こ
の
時
期
、
羅

山
は
仏
教
的
死
生
観
に
い
か
な
る
形
で
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
羅
山
の
執
筆
し
た
『
野
槌
』
を
検
討
し
た
い
。

『
徒
然
草
』
第
五
十
八
段
に
「
道
心
あ
ら
ぱ
、
住
所
に
し
も
よ
ら
じ
。

家
に
あ
り
、
人
に
交
は
る
と
も
、
後
世
を
願
は
ん
に
難
か
る
べ
き
か

は
と
言
ふ
は
、
さ
ら
に
後
世
を
知
ら
ぬ
人
な
り
。
げ
に
は
こ
の
世
を

は
か
な
み
、
必
生
死
を
出
ん
と
思
は
ん
に
、
な
に
の
興
あ
り
て
か
、

朝
夕
君
に
仕
へ
、
家
を
顧
み
る
営
み
の
い
さ
ま
し
か
ら
ん
．
：
…
」
と

い
う
文
が
あ
る
。
こ
の
文
章
に
、
羅
山
は
次
の
よ
う
な
注
釈
を
施
し

て
い
る
。此

段
の
道
を
ね
が
は
ん
道
、
道
し
ら
ぬ
の
道
の
二
字
、
み
な
後

世
と
言
、
又
末
の
道
に
お
も
む
か
ざ
ら
ん
の
道
の
字
を
菩
提
と

書
け
る
本
あ
り
。
非
か
。
：
：
：
若
又
我
道
よ
り
い
は
Ｆ
、
兼
好

が
い
ふ
所
の
道
は
何
事
を
さ
す
や
。
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友

の
外
に
道
あ
ら
ず
。
：
：
：
沙
門
は
君
を
す
て
、
父
を
す
て
、
男

女
を
は
な
れ
、
世
の
ま
じ
は
り
を
た
ち
、
山
林
に
の
が
れ
て
、

（
ｕ
）

寂
真
枯
槁
な
れ
ば
、
人
倫
を
い
と
ふ
。
人
倫
絶
す
る
を
禽
獣
と
す
。

羅
山
は
『
徒
然
草
』
本
文
の
「
後
世
」
（
傍
線
部
）
の
二
文
字
を
誤
り

と
し
、
「
道
」
の
字
に
置
き
換
え
て
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
「
道
」
を

「
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
」
の
あ
り
方
と
し
、
現
世
に

お
け
る
理
想
的
な
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
実
現
す
る
徳
目
を
読
み
込

む
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
後
生
説
に
対
し
て
、
儒
教
Ⅱ
〈
人
倫
の
教
説
〉

と
い
う
立
場
を
強
調
し
て
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
儒
仏
問
答
』

に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
羅
山
は
仏
教
の
死
生
観
に
対
し
て
直
接
反

撃
を
試
み
る
の
で
は
な
く
、
現
世
に
土
俵
を
移
し
て
、
そ
の
う
え
で

儒
教
の
優
位
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
の
輪
廻
再
生
説
に
対
し
て
、
儒
教
を
〈
人
倫
の

教
説
〉
と
規
定
し
、
儒
教
の
現
世
に
お
け
る
有
効
性
を
武
器
に
批
判

す
る
形
式
は
、
羅
山
の
み
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
暦
元
年

（
一
六
五
五
）
に
仏
教
擁
護
の
立
場
か
ら
執
筆
さ
れ
た
『
百
八
町
記
』
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清
水
物
語
、
野
槌
、
翁
問
答
等
の
和
書
を
見
習
に
あ
り
」
と
あ
り
、

当
時
の
儒
者
の
仏
教
批
判
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、
羅
山
の
『
野

槌
』
と
と
も
に
、
『
清
水
物
語
』
（
朝
山
意
林
庵
・
寛
永
十
五
年
〈
一
六
三

八
〉
刊
行
）
、
『
翁
問
答
』
（
中
江
藤
樹
・
寛
永
十
七
年
〈
一
六
四
○
〉
）
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
書
物
に
お
け
る
仏
教
的
死
生
観
に
対

す
る
批
判
様
式
を
検
討
し
て
、
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

『
清
水
物
語
』
は
儒
教
的
見
地
に
た
っ
て
執
筆
さ
れ
た
仮
名
草
子

で
あ
り
、
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

三
綱
五
常
の
道
破
れ
な
ば
、
来
世
に
よ
き
事
あ
り
と
も
、
そ
れ

ま
で
行
き
着
か
ぬ
先
に
、
罪
に
堕
ち
ぬ
く
し
。
三
綱
五
常
さ
へ

治
ま
り
た
ら
ん
は
、
来
世
は
近
く
も
あ
れ
、
遠
く
も
あ
れ
、
危

（
旧
）

き
事
も
候
じ
。
さ
し
て
願
ふ
く
き
こ
と
も
な
し
。

よ
き
来
世
を
得
る
か
否
か
は
、
「
三
綱
五
常
の
道
」
を
遵
守
す
る
こ

と
に
か
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
世
に
お
け
る
道
徳
的
行
為
が
重
要

な
の
で
あ
る
。
仏
教
の
説
く
来
世
に
対
し
て
、
儒
教
の
現
世
に
お
け

る
有
効
性
を
強
調
す
る
形
で
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
翁
問
答
』
の
な
か
で
、
藤
樹
は
道
教
（
長
生
不
死
）
・
仏
教
（
成

仏
得
脱
）
と
比
較
し
て
、
「
儒
道
を
学
候
て
も
さ
や
う
な
る
身
後
の
益

（
Ｍ
）

も
御
座
候
や
」
と
問
題
を
た
て
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

に
は
一
儒
学
今
や
う
の
物
‘

か
せ
の
邪
見
逆
心
に
あ
り
。

「
儒
学
今
や
う
の
物
し
り
共
の
仏
法
を
そ
し
る
事
、
書
面
字
ま

〉
邪
見
逆
心
に
あ
り
。
お
ほ
く
は
こ
れ
朱
喜
の
集
註
、
さ
て
は

（
咽
）

候
。
孝
経
・
易
経
を
よ
く
悟
ぬ
れ
ば
、
生
前
死
後
の
こ
と
は
り

掌
を
指
ご
と
く
分
明
な
れ
ば
、
と
か
う
の
議
論
に
及
ば
ぬ
こ
と

な
り
。
．
…
：
儒
家
の
聖
神
・
至
誠
無
息
の
位
に
は
、
仙
仏
の
修

行
の
分
に
て
は
梯
し
て
も
及
ば
ぬ
所
あ
る
事
を
明
に
わ
き
ま
へ

迷
を
は
ら
し
た
ま
ふ
く
し
。
保
合
大
和
す
る
心
法
を
他
に
も
と

（
鴫
）

む
く
か
ら
ず
、
す
な
は
ち
全
孝
の
心
法
な
り
。

人
間
の
死
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
藤
樹
は
『
孝
経
』
・
『
易
経
』

に
そ
の
説
明
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
儒
家
」
の
論
理
は
道
教
・
仏

教
よ
り
も
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
内
実
を
「
全
孝
の
心
法
」

と
し
て
提
示
す
る
。
「
全
孝
の
心
法
」
と
は
「
そ
の
広
大
広
明
な
る

こ
と
、
神
明
に
通
じ
六
合
に
わ
た
る
と
い
へ
ど
も
、
約
ま
る
と
こ
ろ

（
略
）

の
本
実
は
身
を
た
て
道
を
行
に
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
現
世

に
お
い
て
自
ら
に
備
わ
る
本
性
を
発
揮
し
、
自
己
の
理
想
態
を
実
現

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
身
を
立
て
道
を
行
」
と
は
『
孝
経
』
に

あ
る
文
章
で
あ
り
、
傍
線
部
の
藤
樹
の
主
張
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ

る
。
藤
樹
は
現
世
に
お
け
る
道
徳
的
修
養
の
有
効
性
を
基
準
と
し
て

仏
教
の
死
生
観
を
批
判
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
死
を
論
理
的

に
説
明
す
る
形
で
仏
教
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
清
水
物
語
』
と
『
翁
問
答
』
と
で
は
、
道
徳
的
修
養
の
内
実
こ
そ

相
違
す
る
が
、
儒
教
の
現
世
に
お
け
る
有
効
性
を
武
器
と
し
て
、
仏

教
的
死
生
観
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
と

さ
や
う
の
疑
も
異
端
の
説
を
聞
あ
や
か
り
て
お
こ
る
こ
と
に
て

日本思想史学33<2001> 116



い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
筆
者
は
死
生
観
を
め
ぐ
る
問
題
に
焦
点
を
あ
て
、
慶

長
・
元
和
年
間
に
お
け
る
林
羅
山
の
仏
教
批
判
、
お
よ
び
『
清
水
物

語
』
と
『
翁
問
答
』
に
み
ら
れ
る
仏
教
批
判
を
検
討
し
て
き
た
。
そ

し
て
、
儒
者
側
は
儒
教
の
現
世
に
お
け
る
有
効
性
を
強
調
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
仏
教
の
後
生
説
を
批
判
し
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
批

判
形
式
は
寛
永
年
間
ま
で
儒
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
現
世
の
「
人
倫
」

に
適
合
す
る
か
否
か
が
重
要
視
さ
れ
、
死
後
の
問
題
は
棚
上
げ
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
羅
山
が
寛
永
末
年
Ｉ
正
保
年
間
に
執
筆
し
た
と
さ
れ

る
『
本
朝
神
社
考
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
み
ら
れ
る
。

余
答
日
、
再
生
之
説
、
浮
屠
之
所
レ
言
也
。
非
三
吾
儒
之
所
二
專

言
一
也
。
雛
し
然
、
羊
砧
圓
澤
之
事
、
是
史
伝
之
所
レ
称
、
亦
不

レ
可
し
認
。
有
し
説
二
子
此
一
・
人
物
之
生
也
、
皆
天
地
陰
陽
之
所

（
Ⅳ
）

し
感
、
生
者
自
息
、
死
者
自
消
。

こ
の
史
料
の
具
体
的
検
討
は
次
節
で
行
う
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
以

下
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
羅
山
が
人
間
の
死

に
つ
い
て
「
吾
儒
」
の
立
場
か
ら
そ
の
論
理
を
提
示
し
て
、
仏
教
の

教
説
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
羅
山
は
若
年
か
ら
朱

子
学
の
死
の
論
理
と
仏
教
の
死
生
観
の
相
違
を
見
極
め
る
こ
と
の
重

要
性
を
説
い
て
は
い
た
が
、
そ
の
内
実
を
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
『
神
社
考
』
に
至
っ
て
、
「
吾
儒
」
の
立
場
か
ら
死
生
の
論

理
を
提
示
し
て
、
仏
教
の
輪
廻
再
生
説
を
明
確
に
批
判
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
羅
山
が
儒
教
を
〈
人
倫
の
教
説
〉
と
し
て
強
調

す
る
だ
け
で
な
く
、
死
の
問
題
を
も
包
摂
し
た
く
生
死
の
教
説
〉
と

し
て
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
羅
山
が
仏
教
の
輪
廻
再
生
説
に
対
し
て
、
「
吾
儒
」

の
立
場
か
ら
死
生
の
論
理
を
提
示
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
、
先
に
み

た
よ
う
に
、
儒
教
の
現
世
に
お
け
る
有
効
性
を
武
器
に
批
判
す
る
形

式
が
主
流
を
占
め
る
な
か
で
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

人
間
の
生
と
死
を
一
貫
し
て
儒
教
の
論
理
で
説
明
し
、
仏
教
の
生
き

残
る
道
を
閉
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
羅
山
の
批
判
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
寛
永
末
年
Ｉ
正
保
年
間
に
お
い
て
、
羅
山
は
仏
教
的
死
生

観
に
対
し
て
、
儒
教
を
〈
人
倫
の
教
説
〉
と
捉
え
、
現
世
に
お
け
る

有
効
性
を
武
器
に
批
判
す
る
こ
と
か
ら
、
儒
教
を
〈
生
死
の
教
説
〉

と
捉
え
直
し
、
死
生
の
論
理
を
提
示
す
る
批
判
へ
と
そ
の
様
式
を
変

化
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
羅
山
の
死
生
観
の
内
実

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
、
羅
山
が
新
た
に
提
示
す
る
に
至
っ
た
死
生
観
の
構
造

三
、
羅
山
の
死
生
観
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終
由
二
大
虚
一
、
無
し
所
し
不
し
之
。
何
齪
跡
之
遺
有
哉
。
況
其
人

（
肥
）

死
又
託
胎
乎
。

ま
ず
傍
線
、
に
関
し
て
。
万
物
は
陰
陽
の
気
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
、

死
ん
で
消
滅
し
て
い
く
。
そ
れ
は
逝
く
川
の
間
断
の
な
い
流
れ
、
季

節
の
め
ぐ
り
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
ひ
と
た
び
過
ぎ
去
っ
た
も
の
は
、

二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
論
理
は
、
例
え

と
そ
の
特
色
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
羅
山
が
朱
子
学
の
論
理
を
い

か
よ
う
に
導
入
し
た
の
か
と
い
う
点
に
注
意
を
払
い
た
い
。
そ
の
理

由
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
羅
山
自
身
朱
子
学
の
鬼
神
論
と

仏
教
の
輪
廻
再
生
説
と
の
差
異
を
見
極
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
先
に
あ
げ
た
『
神
社
考
』
の
分
析
か
ら
は
じ
め
た
い
。
便
宜

的
に
三
つ
の
箇
所
に
分
け
て
検
討
す
る
。

再
生
之
説
、
浮
屠
之
所
レ
言
也
。
非
三
吾
儒
之
所
二
専
言
一
也
。

難
し
然
羊
帖
圓
澤
之
事
、
是
史
伝
之
所
レ
称
、
亦
不
レ
可
レ
証
乎
。

自
息
、
死
者
自
消
。
髻
如
下
逝
川
之
不
レ
舎
二
昼
夜
一
、
更
無
中
一

由
し
是
観
し
之
、
無
二
人
死
再
生
之
義
一
・
難
し
然
聚
散
遅
速
、
如
二

非
二
復
根
之
花
一
・
易
日
、
原
し
始
反
し
終
、
故
知
二
死
生
之
説
一
・

息
之
間
断
上
也
。
今
年
之
春
、
非
二
去
年
之
春
一
・
樹
頭
之
花
、

有
し
説
二
子
此
一
・
人
物
之
生
也
、
皆
天
地
陰
陽
之
所
レ
感
、
生
者

霊
之
来
出
一
、
有
二
精
爽
之
依
託
一
、
有
二
魂
晩
之
流
行
一
、

火
之
初
滅
、
而
烟
気
猶
欝
一
乎
。
故
有
二
鬼
神
之
感
格
一
、

＠

有
二
属

＠
ｌ

而
其 ⑤

是
許
多
人
来
来
去
去
、
更
不
下
由
二
造
化
一
生
生
上
、
必
無
二
是
理
一
・

死
と
は
自
己
を
構
成
し
て
い
た
「
気
」
が
ゆ
る
や
か
に
散
減
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
散
減
し
た
「
気
」
は
再
び
凝
集
す

る
こ
と
は
な
く
、
最
終
的
に
は
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
仏
教
の
輪
廻
再
生
説
が
批
判
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

朱
喜
の
理
論
の
ベ
ー
ス
は
、
「
気
の
生
生
の
原
理
」
ｌ
「
気
」
は

万
物
を
生
み
出
す
造
化
の
働
き
を
す
る
が
、
一
度
造
化
作
用
に
関
与

し
た
「
気
」
は
万
物
の
死
と
と
も
に
消
滅
し
、
再
び
造
化
作
用
に
与

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
も
の
Ｉ
が
あ
る
。
羅
山
は
こ
の
「
気
の
生

生
の
原
理
」
に
依
拠
し
て
、
「
人
死
し
て
再
生
す
る
の
義
無
し
」
と

仏
教
の
輪
廻
再
生
説
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

見
解
は
す
で
に
貞
徳
に
よ
っ
て
反
論
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
史
料
の
前
半
部
で
、
朱
喜
は
「
人
死
し
て
終
ひ

に
散
に
帰
す
と
難
も
、
然
れ
ど
も
亦
た
未
だ
便
ち
散
じ
尽
き
ず
。
故

に
祭
祀
感
格
の
理
有
り
」
と
述
べ
、
「
気
」
は
個
体
の
死
と
と
も
に

ば
「
生
死
鬼
神
の
理
」
を
尋
ね
ら
れ
た
と
き
の
次
の
よ
う
な
朱
喜
の

発
言
（
傍
線
部
）
の
基
底
に
あ
る
論
理
と
通
じ
合
う
。

夫
聚
散
者
気
也
。
若
し
理
則
只
泊
二
在
気
上
一
、
初
不
三
是
凝
結
、

自
為
二
一
物
一
。
但
人
分
上
所
し
合
二
当
然
一
者
、
便
是
理
、
不

し
可
下
以
二
聚
散
一
言
上
也
。
然
人
死
難
三
終
帰
二
於
散
一
、
然
亦
未
二

釈
氏
却
謂
二
人
死
為
し
鬼
、
鬼
復
為
匝
人
、
如
レ
此
則
天
地
間
常
只

便
散
尽
一
、
故
祭
祀
有
二
感
格
之
理
一
・
・
…
：
然
巳
散
者
不
二
復
聚
一
・

へ
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消
滅
を
開
始
す
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

ゆ
え
祖
先
祭
祀
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
朱
喜
は
祖
先

祭
祀
・
崇
り
と
い
っ
た
現
象
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
傍
線
⑥
の
羅

山
の
主
張
も
、
こ
の
朱
喜
の
理
論
に
依
拠
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
羅
山
は
『
儒
仏
問
答
』
に
み
ら
れ
る
貞

徳
の
反
論
に
一
応
の
解
答
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
「
其
れ
終
に
は
大
虚
に
由
り
て
、
之
か
ざ
る

（
釦
）

所
無
し
」
の
箇
所
で
あ
る
。
朱
喜
は
散
じ
き
ら
ず
残
存
し
た
「
気
」

も
、
や
が
て
は
消
滅
す
る
と
い
う
。
「
何
雛
跡
之
遣
有
哉
」
と
い
う

羅
山
の
発
言
も
「
気
」
の
消
滅
と
い
う
点
で
、
朱
喜
の
論
理
と
近
似

す
る
か
に
み
え
る
。
羅
山
自
身
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
執

筆
し
た
『
性
理
字
義
諺
解
』
で
は
「
天
地
ノ
間
、
亦
沈
魂
滞
晩
有
テ
、

正
命
ヲ
得
ス
シ
テ
死
ル
モ
ノ
、
消
散
ス
ル
コ
ト
ァ
タ
ハ
ズ
。
時
ア
リ

テ
ョ
ク
怪
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ァ
リ
。
タ
や
久
フ
シ
テ
又
自
ラ
消
ス
ヘ
キ
ナ

（
釦
）リ

」
と
い
う
よ
う
に
、
「
魂
晩
」
が
最
終
的
に
消
滅
す
る
と
い
う
朱

子
学
の
論
理
を
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
る
。
で
は
、
羅
山
の
主
張
は

朱
喜
の
論
理
と
同
一
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

羅
山
が
「
大
虚
」
を
持
ち
出
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
を
手
が
か

り
と
し
て
朱
臺
と
羅
山
と
の
間
に
あ
る
差
異
を
以
下
で
確
認
し
て
い

き
た
い
。

羅
山
は
儒
教
の
死
後
観
を
端
的
に
表
現
し
た
「
魂
気
帰
二
子
天
一
、

形
晩
帰
二
於
地
一
・
故
祭
求
二
諸
陰
陽
之
義
一
也
」
（
『
礼
記
』
郊
特
牲
）
と

い
う
文
章
を
も
と
に
し
て
「
天
地
陰
陽
ノ
気
ヲ
受
テ
生
ル
、
ユ
ヘ
ニ
、

鬼
神
魂
晩
皆
人
ノ
身
二
備
ル
。
死
ル
時
ハ
魂
ハ
天
二
昇
り
、
晩
地
二

（
魂
）

帰
ル
」
と
述
べ
、
人
間
の
死
と
は
自
己
を
構
成
し
て
い
た
魂
晩
が
そ

の
結
合
を
弛
緩
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
天
・
地
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
『
神
社
考
』
で
み
ら
れ
た
「
大
虚
」
、
そ
し
て
こ
こ

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
天
」
に
つ
い
て
、
羅
山
は
ど
の
よ
う
に
把
握

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

祝
詞
二
高
天
原
二
神
留
マ
シ
マ
ス
ト
唱
フ
。
高
天
原
ハ
、
天
也
。

理
ナ
リ
。
太
虚
也
。
無
形
ノ
所
ニ
オ
ノ
ッ
カ
ラ
神
ア
リ
。
理
ノ

ァ
ル
所
ハ
神
明
ノ
ト
、
マ
ル
処
也
。
日
本
紀
二
、
高
天
原
ニ
マ

シ
マ
ス
神
ヲ
天
御
中
主
卜
申
ス
、
卜
云
リ
。
此
神
モ
一
心
ノ
外

（
認
）

ニ
ア
ラ
ス
。
謹
へ
シ
・
敬
ス
ヘ
シ
。
イ
ト
モ
カ
シ
コ
キ
コ
ト
也
。

羅
山
は
「
太
虚
」
・
「
天
」
を
「
高
天
原
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
し

て
い
る
。
こ
の
「
太
虚
」
・
「
天
」
Ⅱ
「
高
天
原
」
と
は
、
「
天
御
中

主
神
」
の
居
場
所
で
あ
り
、
こ
の
神
は
人
間
の
心
に
内
在
す
る
。
こ

の
「
天
御
中
主
神
」
は
「
国
常
立
尊
」
と
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、

「
人
物
出
生
ノ
根
元
ナ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
、
万
物
生
成
の
根
源
神

（
別
）

で
あ
る
。
そ
し
て
「
神
ハ
天
地
ノ
根
、
万
物
ノ
体
ナ
リ
。
神
ナ
ケ
レ

ハ
天
地
モ
減
シ
万
物
モ
生
セ
ス
。
人
ノ
身
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
、
命
ナ
リ
、

（
妬
）

魂
ナ
リ
」
と
、
万
物
の
根
源
神
が
人
間
に
お
い
て
は
「
魂
」
と
し
て

内
在
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
羅
山
は
「
高
天
原
二
神
ト
、
マ
ル
ハ
、

（
妬
）

魂
気
帰
於
天
ノ
義
ナ
リ
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
人
間
に
内
在
し
て
い
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た
「
魂
」
が
天
に
回
帰
す
る
こ
と
を
「
高
天
原
に
神
が
存
し
て
い
る
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
も
と
に
考
え
る
と
、
先
の
史
料
の
傍
線
部
＠
は
、

「
大
虚
」
（
Ⅱ
天
・
高
天
原
）
の
働
き
に
よ
っ
て
、
自
己
に
内
在
し
て
い

た
「
魂
」
が
「
大
虚
」
に
遍
在
す
る
万
物
生
成
の
根
源
神
と
同
一
化

す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
神
の
造
化
作
用

に
よ
っ
て
人
間
は
生
じ
、
神
は
「
魂
」
と
し
て
人
間
に
内
在
す
る
。

そ
し
て
、
死
後
人
間
に
内
在
し
て
い
た
「
魂
」
（
Ⅱ
神
）
は
、
神
の
存

す
る
場
、
す
な
わ
ち
「
大
虚
」
へ
と
回
帰
し
、
自
己
を
生
み
出
し
た

神
と
同
一
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
神
道
ノ
血
脈
ハ
、
天

神
七
代
ノ
始
、
国
常
立
尊
ョ
リ
ッ
リ
来
テ
、
今
日
ノ
我
二
至
ル
。

…
…
神
道
ノ
血
脈
ハ
マ
ル
ク
シ
テ
始
ナ
ク
終
ナ
シ
。
国
常
立
ョ
リ
ッ

（
”
）

リ
来
テ
、
又
我
心
ョ
リ
国
常
立
へ
カ
ヘ
ル
」
と
い
う
羅
山
の
発
言
か

ら
も
窺
え
る
。
人
間
は
万
物
生
成
の
根
源
神
・
国
常
立
尊
か
ら
生
ま

れ
、
ま
た
国
常
立
尊
へ
と
回
帰
し
て
い
く
。
神
１
人
ｌ
神
と
い
う
循

環
の
な
か
に
、
羅
山
は
人
間
の
生
死
を
読
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
羅
山
の
主
張
は
、
ま
さ
し
く
人
間
の
魂
が
不
滅
で
あ
る
こ
と

（
躯
）

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
朱
臺
は
人
間
の
魂
晩
は
不
滅
な
る
も
の
で
は
な
く
、
死
と

と
も
に
散
じ
消
滅
す
る
も
の
と
説
く
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め

に
、
朱
喜
が
「
魂
気
帰
於
天
」
と
い
う
一
文
を
い
か
に
解
釈
し
て
い

た
か
挙
げ
て
お
き
た
い
。

安
卿
問
、
礼
記
魂
気
帰
二
於
天
一
、
与
二
横
渠
反
し
原
之
説
一
、
何

以
別
。
日
、
魂
気
帰
二
於
天
一
、
是
消
散
了
。
正
如
二
火
煙
騰
上
一
・

（
調
）

去
処
何
帰
、
只
是
消
散
了
。
論
理
大
檗
固
如
レ
此
。

朱
喜
の
理
論
で
は
、
最
終
的
に
「
気
」
は
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、

ど
こ
か
に
回
帰
し
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
門
人
の

質
問
に
あ
る
傍
線
部
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
死
後
「
魂
気
」
の
回
帰

す
る
場
を
措
定
す
る
こ
と
が
、
張
載
（
字
・
横
渠
一
○
二
○
’
一
○
七

七
年
）
の
主
張
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
朱

喜
の
発
言
は
、
張
載
の
見
解
と
自
己
の
見
解
の
差
異
を
明
確
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

北
宋
に
活
躍
し
た
朱
子
学
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
張
載
は
、
朱

（
鋤
）

喜
の
思
想
の
な
か
で
と
り
わ
け
「
気
」
の
原
理
に
影
響
を
与
え
た
。

事
実
、
朱
臺
の
鬼
神
論
は
張
載
の
理
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
し

か
し
、
朱
臺
は
ま
る
ご
と
張
載
の
理
論
を
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
朱
喜
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
は
、
張
載
が
「
天
地
之
気
、

雄
二
聚
散
攻
取
百
塗
一
、
然
其
為
し
理
也
、
順
而
不
し
妄
。
気
之
為
し
物
、

散
入
無
し
形
、
適
得
二
吾
体
一
・
聚
為
し
有
し
象
、
不
し
失
二
吾
体
一
・
太
虚

不
し
能
し
無
し
気
、
気
不
し
能
し
不
三
聚
而
為
二
万
物
一
、
万
物
不
し
能
し
不
三

（
瓢
）

散
而
為
二
太
虚
一
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
「
万
物
は
「
太
虚
」

に
充
満
す
る
「
気
」
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
、
個
体
の
死
に
よ
っ
て

「
気
」
は
「
太
虚
」
に
回
帰
す
る
」
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
太

虚
」
へ
の
回
帰
と
い
う
論
理
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
羅
山
の
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主
張
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
張
載
の
理

論
に
よ
れ
ば
、
万
物
を
構
成
し
て
い
た
「
気
」
は
死
後
消
滅
す
る
の

で
は
な
く
「
太
虚
」
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る

個
体
の
構
成
要
素
が
死
後
も
残
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
張
載
の
主
張
は
、
朱
喜
の
眼
に
は
、
い
か
よ
う
に
映
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

問
正
蒙
説
二
道
体
一
処
。
如
二
大
和
太
虚
虚
空
云
者
一
、
止
是
説
し
気
。

説
二
聚
散
一
処
、
其
流
乃
是
箇
大
輪
廻
。
蓋
其
思
盧
孜
索
所
し
至
、

非
二
性
分
自
然
之
知
一
・
若
語
二
道
理
一
、
惟
是
周
子
説
二
無
極
而

（
犯
）

太
極
一
最
好
。

朱
喜
か
ら
み
れ
ば
、
「
太
虚
」
を
基
点
と
し
た
「
気
の
聚
散
」
説
は
、

あ
る
個
体
を
構
成
し
て
い
た
「
気
」
が
残
存
す
る
と
い
う
点
で
、
彼

が
批
判
し
て
や
ま
な
い
仏
教
の
輪
廻
説
と
同
一
の
構
造
を
有
す
る
か

の
ご
と
き
危
険
な
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
異
端
的
要
素
を
包

含
し
か
ね
な
い
理
論
を
羅
山
は
巧
み
に
取
り
込
み
、
神
道
と
朱
子
学

（
調
）

を
折
衷
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

羅
山
は
、
朱
子
学
の
「
気
の
生
生
の
原
理
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
消

滅
す
る
「
気
」
に
時
間
的
猶
予
を
付
与
し
、
儒
教
の
経
典
に
あ
る
仏

教
の
輪
廻
再
生
説
と
見
ま
が
う
学
説
を
説
明
づ
け
た
。
し
か
し
、
朱

喜
が
最
終
的
に
「
気
」
は
消
滅
す
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
羅

山
は
「
大
虚
」
の
働
き
に
よ
り
、
死
後
「
高
天
原
」
（
Ⅱ
大
虚
）
に
存

す
る
「
神
」
と
一
体
化
す
る
と
い
う
理
論
を
提
示
し
た
。
「
大
虚
」

の
働
き
に
よ
っ
て
、
根
源
的
な
神
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
主
張
し
、

輪
廻
再
生
説
と
も
、
ま
た
朱
喜
の
「
気
の
生
生
の
原
理
」
に
依
拠
し

（
弧
）

た
魂
晩
消
滅
論
と
も
異
な
る
新
た
な
見
解
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
羅
山
は
朱
喜
の
原
理
を
貫
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
羅
山
自
身
「
魂
晩
」
が
最
終
的
に
消
滅

す
る
と
い
う
朱
子
学
の
理
論
を
熟
知
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
解
決

す
る
糸
口
は
、
羅
山
が
儒
教
を
〈
生
死
の
教
説
〉
と
し
て
捉
え
直
し

て
仏
教
の
輪
廻
再
生
説
を
批
判
す
る
と
き
、
ま
た
そ
の
生
死
の
内
実

を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
神
道
と
朱
子
学
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た

こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
。
羅
山
は
万
物
を
生
成
す
る
根
源

神
が
、
自
己
の
心
に
内
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
根
源
神
は

「
形
な
け
れ
ば
死
す
る
こ
と
な
し
」
（
『
神
道
伝
授
』
）
と
い
う
よ
う
に
、

永
遠
不
滅
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
朱
子
学

の
「
気
の
生
生
の
原
理
」
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
自
己
の
心
に
内
在
す

る
永
遠
不
滅
な
る
属
性
を
有
す
る
「
神
」
が
、
死
後
消
滅
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
「
国
常
立
尊
ｌ
我
１
国
常
立
尊
」
と
い
う

（
弱
）

循
環
を
理
論
的
に
支
え
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
羅
山
は
神
の
不
滅

性
を
論
理
づ
け
る
た
め
に
、
朱
喜
の
「
気
の
生
生
の
原
理
」
を
最
終

段
階
で
は
捨
象
し
、
「
大
虚
」
へ
と
回
帰
し
て
い
く
論
理
を
採
用
し

（
調
）

た
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
羅
山
の
仏
教
批
判
を
死
生
観
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て

て
検
討
し
て
き
た
。
慶
長
・
元
和
年
間
に
お
い
て
、
羅
山
は
儒
教
を

〈
人
倫
の
教
説
〉
と
し
て
、
現
世
に
お
け
る
有
効
性
を
強
調
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
輪
廻
再
生
説
を
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
な
批

判
形
式
は
、
寛
永
年
間
ま
で
儒
者
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
寛
永
末
年
Ｉ
正
保
年
間
に
執
筆
さ
れ
た
『
本
朝
神
社
考
』

で
は
、
「
吾
儒
」
の
立
場
か
ら
人
間
の
生
死
を
論
理
的
に
提
示
し
て
、

儒
教
を
〈
生
死
の
教
説
〉
と
し
て
通
用
さ
せ
、
仏
教
的
死
生
観
を
批

判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
羅
山
の
死
生
観
は
、
朱

喜
の
「
気
の
生
生
の
原
理
」
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
死
後
観
だ
け
は
、

朱
子
学
に
お
い
て
異
端
的
要
素
を
包
含
す
る
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
張

載
の
理
論
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
人
間
は
死
後
「
大
虚
」
の
働
き
に
よ

っ
て
、
「
高
天
原
」
（
Ⅱ
大
虚
）
に
存
す
る
万
物
を
生
成
す
る
根
源
神

と
一
体
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
羅
山
の
主
張
は
、
死
後
の
霊
魂
の
不
滅
を
説
き
つ

つ
も
、
そ
れ
は
生
前
の
人
間
の
個
性
が
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
根
源
的
な
神
と
同
一
化
し
、
個
性
は
消
失
す
る
と

説
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
羅
山
の
提
示
し
た
死

生
観
は
、
死
後
の
霊
魂
の
不
滅
を
説
く
点
に
お
い
て
朱
子
学
と
差
異

四
、
結
び
に
か
え
て

を
も
ち
つ
つ
も
、
個
性
が
消
失
す
る
点
で
は
朱
子
学
と
近
似
す
る
面

も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
羅
山
の
見
解
は
、
仏
教
者
の
眼
に
は
い
か
よ
う
に
映
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
を
反
駁
し
た
書
物
で

あ
る
『
神
社
考
志
評
論
』
（
澄
円
著
延
宝
五
年
〈
一
六
七
七
〉
）
で
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

難
し
然
有
レ
説
二
子
此
一
、
至
レ
有
二
三
世
一
者
、
背
二
周
公
孔
子
之
意
一
、

因
二
晦
庵
之
言
一
也
。
晦
庵
所
し
謂
形
既
朽
滅
、
神
瓢
散
。
難
二
劉

焼
舂
磨
一
、
且
無
し
所
し
施
。
是
則
惟
見
二
幻
身
生
滅
一
、
不
し
知
二

（
師
）

神
識
不
二
消
滅
一
．

こ
こ
で
は
、
羅
山
の
主
張
は
朱
喜
の
編
著
で
あ
る
『
小
学
』
に
み
ら

れ
る
「
形
朽
滅
、
神
瓢
散
、
混
然
無
し
跡
」
と
い
う
文
章
と
同
一
視

さ
れ
、
朱
子
学
の
霊
魂
消
滅
論
を
受
容
し
た
も
の
と
し
て
、
批
判
の

俎
上
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
者
は
羅
山
の
見
解
を
曲
解
し
、
死

後
の
人
間
の
個
性
が
喪
失
す
る
と
い
う
面
の
み
に
批
判
を
集
中
さ
せ

（
銘
）

た
の
で
あ
っ
た
。
誤
解
に
も
と
づ
く
批
判
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な

仏
教
側
か
ら
の
再
批
判
は
、
儒
者
た
ち
に
朱
子
学
の
有
す
る
死
生
観

の
再
考
を
促
す
契
機
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。

十
七
世
紀
中
葉
に
お
い
て
、
仏
教
側
か
ら
朱
子
学
の
も
つ
死
生
観

へ
の
批
判
が
相
次
い
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況

下
に
お
い
て
、
儒
者
は
朱
子
学
の
死
生
観
・
祭
祀
論
を
新
た
に
見
直
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し
、
独
自
の
死
生
観
を
模
索
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課

題
を
背
負
っ
た
儒
者
た
ち
の
思
索
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
朱
子
学
の
死

生
観
・
祭
祀
論
を
支
え
る
「
気
」
の
原
理
と
の
格
闘
の
跡
が
刻
み
込

ま
れ
て
い
る
。
性
々
に
し
て
、
江
戸
時
代
の
儒
仏
論
争
は
平
板
で
思

想
的
成
果
が
乏
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
争
に
死

生
観
と
い
う
視
座
か
ら
光
を
投
げ
か
け
る
と
き
、
次
の
二
つ
の
重
要

な
問
題
が
照
射
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
一
点
め
は
、
江
戸
期
の
儒
者
が
朱

子
学
の
理
論
的
基
盤
と
言
い
う
る
「
気
」
の
原
理
を
い
か
に
受
け
止

（
鋤
）

め
た
の
か
と
い
う
朱
子
学
の
受
容
・
変
容
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
二
点
め
は
、
な
ぜ
十
七
世
紀
半
ば
頃
か
ら
儒
教
と
仏
教
の
論

争
に
お
い
て
死
生
観
を
め
ぐ
る
問
題
が
浮
上
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

（
伽
）

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
統
制
、
寺
請
制
度
の
確
立
と
い
っ
た
幕
府

の
宗
教
政
策
が
展
開
す
る
最
中
に
、
儒
教
・
仏
教
の
論
争
に
死
生
観

を
め
ぐ
る
問
題
が
浮
上
し
、
そ
こ
を
土
俵
と
し
て
儒
者
と
仏
者
は
熾

（
“
）

烈
な
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
思

想
界
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
時
代
的
・
社
会
的
問
題
が
刻
印
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
以
上
の
問
題
に
切
り
込
む
一
つ
の
予

備
的
考
察
と
し
て
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
付
記
〉

◆
引
用
資
料
中
の
訓
点
は
、
筆
者
が
私
に
施
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

注
（
１
）
羅
山
の
仏
教
批
判
に
関
わ
る
先
行
研
究
を
概
括
し
て
お
き
た
い
。

戦
前
か
ら
一
九
六
○
年
頃
ま
で
は
、
羅
山
の
仏
教
批
判
は
朱
子
学

の
論
理
を
忠
実
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、

羅
山
の
師
で
あ
る
藤
原
猩
窩
と
の
相
違
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
結
果

概
ね
羅
山
の
仏
教
批
判
は
仏
教
の
素
養
の
欠
落
し
た
独
創
性
に
乏
し

い
も
の
と
い
う
見
解
が
通
説
で
あ
っ
た
（
井
上
哲
次
郎
『
日
本
朱
子

学
派
の
哲
学
』
〈
冨
山
房
一
九
○
五
年
〉
、
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教

史
』
第
十
巻
〈
岩
波
書
店
一
九
五
五
年
〉
、
堀
勇
雄
『
林
羅
山
』

〈
吉
川
弘
文
館
一
九
六
四
年
〉
等
）
・

以
上
の
通
説
に
対
し
て
、
石
田
一
良
氏
は
羅
山
の
仏
教
批
判
を
彼

の
思
想
活
動
の
原
点
と
捉
え
、
羅
山
の
精
神
世
界
の
構
造
（
従
俗
の

論
理
）
を
抽
出
し
、
羅
山
研
究
に
お
け
る
新
た
な
視
角
を
提
供
し
た

（
「
林
羅
山
の
思
想
」
〈
『
日
本
思
想
大
系
二
八
藤
原
猩
窩
・
林
羅
山
』

岩
波
書
店
一
九
七
五
年
〉
）
・
ま
た
襲
穎
氏
は
、
朱
喜
と
羅
山
の
仏

教
批
判
を
精
綴
に
比
較
検
討
し
、
朱
喜
が
心
性
論
ｌ
性
即
理
ｌ

の
観
点
か
ら
仏
教
批
判
を
展
開
し
た
の
に
対
し
、
羅
山
が
そ
れ
を
重

視
し
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
羅
山
の
仏
教
批
判
が
韓
愈
の
そ
れ
と

近
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
「
林
羅
山
排
仏
論
の
一
考
察
ｌ
朱
子
・

韓
愈
と
の
比
較
を
通
し
て
Ｉ
」
〈
『
日
本
思
想
史
学
』
第
三
○
号
一

九
九
八
年
〉
）
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
り
、
羅
山
の
仏
教
批
判
が
単

に
朱
子
学
と
同
一
で
あ
り
、
独
創
性
に
乏
し
い
と
い
う
通
説
は
再
考

さ
れ
る
に
到
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
２
）
堀
勇
雄
注
（
１
）
前
掲
書

（
３
）
巽
穎
注
（
１
）
前
掲
論
文

（
４
）
『
野
槌
』
上
之
一
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
）
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（
５
）
「
示
石
川
丈
山
」
第
十
四
書
（
『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
七
ぺ

り
か
ん
社
一
九
七
九
年
。
以
下
『
文
集
』
と
略
記
す
る
。
）

（
６
）
「
寄
田
玄
之
」
（
『
文
集
』
巻
二
慶
長
九
年
．
一
六
○
四
）

（
７
）
『
儒
仏
問
答
』
第
十
八
問
答
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文

庫
蔵
）

（
８
）
同
右

（
９
）
同
右

（
皿
）
同
右

（
Ⅱ
）
『
野
槌
』
上
之
五

（
岨
）
『
日
本
思
想
闘
詳
史
料
』
第
五
巻
名
著
刊
行
会
一
九
六
九

年
（
翌
『
清
水
物
語
』
下
（
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
四
仮
名
草
子

集
』
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
）

（
Ⅲ
）
『
翁
問
答
』
下
巻
之
末
（
『
日
本
思
想
大
系
二
九
中
江
藤
樹
』

岩
波
書
店
一
九
七
四
年
）

（
理
同
右

（
肥
）
同
右

（
Ⅳ
）
『
本
朝
神
社
考
』
巻
五
（
『
神
道
大
系
論
説
編
二
十
藤
原
慢
窩
・

林
羅
山
』
神
道
大
系
編
蟇
会
一
九
八
八
年
。
以
下
『
神
社
考
』

と
略
記
す
る
）
。
な
お
、
輪
廻
再
生
を
め
ぐ
る
仏
教
批
判
は
、
聖
徳

太
子
を
め
ぐ
る
論
評
の
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
、
以
下
補
足
し
て
お
き
た
い
。

慶
長
七
年
（
一
六
○
二
・
羅
山
二
十
歳
）
に
執
筆
さ
れ
た
「
蘇
馬

子
弁
」
と
い
う
題
の
文
章
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

或
問
、
蘇
馬
子
好
し
仏
、
是
否
。
日
、
有
し
之
。
馬
子
因
二
八
耳
皇

子
之
勧
一
、
是
信
二
仏
法
一
。
…
…
鳴
呼
、
馬
子
之
試
し
君
、
誠
仏
之

罪
也
。
若
使
三
馬
子
知
二
夫
五
典
一
、
則
豈
如
レ
此
乎
。
為
し
人
而
不

し
知
二
五
典
一
、
非
し
人
也
。

こ
の
文
章
は
、
蘇
我
馬
子
が
崇
峻
天
皇
を
殺
害
し
た
事
件
を
素
材

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
羅
山
は
馬
子
が
崇
峻
天
皇
を
殺
害
す
る
に
至

っ
た
原
因
を
仏
教
に
あ
る
と
し
、
仏
教
を
信
奉
す
る
と
人
倫
の
基
本

と
な
る
理
想
的
な
人
間
関
係
を
実
現
す
る
徳
目
を
喪
失
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
社
会
秩
序
を
無
視
す
る
行
為
が
生
じ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、

聖
徳
太
子
が
馬
子
に
仏
教
を
信
奉
さ
せ
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
天
皇
を
殺
害
し
た
馬
子
と
と
も
に
、

そ
の
馬
子
に
仏
教
を
信
奉
さ
せ
た
聖
徳
太
子
が
諸
悪
の
根
源
な
の
で

あ
る
。
逆
に
も
し
馬
子
に
理
想
的
な
人
間
関
係
の
あ
り
方
Ⅱ
五
典
を

教
授
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
羅
山

は
認
識
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
羅
山
が
〈
人
倫
の
教
説
〉
と
し
て
儒

教
を
称
揚
す
る
姿
勢
が
伺
え
る
。
同
様
の
見
解
は
、
『
儒
仏
問
答
』

に
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
元
和
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
野
槌
』
に
お
い

て
も
、
「
そ
れ
道
は
人
倫
を
離
れ
ず
。
男
女
に
始
ま
り
て
父
子
あ
り
。

父
子
あ
れ
ば
則
君
臣
あ
り
、
兄
弟
あ
り
、
朋
友
あ
り
。
世
を
の
が
ら

ふ
る
者
、
身
の
い
さ
ぎ
よ
か
ら
ん
事
を
ね
が
ひ
て
、
人
倫
の
道
を
乱

る
、
こ
れ
聖
人
の
い
ま
し
め
也
…
：
．
太
子
の
子
孫
な
か
ら
ん
事
を
ね

が
ひ
給
へ
る
事
、
天
下
古
今
の
法
に
あ
ら
ず
と
お
ぼ
え
侍
る
ゆ
へ
な

ん
」
（
『
野
槌
』
上
之
二
と
い
う
よ
う
に
貫
か
れ
て
い
る
。
以
上
の

羅
山
の
聖
徳
太
子
観
は
、
慶
長
・
元
和
年
間
に
お
け
る
羅
山
の
仏
教

批
判
と
軌
を
一
に
す
る
。
彼
が
聖
徳
太
子
の
再
生
に
関
し
て
言
及
す

る
の
は
、
『
神
社
考
』
が
初
出
で
あ
る
。

（
肥
）
『
本
朝
神
社
考
』
巻
五

（
岨
）
『
朱
子
語
類
』
巻
三
第
十
九
条
沈
燗
録
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（
別
）
こ
の
箇
所
を
前
田
勉
氏
は
「
本
来
的
に
は
大
虚
に
帰
し
て
、
死

後
何
も
残
ら
な
い
」
と
解
釈
す
る
（
「
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』
と

そ
の
批
判
」
〈
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
第
四
八
号
一
九
九
九

年
〉
）
。

（
型
『
性
理
字
義
諺
解
』
巻
五
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）

（
堅
『
神
道
秘
伝
折
中
俗
解
』
巻
第
十
「
三
種
鬼
神
」
（
『
神
道
大
系

論
説
編
二
十
藤
原
猩
窩
・
林
羅
山
』
神
道
大
系
編
蟇
会
一
九
八

八
年
）

（
羽
）
『
神
道
伝
授
』
「
高
天
原
之
事
」
（
同
右
）

（
別
）
『
神
道
伝
授
』
「
国
常
立
尊
同
体
異
名
ノ
事
」
参
照

（
翌
同
右
「
神
之
根
本
」

（
韮
同
右
「
神
体
之
事
」
・

（
〃
）
同
右
「
神
道
血
脈
」

（
翌
以
上
の
羅
山
の
主
張
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
執
筆
さ

れ
た
『
老
子
抄
解
』
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
と
い
う
書
物
に
も
み

ら
れ
る
。
羅
山
は
『
老
子
』
の
「
夫
物
芸
芸
、
各
帰
其
根
」
（
致
虚

極
章
第
十
六
）
と
い
う
一
文
に
「
帰
根
ハ
ウ
コ
ク
モ
ノ
キ
ハ
マ
リ
テ
、

シ
ッ
カ
ナ
ル
ニ
カ
ヘ
リ
、
生
ス
ル
モ
ノ
ス
テ
ニ
減
シ
テ
無
ト
ナ
ル
ト

コ
ロ
ヲ
云
ナ
ル
ヘ
シ
。
…
…
生
ス
ル
モ
ノ
ハ
タ
ユ
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
、

死
ス
ル
モ
ノ
ハ
皆
キ
エ
ュ
ク
ト
シ
ル
へ
シ
」
と
注
釈
し
、
万
物
が
続
々

と
生
み
出
さ
れ
、
死
後
は
消
滅
す
る
こ
と
を
説
く
。
こ
れ
は
、
朱
喜

の
「
気
の
生
生
の
論
理
」
に
依
拠
し
た
死
生
観
に
み
え
る
。
し
か
し
、

「
谷
神
不
し
死
、
是
謂
二
玄
牝
一
」
（
谷
神
不
死
章
第
六
）
の
一
文
に
、

次
の
よ
う
な
注
釈
を
施
し
て
い
る
。

谷
ハ
虚
ナ
ル
処
ナ
リ
。
声
ヲ
ア
ク
レ
ハ
必
上
、
キ
ノ
応
ス
ル
モ
、

虚
ナ
ル
故
ナ
リ
。
精
気
ハ
実
ナ
リ
。
神
ハ
虚
ナ
リ
。
虚
中
ノ
神
霊

ヲ
谷
神
卜
云
ナ
リ
。
人
ノ
タ
マ
シ
ヒ
ハ
虚
中
ョ
リ
出
、
故
二
常
二

存
シ
テ
不
死
。
凡
ソ
形
ア
ル
モ
ノ
ハ
死
ス
。
形
ナ
キ
モ
ノ
ハ
死
セ

ス
・

羅
山
は
、
林
希
逸
の
『
老
子
盧
斎
口
義
』
に
あ
る
「
精
則
実
、
神

則
虚
、
谷
者
虚
也
。
谷
神
者
、
虚
中
之
神
者
也
。
言
人
之
神
自
二
虚

中
一
而
出
、
故
常
存
而
不
し
死
」
を
ベ
ー
ス
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

た
だ
し
「
人
之
神
」
を
「
人
ノ
タ
マ
シ
ヒ
」
と
訳
し
、
人
間
の
霊
魂

が
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
凡
ソ

形
ア
ル
モ
ノ
ハ
死
ス
。
形
ナ
キ
モ
ノ
ハ
死
セ
ス
」
と
い
う
見
解
を
先

の
史
料
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
羅
山
に
と
っ
て
死
後
消
滅
す
る
も

の
は
、
「
形
」
Ⅱ
肉
体
で
あ
り
、
人
間
に
内
在
す
る
魂
は
不
滅
な
る

存
在
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
空
『
朱
子
語
類
』
巻
第
八
十
七
第
一
○
四
条
黄
義
剛
録

（
釦
）
以
下
の
議
論
は
、
友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
（
春
秋

社
一
九
六
九
年
Ｊ
山
田
慶
児
『
朱
子
の
自
然
学
』
（
岩
波
書
店

一
九
七
八
年
）
等
参
照
。

（
別
）
『
正
蒙
』
大
和
篇

（
堅
『
朱
子
語
類
』
巻
第
九
十
九
第
六
条
万
人
傑
録
。
な
お
、

こ
の
条
文
に
は
「
問
」
（
傍
線
部
）
に
対
応
す
る
「
日
」
の
字
が
な
く
、

朱
喜
の
解
答
が
ど
こ
か
ら
で
あ
る
の
か
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
『
朱
子
語
類
』
巻
第
九
十
九
・
第
三
十
三
条
に
「
横

渠
關
二
釈
氏
輪
回
之
説
一
・
然
其
説
二
聚
散
屈
伸
一
虚
、
其
弊
却
是
大
輪

回
…
…
」
と
あ
り
、
こ
の
条
文
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
文
章
が
収
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
条
文
に
朱
薑
の
見
解
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
明
代
に
編
蟇
さ
れ
た
『
性
理
大
全
』
で
は
、
傍
線
部
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謂
、
張
子
此
言
、
其
流
乃
是
箇
大
輪
廻
。
由
二
其
追
切
以
求
置
之
、

是
以
不
レ
覚
二
其
誤
一
如
レ
此
。
（
『
困
知
記
』
巻
之
二
）

な
お
明
代
に
お
い
て
は
、
朱
子
学
者
よ
り
も
陽
明
学
者
が
死
を
め

ぐ
る
問
題
に
関
し
て
様
々
な
発
言
を
残
し
て
い
る
（
佐
野
公
治
「
明

代
に
お
け
る
上
帝
・
鬼
神
・
霊
魂
観
」
〈
『
中
国
研
究
集
刊
』
辰
一

九
九
三
年
〉
）
。
朱
喜
の
主
張
が
い
か
よ
う
に
明
代
に
受
け
継
が
れ
、

ま
た
修
正
・
批
判
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
江
戸
期
の
儒
者
の
死
生
観
の
特
色
が
よ
り
明
確
な
形
で
浮
き

彫
り
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
後
考
に
期
し
た
い
。

（
弘
）
こ
の
点
に
関
し
て
補
足
し
て
お
く
。
羅
山
は
寛
永
三
年
（
一
六

二
六
）
に
執
筆
し
た
「
祭
河
越
菅
神
文
」
で
「
神
者
無
し
所
し
不
し
之
。

故
洋
洋
乎
無
し
所
し
不
レ
在
。
是
以
信
則
必
感
格
、
祭
則
必
来
享
」

の
「
問
」
の
字
が
省
略
さ
れ
て
、
全
文
が
朱
喜
の
発
言
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る
（
『
性
理
大
全
』
巻
五
「
正
蒙
一
」
の
下
の
注
）
。
ま
た

注
（
銘
）
で
引
用
し
た
羅
整
庵
も
こ
の
条
文
を
朱
喜
の
見
解
と
み
な
し
、

そ
れ
を
も
と
に
発
言
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
注
（
翌
引
用
資
料
傍

線
部
）
・

（
翌
羅
山
は
、
明
代
の
朱
子
学
者
の
書
物
（
『
居
業
録
』
、
『
困
知
記
』
、

『
異
端
弁
正
』
等
）
を
熟
読
し
、
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
た
（
『
年

譜
』
寛
永
十
七
年
羅
山
五
十
八
歳
）
。
こ
れ
ら
の
書
物
で
は
、
朱

喜
の
「
気
の
生
生
の
原
理
」
を
墨
守
し
、
張
載
の
「
太
虚
」
説
を
批

判
す
る
。
た
と
え
ば
、
羅
整
庵
（
一
四
六
五
’
一
五
四
七
年
）
の
次

の
言
葉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

夫
人
物
則
有
し
生
有
し
死
。
天
地
則
万
古
如
レ
ー
・
気
聚
而
生
し
形
而

為
し
有
、
有
二
此
物
一
即
有
二
此
理
一
・
気
散
而
死
終
帰
二
於
無
一
、
無
二

此
物
一
即
無
二
此
理
一
、
安
得
二
所
し
謂
死
而
不
亡
者
一
邪
。
…
…
朱
子

（
『
文
集
』
巻
第
四
十
）
と
述
べ
、
「
神
」
が
遍
在
す
る
意
と
し
て
「
無

所
不
之
」
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
、
『
礼
記
』
檀
弓
下
と
『
中

庸
』
第
十
六
章
「
使
三
天
下
之
人
、
斎
明
盛
服
、
以
承
二
祭
祀
一
・
洋

洋
乎
如
レ
在
二
其
上
一
、
如
レ
在
二
其
左
右
一
」
を
ふ
ま
え
る
・
朱
喜
は
『
中

庸
章
句
』
で
「
洋
洋
、
流
動
充
満
之
意
」
と
し
、
さ
ら
に
「
孔
子
日
、

其
気
発
二
揚
干
上
一
、
為
二
昭
明
君
嵩
棲
槍
一
、
此
百
物
之
精
也
、
神
之

著
也
。
正
謂
レ
此
爾
」
と
い
い
、
天
に
上
昇
し
た
気
が
永
遠
不
滅
で

あ
る
か
の
よ
う
な
孔
子
の
発
言
を
引
用
す
る
。
こ
の
一
文
を
め
ぐ
っ

て
、
『
朱
子
語
類
』
で
は
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。

問
、
昭
明
君
言
棲
槍
、
是
人
之
死
気
、
此
気
会
消
了
。
日
、
是
。

問
、
伸
底
只
是
這
既
死
之
気
復
来
伸
否
。
日
、
這
裏
便
難
二
悠
地
説
一
・

這
伸
底
、
又
是
別
新
生
了
。
（
巻
第
六
十
三
第
二
三
条
陳

淳
録
）

こ
の
史
料
か
ら
あ
く
ま
で
朱
薑
は
「
気
の
生
生
の
原
理
」
を
貫
徹

さ
せ
、
死
後
自
己
を
構
成
し
て
い
た
も
の
は
消
滅
し
、
そ
し
て
生
前

の
人
間
を
構
成
し
て
い
た
気
と
は
異
な
る
新
た
な
気
が
生
生
す
る
と

主
張
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
新
た
に
生

生
さ
れ
る
気
と
子
孫
と
の
感
格
、
ま
た
そ
の
生
生
す
る
気
が
な
ぜ
祖

先
の
気
と
な
り
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
本
稿
で
は
、

こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
羅
山
が
一
見
「
気

の
生
生
の
原
理
」
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
で
、
祭
祀
に
お
い
て
来
格

す
る
も
の
が
、
新
た
に
別
に
生
生
す
る
気
で
は
な
く
、
「
太
虚
冥
、

ノ
中
一
気
ノ
脈
絡
関
係
少
シ
モ
ミ
タ
レ
ス
。
條
理
ア
リ
テ
子
孫
ノ
精

神
先
祖
ノ
精
神
ニ
ッ
ナ
キ
ュ
ヘ
ニ
、
我
カ
コ
、
ロ
ノ
誠
敬
ヲ
尽
セ
ハ
、

鬼
神
自
然
二
感
応
ス
ル
ナ
リ
」
（
『
論
語
集
註
諺
解
』
国
立
公
文
書
館

内
閣
文
庫
蔵
）
と
い
う
よ
う
に
、
太
虚
に
存
す
る
気
で
あ
る
こ
と
に
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注
目
す
る
と
、
死
後
の
消
滅
を
め
ぐ
っ
て
は
、
朱
喜
と
ト
ー
ン
を
異

に
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
朱
喜
の
祭
祀
感
格
説
に

関
し
て
は
、
市
来
津
由
彦
氏
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
（
「
朱
喜
祭
祀

感
格
説
に
お
け
る
「
理
上
〈
『
集
刊
東
洋
学
』
第
七
十
五
号
一
九
九

八
年
〉
）
・

（
弱
）
玉
懸
博
之
氏
は
、
朱
喜
と
羅
山
の
鬼
神
観
を
比
較
検
討
し
、
羅

山
が
朱
喜
よ
り
も
鬼
神
を
「
理
」
に
引
き
つ
け
て
捉
え
て
い
る
こ
と

を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
（
「
林
羅
山
の
神
道
に
お
け
る
「
伝
統
」
と
「
変

容
」
ｌ
鬼
神
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
〈
日
本
文
芸
研
究
会
編
『
伝
統

と
変
容
ｌ
日
本
の
文
芸
・
言
語
・
思
想
ｌ
』
ぺ
り
か
ん
社
二
○
○

○
年
〉
）
。
羅
山
が
人
間
の
魂
を
不
滅
な
る
も
の
と
主
張
す
る
の
は
、

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
人
間
に
内
在
す
る
神
が
「
理
」
に
引
き
つ
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
筆
者
は
氏
の
論
に
示
唆
を

受
け
つ
つ
も
、
羅
山
の
、
王
張
す
る
「
神
１
人
ｌ
神
」
と
い
う
循
環
を

朱
臺
の
「
気
の
生
生
の
原
理
」
で
は
理
論
的
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
、

す
な
わ
ち
羅
山
と
朱
喜
と
で
は
気
の
原
理
が
異
な
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。

（
鮒
）
さ
ら
に
問
題
は
広
が
っ
て
い
く
。
な
ぜ
羅
山
は
朱
子
学
の
も
つ

原
理
を
ゆ
が
め
て
ま
で
、
神
道
と
朱
子
学
を
折
衷
し
よ
う
と
し
た
の

か
。
換
言
す
れ
ば
、
な
ぜ
朱
子
学
の
み
で
仏
教
批
判
を
展
開
で
き
な

か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
解
決
に
示
唆
を
与
え
る
の
は
、
当
時
の
仏

教
側
の
儒
教
批
判
に
み
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。

孔
老
の
道
は
、
世
を
お
さ
む
る
一
端
の
道
な
り
。
是
は
孔
老
を
か

ら
ず
し
て
、
神
、
の
お
き
て
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
出
世
の
仏
法

を
本
と
し
給
ふ
事
、
凡
盧
は
し
ら
ず
。
し
か
れ
は
仏
法
を
そ
し
り

な
は
、
神
を
段
に
な
る
な
り
。
神
を
あ
な
ど
ら
は
、
日
本
の
君
臣

を
い
や
し
む
に
な
ら
ん
。
國
を
と
る
謀
こ
と
な
き
ば
か
り
に
て
、

そ
の
外
は
吉
利
支
丹
に
同
し
。
（
『
祇
園
物
語
』
〈
『
近
世
文
学
未
刊

本
叢
書
仮
名
草
子
篇
一
』
養
徳
社
一
九
四
七
年
〉
。
な
お
『
祇

園
物
語
』
は
『
清
水
物
語
』
の
反
駁
書
で
あ
る
。
）

仏
教
を
批
判
す
る
こ
と
が
、
神
道
を
も
批
判
す
る
こ
と
に
通
ず
る
こ

と
、
そ
れ
が
日
本
と
い
う
自
国
を
陵
辱
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ

う
な
発
言
が
「
吉
利
支
丹
」
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。
当
時
儒
教
の
論
理
の
み
で
仏
教
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く

こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
か
ね
な
い
危
険

性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
訂
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
な
お
、
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
と
そ

の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
田
勉
注
（
型
前
掲
論
文
参
照
。

（
銘
）
こ
う
し
た
朱
子
学
へ
の
批
判
を
江
戸
期
の
仏
教
者
に
提
供
し
た

の
は
、
空
谷
景
隆
『
尚
直
編
』
（
寛
永
十
八
年
〈
一
六
四
一
〉
刊
行
）
、

一
元
宗
本
『
帰
元
直
指
集
』
（
寛
永
二
十
年
〈
一
六
四
三
〉
刊
行
）

と
い
っ
た
明
代
の
仏
者
の
手
に
成
る
書
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
書

物
が
、
江
戸
期
の
仏
者
た
ち
の
朱
子
学
批
判
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、

和
田
恭
幸
「
『
見
ぬ
京
物
語
』
ｌ
中
国
怪
異
談
の
出
典
と
そ
の
意
義
ｌ
」

（
『
芸
能
文
化
史
』
第
十
一
号
一
九
九
一
年
）
、
千
葉
真
也
「
『
百
八

町
記
』
の
典
拠
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
国
文
』
第
五
七
一
号
一
九
八

二
年
）
等
に
指
摘
が
あ
る
。
さ
ら
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う

し
た
朱
子
学
批
判
の
書
物
を
受
容
す
る
江
戸
期
の
仏
者
の
意
識
を
抽

出
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
的
）
闇
斎
学
派
を
素
材
と
し
て
、
朱
子
学
の
「
気
」
の
原
理
に
よ
る

死
生
観
へ
の
違
和
感
を
抽
出
し
た
も
の
に
田
尻
祐
一
郎
「
儒
教
・
儒

家
神
道
と
「
死
」
Ｉ
「
朱
子
家
礼
」
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
思
想
史
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学
』
第
二
九
号
一
九
九
七
年
）
、
ま
た
儒
家
神
道
と
朱
子
学
の
鬼

神
論
を
比
較
検
討
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
気
」
の
捉
え
方
の
相
違

を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
土
田
健
次
郎
「
鬼
神
と
「
か
み
」
ｌ
儒
家
神

道
初
探
ｌ
」
（
『
斯
文
』
第
一
○
四
号
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。
前

者
で
は
闇
斎
学
派
で
は
「
気
」
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
を
喪
失
し
て
い
る

こ
と
、
後
者
で
は
江
戸
期
の
儒
者
に
は
「
気
」
の
霊
妙
性
が
理
解
さ

れ
ず
、
そ
の
結
果
「
理
」
に
神
秘
性
が
含
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
山
崎
闇
斎
学
派
の
み
な
ら
ず
、
広
く
江
戸

期
の
儒
者
の
「
気
」
の
捉
え
方
を
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
筆
者
は
人
間
観
と
修
養
論
に
焦
点
を
あ
て
、
中
江
藤
樹
の
「
気
」

の
捉
え
方
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
拙
稿
「
二
つ
の
「
気
」
ｌ
中
江

藤
樹
の
人
間
観
と
修
養
論
ｌ
」
〈
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
五
十
四
号

一
九
九
九
年
〉
）

（
伽
）
仮
名
草
子
を
素
材
と
し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
儒
仏
論
争
を
分

析
し
た
も
の
に
、
前
田
勉
「
仮
名
草
子
の
儒
仏
論
争
」
（
『
文
芸
研
究
』

第
一
四
六
集
一
九
九
七
年
）
が
あ
る
。
氏
は
論
争
の
焦
点
を
①
人

倫
を
め
ぐ
る
問
題
、
②
僧
侶
が
因
果
応
報
説
に
よ
り
経
済
的
利
益
を

は
か
る
点
、
③
三
世
因
果
説
・
輪
廻
再
生
説
の
主
体
と
な
る
霊
魂
の

問
題
、
④
中
華
ｌ
夷
狄
を
め
ぐ
る
問
題
、
と
ま
と
め
て
い
る
。
本
稿

に
関
わ
る
も
の
は
第
三
点
め
で
あ
る
が
、
儒
教
側
か
ら
仏
教
の
死
生

観
に
対
し
て
自
ら
の
論
理
で
批
判
を
展
開
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
一

六
五
○
年
以
降
に
執
筆
・
刊
行
さ
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要

ま
た
視
点
を
『
孝
経
』
と
い
う
書
物
の
解
釈
に
目
を
移
し
て
み
よ

う
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
『
孝
経
』
を
本
格
的
に
受
容
し
た
中
江

藤
樹
は
、
自
己
の
本
来
性
を
確
立
す
る
工
夫
論
の
書
と
し
て
『
孝
経
』

す
る
。

を
解
釈
す
る
。
時
期
が
降
っ
て
、
寛
文
年
間
、
向
井
元
升
（
一
六
○

九
’
一
六
七
七
年
）
は
仏
教
の
後
生
説
の
克
服
を
自
己
の
思
想
的
課

題
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
人
間
に
備
わ
る
本
性
が
神
代
か
ら

自
己
、
子
孫
へ
と
永
遠
に
連
続
す
る
こ
と
を
『
孝
経
』
に
読
み
こ
み
、

仏
教
の
後
生
説
に
対
抗
す
る
死
生
観
を
構
築
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て

も
、
十
七
世
紀
中
葉
か
ら
死
を
め
ぐ
る
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と

が
看
取
さ
れ
る
。
な
お
、
中
江
藤
樹
、
向
井
元
升
の
『
孝
経
』
解
釈

に
関
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
拙
稿
「
明
末
『
孝
経
』
研
究
グ
ル
ー
プ

と
中
江
藤
樹
ｌ
『
孝
経
大
全
』
と
『
孝
経
啓
蒙
』
ｌ
」
（
『
日
本
思
想

史
研
究
』
第
三
○
号
一
九
九
八
年
）
、
「
向
井
元
升
と
『
孝
経
』
ｌ

連
続
す
る
「
本
性
」
ｌ
」
（
『
文
芸
研
究
』
第
一
四
九
集
二
○
○
○
年
）

参
照
。

（
坐
儒
者
と
仏
者
の
み
な
ら
ず
、
神
道
家
も
十
七
世
紀
中
葉
か
ら
人

間
の
死
を
め
ぐ
る
問
題
に
言
及
し
始
め
る
こ
と
が
、
安
蘇
谷
正
彦
氏

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
『
神
道
の
生
死
観
ｌ
神
道
思
想
と
「
死
」

の
問
題
ｌ
』
ぺ
り
か
ん
社
一
九
八
九
年
）
。

（
東
北
大
学
助
手
）
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