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平
田
篤
胤
に
お
け
る
「
陰
徳
」
観
念

前
　
田
　
　
勉

1　

本
稿
の
課
題�

　

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
め
の
江
戸
の
町
で
は
、
陰
徳
が
流

行
し
た
と
い
う
。「
文
化
寛
政
の
頃
」、「
隠
徳
」（
陰
徳
と
同
じ
意
）
を

好
む
者
が
人
び
と
に
誉
め
ら
れ
た
一
例
と
し
て
、「
御
府
内
の
寺
」

を
廻
り
、「
墓
所
に
て
香
華
備
ふ
る
事
も
な
く
、
苔
む
し
誠
に
無
縁

の
石
牌
」
を
探
し
て
は
、
伴
の
者
に
洗
わ
せ
、
花
を
手
向
け
た
奇
特

な
男
の
話
が
、
根
岸
鎮
衛
『
耳
嚢
』
巻
八）

1
（

に
載
っ
て
い
る
。
陰
徳
と

は
人
に
知
ら
れ
ず
、
ひ
そ
か
に
行
う
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
親
孝
行
、

家
業
出
精
、
倹
約
、
正
直
な
ど
の
通
俗
道
徳
の
徳
目
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
陰
徳
も
ま
た
、
江
戸
期
の
庶
民
の
通
俗
道
徳
の
一
つ
と

し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る）

2
（

。

　

本
稿
で
は
そ
の
全
面
的
な
解
明
の
手
始
め
に
、
陰
徳
が
流
行
し
た

頃
、
江
戸
の
下
層
社
会
で
暮
ら
し
た
平
田
篤
胤
を
取
り
上
げ
る
。
と

い
う
の
は
、「
陰
徳
」
が
篤
胤
の
思
想
理
解
の
手
が
か
り
に
な
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
篤
胤
は
『
仙
境
異
聞
』
の
な
か
で
、
苦
難

の
連
続
だ
っ
た
半
生
を
振
り
返
っ
た
箇
所
で
、「
所
謂
陰
徳
を
つ
む
」

こ
と
を
「
常
の
心
定
め
」
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
る
。

己
れ
は
何
ち
ふ
因
縁
の
生
ま
れ
な
る
ら
む
。
然
る
は
藁
の
上
よ

り
親
の
手
に
の
み
は
育
て
ら
れ
ず
、
乳
母
子
よ
養
子
よ
と
、
多

く
の
人
の
手
々
に
わ
た
り
、
二
十
歳
〔
寛
政
七
年
│
筆
者
注
〕
を

過
ぎ
る
ま
で
苦
の
瀬
に
堕
ち
た
る
事
は
今
更
に
云
は
ず
、
江
戸

に
出
て
今
年
の
今
日
に
至
る
ま
で
も
、
世
に
憂
し
と
云
ふ
事
の
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101　平田篤胤における「陰徳」観念

か
ぎ
り
、
我
が
身
に
受
け
ざ
る
事
は
無
け
れ
ど
、
是
れ
ぞ
現
世

の
寓
居
の
修
行
な
れ
ど
、
世
の
辛
苦
を
ば
常
の
瀬
と
定
め
、
志

を
古
道
に
立
て
、
書
を
読
み
、
書
を
著
は
し
、
世
に
正
道
を
説

き
明
か
さ
む
と
す
る
に
就
き
て
は
、
目
に
見
え
ぬ
幽
界
は
更
な

り
、
鳥
獣
虫
魚
、
木
に
も
草
に
も
心
を
お
き
て
、
憎
ま
れ
じ
と

力
む
れ
ば
、
況
し
て
世
の
人
に
は
我
が
及
ぶ
た
け
の
、
所
謂
陰

徳
を
つ
む
を
常
の
心
定
め
と
し
て
、
人
は
よ
し
い
か
に
云
ひ
思

ふ
と
も
、
幽
か
に
恥
じ
る
こ
と
は
せ
じ
と
、
仮
に
も
人
の
為
に

宜
か
ら
ぬ
事
を
為
た
り
と
思
ふ
こ
と
は
無
き
に
、
上
の
件
の
如

く
作
り
言
さ
へ
し
て
、
我
を
謗
り
憎
む
人
も
多
か
り
と
聞
こ
ゆ

る
は
、
い
か
な
る
由
な
ら
む）

（
（

。（『
仙
境
異
聞
』
巻
一
）

　

秋
田
藩
を
脱
藩
す
る
ま
で
の
「
二
十
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
」
の
「
苦

の
瀬
に
堕
ち
た
」
幼
年
期
、
さ
ら
に
江
戸
に
出
て
か
ら
今
日
ま
で
の

「
世
に
憂
し
と
云
ふ
事
の
か
ぎ
り
」
な
き
逆
境
の
中
で
も
、「
現
世
の

寓
居
の
修
行
」
と
受
け
止
め
、「
世
の
人
」
の
た
め
に
、
自
ら
に
恥

じ
な
い
「
陰
徳
」
を
積
も
う
と
し
て
き
た
と
吐
露
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
「
所
謂
」
と
間
接
的
に
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
も
っ
と

直
截
に
「
陰
徳
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
著
作
が
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
受
容
の
問
題
の
書
『
本
教
外
篇
』
で
あ
る
。

神
は
す
べ
て
其
功
を
隠
に
為
た
ま
ふ
。
然
れ
ば
人
も
陰
徳
に
行

ふ
べ
し
。
こ
れ
神
習
ふ
な
り）

4
（

。（『
本
教
外
篇
』
巻
下
、
四
九
頁
）

　

想
起
す
べ
き
は
、「
神
習
」
が
篤
胤
学
に
お
け
る
キ
ー
タ
ー
ム

の
一
つ
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
「
神
習
」
と
結
び
つ
い
た
形
で

「
陰
徳
」
が
説
か
れ
て
い
る
。「
其
功
を
隠
に
為
」
す
神
に
習
い
、
人

に
隠
れ
て
徳
を
積
む
こ
と
が
、「
神
習
」
う
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

周
知
の
よ
う
に
『
本
教
外
篇
』
は
、
篤
胤
の
ユ
ニ
ー
ク
な
創
造
主

宰
神
観
・
幽
冥
観
に
キ
リ
ス
ト
教
が
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
を
め

ぐ
っ
て
、
議
論
に
な
っ
て
き
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
端
緒
と
な
っ

た
衝
撃
的
な
論
考
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の
影
響）

5
（

」

の
な
か
で
、
村
岡
典
嗣
は
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
い
た
。
第
一
は
、

「
平
田
の
神
道
の
、
耶
蘇
教
思
想
と
の
習
合
は
、
必
ず
し
も
、
単
な

る
模
倣
又
は
剽
窃
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
な
く
、
彼
の
思
想
的
発
展

に
内
在
的
理
由
を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
つ
た
」
こ
と
、
第
二
は
、

「
祖
先
教
と
し
て
の
神
道
の
大
成
家
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
つ
た
平
田

が
、
基
督
教
の
普
遍
教
的
博
愛
の
教
を
、
受
容
る
べ
く
も
な
か
つ
た

の
は
寧
ろ
当
然
で
あ
る
。
た
ゞ
、
そ
の
来
世
教
的
信
仰
に
於
い
て
は
、

神
道
本
来
の
現
世
教
的
性
質
か
ら
脱
し
て
、
神
道
の
為
に
、
別
な
る

境
地
を
展
き
、
そ
を
道
徳
教
的
に
発
展
さ
せ
た
点
に
、
大
い
な
る
特

色
を
示
し
た
が
、
而
も
未
だ
、
信
仰
的
救
済
を
説
か
う
と
は
し
な
か

つ
た
」
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
こ
の
村
岡
説
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た

が
、
本
稿
で
は
前
者
に
つ
い
て
は
、
江
戸
期
の
陰
徳
観
念
の
発
展
過

程
の
な
か
に
篤
胤
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
篤
胤
自
身
の
「
思
想
的
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発
展
」
を
広
い
視
野
か
ら
と
ら
え
直
し
、
意
義
づ
け
る
こ
と
を
目
指

す
。
ま
た
篤
胤
が
「
普
遍
教
的
博
愛
の
教
」
を
受
容
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
後
者
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
見
ず
知
ら
ず
の

「
他
人
」
を
救
済
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
陰
徳
が
、「
普
遍
教

的
博
愛
の
教
」
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
そ

れ
と
と
も
に
、「
道
徳
教
的
に
発
展
さ
せ
た
」
神
道
に
と
っ
て
、
陰

徳
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
本
稿

の
課
題
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
江
戸
期
の
庶
民
の
通
俗
道
徳
思
想
史
、

就
中
、
陰
徳
観
念
の
発
展
史
の
な
か
に
篤
胤
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
篤
胤
の
陰
徳
観
念
の
特
性
を
闡
明
し
、
さ
ら
に
篤
胤
個
人

の
思
想
形
成
史
の
な
か
で
『
本
教
外
篇
』
の
陰
徳
観
念
が
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

2　

篤
胤
以
前
の
「
陰
徳
」

　

通
俗
道
徳
と
し
て
の
陰
徳
は
、
江
戸
初
期
か
ら
庶
民
に
教
え
ら
れ

て
い
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
寺
子
屋
（
手
習
塾
）
で
広
く
使
わ

れ
た
教
科
書
『
童
子
教
』
に
、「
陰
徳
陽
報
」
が
出
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
実
語
教
』『
童
子
教
』
は
、
蛍
雪
の
功
を

説
き
、「
人
学
ば
ざ
れ
ば
智
無
し
、
智
無
き
を
愚
人
と
為
す
」（『
実

語
教
』）
と
学
問
を
奨
励
す
る
と
と
も
に
、「
父
の
恩
は
山
よ
り
も
高

し
、
須
弥
山
尚
ほ
下
し
、
母
の
徳
は
海
よ
り
も
深
し
、
滄
溟
海
還

て
浅
し
」（『
童
子
教
』）
と
説
い
て
、
親
孝
行
な
ど
の
道
徳
の
教
科
書

で
あ
っ
た）

（
（

。
そ
の
な
か
に
、「
人
に
し
て
陰
徳
有
れ
ば
、
必
ず
陽
報

有
り
」（『
童
子
教
』）
と
い
う
一
句
が
あ
っ
た
。
江
戸
期
の
代
表
的
な

『
童
子
教
』
注
釈
書
に
は
、
孫
叔
敖
の
「
両
頭
の
蛇
」
の
故
事
を
例

証
に
し
て
、「
陰
徳
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。

陰
徳
と
は
、
ひ
ろ
く
あ
ら
は
さ
ず
内
証
に
て
よ
き
道
を
お
こ
な

ひ
た
る
を
云
也
。
此
か
く
れ
た
る
徳
も
、
か
な
ら
ず
陽
報
と
て

天
道
に
し
ろ
し
め
す
ゆ
へ
に
、
そ
の
む
く
ひ
を
ほ
ど
こ
し
た
ま

ふ
也
。
天
照
大
神
の
正
直
は
、
一
た
ん
の
ゑ
こ
に
あ
ら
ず
と
い

へ
ど
も
、
つ
い
に
は
日
月
の
あ
は
れ
み
を
か
ふ
む
る
と
の
た
ま

ふ
と
こ
こ
ろ
お
な
じ）

7
（

。（
招
月
亭
孤
峰
編
『
童
子
教
諺
解
』、
寛
文
一

〇
年
刊
）

　

陰
徳
の
善
行
は
、
誰
も
見
て
い
な
く
と
も
「
天
道
」
は
見
て
い
て
、

必
ず
や
良
い
報
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
天
道
」
を
媒
介
に
し
た

善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
の
応
報
論
を
も
と
に
、
寺
子
屋
で
幼
児
期
に

教
え
ら
れ
た
陰
徳
は
江
戸
期
の
庶
民
に
広
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
並

行
し
て
、『
太
上
感
応
篇
』『
明
心
宝
鑑
』
な
ど
の
中
国
の
三
教
一
致

の
立
場
の
善
書
の
普
及）

（
（

と
と
も
に
、
陰
徳
は
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
書

物
を
通
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
江
戸
期
の
陰
徳
の
用
例
は
、
数
多

く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
資
料
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
福
を
以

て
子
孫
に
伝
へ
ん
と
す
れ
ば
、
必
ず
貪
る
色
顕
れ
易
く
、
諛
起
り
て

恥
を
蒙
り
、
却
て
災
起
り
子
孫
に
及
ぶ
事
こ
れ
あ
り
。
日
夜
常
に
忠
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103　平田篤胤における「陰徳」観念

と
孝
と
の
二
つ
に
よ
り
て
、
是
を
思
ふ
事
忘
れ
ざ
る
は
、
た
と
ひ
人

知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
天
必
ず
こ
れ
を
知
ろ
し
め
す
。
陰
徳
あ
れ
ば
陽

報
あ
り
と
は
此
事
を
言
ふ
な
り
。
い
か
で
か
天
道
の
恵
無
か
ら
ん）

（
（

」

（
浅
井
了
意
『
浮
世
物
語
』
巻
五
、
寛
文
初
年
刊
）、「
万
巻
の
書
を
積
置
て

も
、
子
孫
よ
ま
ざ
れ
ば
益
な
し
。
唯
陰
徳
を
行
へ
ば
、
余
慶
子
孫
に

伝
は
り
て
繁
昌
す
る
事
、
古
人
の
格
言
也
。
陰
徳
と
は
、
道
を
行
ひ

忠
孝
を
励
し
、
人
を
善
な
ら
し
め
ん
と
し
、
し
か
も
そ
れ
に
伐
ら
ず

隠
れ
て
居
る
徳
也
。
人
を
憐
物
を
施
し
命
を
助
て
も
、
慈
悲
し
た
り

と
も
思
は
ず
、
人
に
噺
ん
と
も
お
も
は
ざ
る
、
是
陰
徳
也）

10
（

」（
常
盤
潭

北
『
百
姓
分
量
記
』
巻
五
、
享
保
一
一
年
刊
）。

　

こ
の
陰
徳
の
教
え
を
強
調
し
た
の
が
、
朱
子
学
者
貝
原
益
軒
で
あ

っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
益
軒
は
晩
年
、
益
軒
十
訓
を
著
し
、
い
わ
ゆ

る
益
軒
本
と
し
て
庶
民
に
広
ま
っ
て
い
た）

11
（

。
そ
の
一
つ
『
大
和
俗

訓
』（
宝
永
五
年
刊
）
の
な
か
で
、
益
軒
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
。

陰
徳
と
は
、
善
を
行
ひ
て
人
に
し
ら
れ
ん
こ
と
を
求
め
ず
、
只

心
の
内
に
、
ひ
そ
か
に
仁
愛
を
た
も
ち
行
ふ
を
い
ふ
。
古
人
の

曰
、
陰
徳
は
耳
の
な
る
が
如
し
。
我
ひ
と
り
し
り
て
人
し
ら
ず
。

お
よ
そ
人
の
患
ひ
を
う
れ
ひ
、
人
の
よ
ろ
こ
び
を
よ
ろ
こ
び
、

人
を
あ
は
れ
み
め
ぐ
む
に
、
鰥
寡
孤
独
の
た
よ
り
な
き
人
を
先

に
し
、
人
の
飢
ゑ
た
る
を
す
く
ひ
、
こ
ゞ
え
た
る
人
に
衣
を
あ

た
へ
、
つ
か
れ
た
る
を
た
す
け
、
病
者
を
す
く
ひ
、
道
橋
を
修

理
し
、
人
に
害
あ
る
を
の
ぞ
き
、
人
に
利
益
あ
る
こ
と
を
な
し
、

（
中
略
）�

皆
是
陰
徳
な
り
。
凡
陰
徳
は
、
人
し
ら
ざ
れ
ど
も
、
天

道
に
か
な
ふ
。
故
に
後
は
必
わ
が
身
の
さ
い
は
ひ
と
な
り
、
子

孫
の
繁
栄
を
得
る
道
理
あ
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
さ
い
は
ひ
を

求
む
る
に
、
是
に
ま
さ
る
祈
禱
な
し）

12
（

。（『
大
和
俗
訓
』
巻
三
）

　

八
木
意
知
男
は
こ
の
『
大
和
俗
訓
』
の
一
節
は
、『
太
上
感
応
篇
』

『
陰
隲
録
』『
陰
隲
文
』『
功
過
格
』
の
善
書
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る）

1（
（

。
も
と
も
と
『
太
上
感
応
篇
』
の
よ
う
な
道
教
系

の
善
書
の
特
徴
は
、
天
の
賞
罰
が
、
天
子
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な
為

政
者
の
善
悪
で
は
な
く
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
の
行
為
の
善
悪

と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
個
々
人
の
行
い
の
善
悪
に
応
じ

て
、「
天
道
」
が
禍
福
の
応
報
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る）

14
（

。
そ
の
意
味

で
、「
修
身
治
国
平
天
下
」
の
儒
学
が
前
提
に
す
る
為
政
者
で
は
な

く
、
政
治
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
庶
民
に
も
、
広
く
受
け
容
れ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、
益
軒
の
陰
徳
に
は
、「
仁
愛
」
の
対
象

が
身
内
を
超
え
た
他
人
に
ま
で
及
ぶ
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。「
鰥
寡
孤
独
の
た
よ
り
な
き
人
」・「
飢
ゑ
た
る
」
人
・「
こ
ゞ

え
た
る
人
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
、「
人
の
患
ひ
を
う
れ

ひ
、
人
の
よ
ろ
こ
び
を
よ
ろ
こ
び
、
人
を
あ
は
れ
み
め
ぐ
む
」
と
あ

る
「
人
」
は
、
赤
の
他
人
を
想
定
し
て
い
た
思
わ
れ
る
。
益
軒
が
こ

の
一
節
で
踏
ま
え
て
い
た
『
太
上
感
応
篇
』
に
は
、「
宜
し
く
人
の

凶
を
憫
れ
み
、
人
の
善
を
楽
し
む
べ
し
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
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の
一
節
に
た
い
し
て
、
益
軒
と
同
じ
く
、
木
下
順
庵
門
下
の
南
部
草

寿
は
次
の
よ
う
な
注
釈
を
つ
け
て
い
た
。

人
は
、
他
人
な
り
。
凶
と
ハ
、
凶
悪
と
て
禍
に
罹
、
害
に
あ
ふ

を
云
へ
り
。
其
凶
悪
に
か
ゝ
る
を
見
て
は
、
根
本
同
根
の
人
間

な
れ
ば
、
随
分
是
を
憫
恵
ハ
仁
人
君
子
の
心
な
り
。（
中
略
）
人

の
善
を
楽
と
は
、
も
と
仁
人
君
子
ハ
自
他
の
隔
な
く
、
他
人
の

身
ハ
則
我
身
と
思
ふ
故
に
、
他
人
の
仕
合
よ
き
を
見
て
ハ
其
人

と
共
に
楽
し
ミ
て
、
か
り
に
も
そ
ね
ミ
ね
た
む
事
な
か
れ
と
な

り）
15
（

。（
南
部
草
寿
『
太
上
感
応
篇
俗
解
』
巻
上
、
延
宝
八
年
刊
）

　

益
軒
に
か
ぎ
ら
ず
、「
病
者
を
す
く
ひ
、
道
橋
を
修
理
」
し
た
り

す
る
陰
徳
は
、
父
子
・
兄
弟
な
ど
の
身
内
は
も
と
よ
り
、「
他
人
」

へ
の
共
感
と
救
済
を
も
含
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
益
軒
の

面
白
さ
は
、
こ
う
し
た
人
知
れ
ず
、
他
人
を
も
救
済
す
る
「
陰
徳
」

を
積
む
こ
と
が
、「
楽
」
だ
と
説
い
た
点
に
あ
っ
た
。

凡
心
に
仁
を
た
も
ち
、
身
に
善
を
行
ふ
事
真
実
に
し
て
、
人
の

し
ら
ん
事
を
求
め
ず
、
善
を
行
ひ
し
む
く
ひ
の
さ
ひ
は
ひ
あ
ら

ん
事
を
ね
が
は
ざ
る
、
こ
れ
陰
徳
な
り
。
陰
徳
を
行
ふ
こ
と
、

か
く
の
如
く
に
し
て
久
け
れ
ば
、
善
つ
も
る
事
き
は
ま
り
な
し
。

豈
た
の
し
か
ら
ざ
ら
ん
や）

1（
（

。（『
初
学
訓
』
巻
五
、
享
保
三
年
刊
）

　

日
本
の
社
会
福
祉
思
想
史
を
論
じ
た
吉
田
久
一
が
、
益
軒
の
仁

愛
論
に
「
陰
徳
陽
報
」
論
が
著
し
く
現
れ
て
い
る
こ
と
、「
陰
徳

は
、
富
貴
な
る
人
の
み
行
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
貧
賤
の
人
と
い
へ
ど

も
、
其
志
あ
れ
ば
、
行
は
れ
ず
と
云
事
な
し）

17
（

」（『
五
常
訓
』
巻
三
）
と

あ
る
よ
う
に
、
陰
徳
が
貧
富
に
関
わ
り
な
く
、
誰
で
も
行
い
う
る
こ

と
、
さ
ら
に
鰥
寡
孤
独
、
疾
病
者
、
身
体
障
害
者
な
ど
の
弱
者
救
済

を
、
天
が
喜
ぶ
「
楽
し
み
」
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
、

正
鵠
を
射
て
い
た）

1（
（

。

　

益
軒
と
と
も
に
、
江
戸
期
の
陰
徳
観
念
の
発
展
史
に
お
い
て
画
期

を
な
し
て
い
る
の
は
、「
陰
徳
」
と
同
義
の
「
陰
隲
」
を
表
題
に
し

た
、
明
末
の
袁
了
凡
『
陰
隲
録
』
の
和
訳
刊
行
で
あ
る
。『
陰
隲
録
』

は
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
雲
棲
袾
宏
『
自
知
録
』
と
一
緒
に

合
刻
さ
れ
て
い
た
が
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
「
無
名
老
人
」

に
よ
っ
て
和
訳
刊
行
さ
れ
る
こ
と
で
普
及
し
た）

1（
（

。『
陰
隲
録
』
の
特

色
は
、
陰
徳
に
よ
っ
て
自
分
の
運
命
を
作
り
か
え
る
こ
と
を
、
自
ら

の
科
挙
合
格
と
立
身
出
世
の
成
功
体
験
を
も
と
に
力
強
く
提
示
し
た

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
袁
了
凡
に
よ
れ
ば
、
陰
徳
は
「
天
の
上
帝
」
が

見
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
和
訳
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

道
徳
の
身
は
人
間
な
が
ら
も
、
必
ず
能
く
天
心
に
通
徹
す
る
者

な
り
。
貴
殿
其
再
生
の
身
を
以
て
、
徳
性
を
推
し
広
め
、
善
事

を
務
め
行
ひ
、
多
く
陰
徳
の
数
を
積
ま
ば
、
天
の
上
帝
よ
り
再

生
の
道
徳
の
貴
殿
へ
、
是
ま
で
薄
相
の
貴
殿
の
、
天
命
を
取
て

捨
て
、
新
た
に
厚
徳
の
相
を
与
へ
給
ふ
べ
き
な
り）

20
（

。（『
和
語
陰

隲
録
』
一
二
ウ
）

　

多
く
の
「
陰
徳
の
数
」
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
天
の
上
帝
」
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105　平田篤胤における「陰徳」観念

が
、
定
ま
っ
て
い
た
「
天
命
」
を
作
り
変
え
「
再
生
」
さ
せ
、
幸
福

を
「
与
へ
給
ふ
」
の
で
あ
る
。�

凡
て
善
事
を
為
す
に
、
我
の
み
知
て
人
に
知
ら
せ
ぬ
や
う
に
す

る
を
、
陰
徳
と
い
ふ
也
。
故
に
陰
徳
は
、
如
耳
鳴
と
も
云
な
り
。

耳
の
鳴
は
我
は
か
し
ま
し
き
ほ
ど
な
れ
ど
も
、
他
人
は
一
向
に

聞
か
ざ
る
が
如
く
な
り
。
又
人
の
知
る
に
も
知
ら
ざ
る
に
も
か

ま
は
ず
、
但
善
事
と
さ
へ
い
へ
ば
、
勇
み
進
ん
で
務
て
怠
り
無

く
、
善
根
に
心
を
用
る
を
積
徳
と
云
と
心
得
べ
き
也
。
陰
徳
に

も
せ
よ
、
積
徳
に
も
せ
よ
、
其
時
々
の
事
に
ふ
れ
、
縁
に
ふ
れ

名
聞
を
は
な
れ
、
実
義
に
務
行
ふ
時
は
、
諸
の
災
難
を
滅
し
て
、

諸
の
幸
福
の
来
る
事
、
是
よ
り
早
道
な
る
事
は
無
し
。（『
和
語

陰
隲
録
』
四
六
ウ
）

　
『
陰
隲
録
』
の
特
色
は
、
こ
う
し
た
「
人
に
知
ら
せ
ぬ
」
陰
徳
善

行
と
悪
行
を
功
過
格
で
項
目
化
・
数
値
化
し
て
、
個
々
人
が
毎
日
、

自
己
点
検
す
る
こ
と
を
勧
め
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
客
観
的
な
陰
徳

積
善
に
よ
っ
て
、「
諸
の
災
難
を
滅
し
て
、
諸
の
幸
福
の
来
る
事
」

が
で
き
る
。
誰
も
見
て
い
な
く
と
も
、「
天
の
上
帝
」
が
見
て
い
て
、

必
ず
「
幸
福
」
を
与
え
る
。
こ
の
『
陰
隲
録
』
の
呼
び
か
け
に
応
え

た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
平
田
篤
胤
だ
っ
た
。
篤
胤
は
、『
玉
襷
』（
文

化
一
〇
年
頃
成
）
の
な
か
で
、『
陰
隲
録
』
を
肯
定
的
に
言
及
し
て
い

た
。

か
の
陰
隲
録
と
い
ふ
物
に
も
、
頭
を
挙
る
こ
と
三
尺
に
し
て
神

明
あ
り
。
と
言
る
は
、
誠
に
然
る
言
に
て
、
善
き
に
つ
け
悪
き

に
つ
け
て
、
幽
冥
よ
り
見
行
は
す
は
、
何
に
畏
き
事
な
ら
ず
や
。

然
る
と
は
知
ら
ず
、
影
く
ら
き
悪
事
を
為
す
は
、
何
に
愚
な
る

事
な
ら
ず
や
。
其
は
世
に
あ
る
人
を
欺
き
得
る
と
も
、
永
く
幽

冥
よ
り
神
の
憎
み
を
受
て
、
遂
に
そ
の
御
罰
を
蒙
ら
ず
と
云
こ

と
無
し）

21
（

。（『
玉
襷
』
巻
四
）

　

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
篤
胤
が
引
照

し
て
い
る
、「
頭
を
挙
ぐ
る
三
尺
、
決
し
て
神
明
あ
り
」（『
陰
隲
録
』

「
謙
虚
中
る
に
利
あ
り
」）
と
い
う
一
句
と
同
趣
旨
の
言
葉
が
、『
本
教
外

篇
』
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、『
本
教
外
篇
』
が

下
敷
き
に
し
て
い
た
『
畸
人
十
篇
』
の
当
該
箇
所
に
は
見
え
な
い
、

篤
胤
が
自
分
の
言
葉
で
考
え
を
述
べ
て
い
た
箇
所
で
あ
る
。

我
が
神
道
に
於
て
は
然
ら
ず
。
現
に
見
え
こ
そ
し
た
ま
は
ね
、

神
明
常
に
頭

か
し
ら

上
の
ほ
と
りに

在ま
し

て
、
我
が
行
ふ
事
々
、
我
が
言
ふ
言
々
、

我
が
思
ふ
心
々
を
、
照
に
覧
ま
し
、
聴
に
聞
ま
し
、
察
に
知
り

給
ふ
事
を
弁
へ
て
、
上
に
い
ふ
如
く
慎
み
進
み
勤
め
て
、
祓
戸

神
に
祈
り
、（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、
三
二
頁
）

　

人
間
の
言
行
と
心
を
、「
神
明
常
に
頭
上
に
在
て
」、
幽
冥
よ
り
照

覧
し
て
い
る
神
と
い
う
観
念
こ
そ
が
、
仏
教
と
儒
学
に
対
比
し
て
、

「
我
が
神
道
」
の
優
越
性
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
一

体
、
陰
徳
は
、『
本
教
外
篇
』
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
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教
の
影
響
を
受
け
て
、
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（　
『
本
教
外
篇
』
の
「
陰
徳
」

　
『
本
教
外
篇
』
は
、『
呵
妄
書
』（
享
和
三
年
成
）、『
鬼
神
新
論
』（
文

化
二
年
成
）
後
の
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
書
か
れ
た
。
篤
胤
が
古

道
の
講
説
を
始
め
た
の
が
文
化
六
年
、
主
著
『
霊
の
真
柱
』
が
成
っ

た
の
は
文
化
九
年
で
あ
る
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
本
教
外

篇
』
が
篤
胤
学
に
と
っ
て
問
題
の
書
だ
と
い
う
理
由
は
、
中
国
で
刊

行
さ
れ
た
天
主
教
書
を
下
敷
き
に
し
て
著
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
村

岡
典
嗣
の
衝
撃
的
な
論
考
以
後
、
研
究
が
進
み
、
ア
レ
ニ
（
艾
儒
略
）

『
三
山
論
学
紀
』、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
利
瑪
竇
）『
畸
人
十
篇
』、
パ

ン
ト
ー
ハ
（
龐
迪
我
）『
七
克
』（
万
歴
四
二
年
・
一
六
一
四
）
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
内
容
的
に
も
創
造
主
宰
神
観
、

幽
冥
観
、
善
悪
応
報
観
（
神
に
よ
る
死
後
の
審
判
）
の
諸
点
に
つ
い
て
、

そ
の
影
響
関
係
が
議
論
さ
れ
て
き
た）

22
（

。
た
だ
、
現
世
の
生
き
方
（
道

徳
観
）
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
議
論
に
な
っ
て
こ
な
か
っ
た）

2（
（

。
ま
し

て
や
、
陰
徳
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
神
は
す
べ
て
其
功
を
隠

に
為
た
ま
ふ
。
然
れ
ば
人
も
陰
徳
に
行
ふ
べ
し
。
こ
れ
神
習
ふ
な

り
」（『
本
教
外
篇
』
巻
下
、
前
出
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
神
習
」
と
い
う

篤
胤
学
固
有
語
と
の
関
連
で
、「
陰
徳
」
は
『
本
教
外
篇
』
の
テ
ー

ゼ
の
一
つ
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
も
注
目
す
べ

き
は
、
こ
の
二
つ
の
キ
ー
タ
ー
ム
は
、
篤
胤
が
依
拠
し
た
『
畸
人
十

篇
』『
七
克
』
に
は
見
え
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
本
教
外
篇
』
の
「
陰
徳
」
に
つ
い
て
、
天
主
教
書
の
当

該
箇
所
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
次
の
⑴
と
⑵
の
資
料

は
、
陰
徳
が
、
篤
胤
の
付
加
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

箇
所
で
あ
る
。
下
線
部
は
、
い
ず
れ
か
一
方
に
あ
る
箇
所
を
示
し
て

い
る
。

　

⑴�

老
已
に
至
れ
ば
、
少
年
の
失
時
を
補
ふ
こ
と
を
得
ず
。
然
れ
ば

時
日
は
徒
に
費
す
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ど
時
々
は
、
人
の
為
に
閑

を
つ
い（

ひ
）や

す
こ
と
あ
り
。
そ
も
陰
徳
な
れ
ば
よ
し
。
夫
れ
物
の

吾
が
有た

も
ちと

為
り
て
用
に
便
な
る
者
は
、
吾
が
齢
に
及
く
は
な
し
。

（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、
一
八
頁
）

老
已
至
、
人
不
得
補
少
年
之
失
時
也
、
故
無
時
可
以
徒
費
焉
、

夫
物
之
為
我
有
、
而
便
于
用
者
、
無
如
吾
之
年）

24
（

、（『
畸
人
十
篇
』

巻
上
、
第
一
篇
）

　

⑵�

天
帝
の
為
め
に
善
を
為
す
。
是
は
則
ち
天
帝
と
与
に
す
る
な
り
。

善
を
行
ふ
に
、
右
手
の
為
す
所
、
左
手
に
知
ら
し
む
こ
と
勿
れ
。

是
れ
真
の
陰
徳
な
り
。（『
本
教
外
篇
』
巻
下
、
五
〇
頁
）

惟
為
天
主
為
善
、
是
則
与
天
主
也
、
故
天
主
受
之
、
以
定
其
報
、

若
行
善
図
名
、
心
本
為
世
得
世
名
、
報
施
称
矣
、
於
天
主
曷
與

乎
、
忽
至
死
時
、
何
所
持
以
易
報
于
天
、
而
免
永
刑
于
地
獄
邪
、
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107　平田篤胤における「陰徳」観念

聖
経
曰
。
爾
賑
窮
之
時
、
右
手
所
為
、
勿
使
左
手
、
秘
密
而
行
、

爾
父
則
報
爾
、（『
七
克
』
巻
一
）

　

⑵
の
「
右
手
所
為
、
勿
使
左
手
」
だ
け
を
残
し
て
、「
是
れ
真
の

陰
徳
な
り
」
と
評
価
し
た
『
七
克
』
の
「
聖
経
」
＝
聖
書
の
言
葉
は
、

『
新
約
聖
書
』
マ
タ
イ
伝
第
六
章
第
三
・
四
節
で
あ
る
。
新
共
同
訳

で
示
す
と
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。

施
し
を
す
る
と
き
は
、
右
の
手
の
す
る
こ
と
を
左
の
手
に
知
ら

せ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
施
し
を
人
目
に
つ
か
せ
な
い
た

め
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
隠
れ
た
こ
と
を
見
て
お
ら
れ
る
父

が
、
あ
な
た
に
報
い
て
く
だ
さ
る
。

　

篤
胤
は
、
ひ
そ
か
に
善
行
を
行
う
こ
と
だ
け
を
残
し
て
、
そ
の
内

容
、
す
な
わ
ち
「
賑
窮
」
＝「
施
し
」
を
削
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
篤
胤
が
天
主
教
書
か
ら
採
用
し
た
の
は
、
誰
か
に

褒
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
偽
善
で
は
な
く
、
ひ
そ
か
に
行
う
陰
徳
の
形

式
だ
け
で
、
そ
の
内
容
た
る
救
済
は
注
意
深
く
削
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
す
る
た
め
に
、
陰
徳
と
同

義
語
で
あ
る
「
陰
隲
」
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
こ
の
「
陰
隲
」

と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
天
主
教
書
の
な
か
に
使
わ
れ
て
い
た
。

　

⑶�

人
の
死
期
に
至
り
て
、
幽
世
大
神
の
、
ま
さ
に
吾
が
一
生
の
善

か
ら
ぬ
行
を
判（

こ
と
わ
）断

り
玉
は
ん
と
す
る
期
な
り
。
三
人
の
友
の
中

に
、
一
は
財
宝
な
り
。
二
に
は
親

（
う
か
ら
や
か
ら
）

戚
な
り
。
三
は
徳
行
な
り
。

財
宝
は
た
ゞ
吾
に
葬
服
と
棺
槨
と
を
与
ふ
る
の
み
。
親
戚
朋
友

は
た
ゞ
吾
を
墓
所
に
送
る
の
み
に
て
内
る
こ
と
能
は
ず
。
た
ゞ

徳
行
陰
隲
は
、
人
常
に
甚
だ
こ
れ
を
重
み
せ
ざ
れ
ど
も
、
却
て

よ
く
身
後
の
急
を
保
ん
じ
、
吾
を
救
ひ
、
火
も
焼
こ
と
能
は
ず
、

水
も
漂
は
す
こ
と
を
得
ず
、
盗
人
も
負
て
趨
る
こ
と
を
得
ず
。

（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、
二
五
頁
）

人
至
死
候
、
上
帝
将
審
判
我
一
生
不
善
行
也
。
其
三
友
者
、
一

財
貨
、
一
親
戚
、
一
徳
行
矣
、
夫
財
貨
屋
室
田
産
、
自
不
能
運

動
、
惟
与
我
葬
服
及
棺
槨
耳
、
夫
親
戚
朋
友
、
惟
送
我
山
間
及

墳
墓
之
外
、
自
不
能
入
矣
、
第
徳
行
陰
隲
、
人
雖
不
甚
重
之
、

却
能
保
身
後
急
、
且
以
我
捄
也
、
以
是
可
見
死
後
之
念
、
導
人

以
明
世
物
之
虚
実
矣
、（『
畸
人
十
篇
』
巻
上
、
第
四
篇
）

　

⑷�

是
故
に
成
人
の
道
は
、
労
苦
を
習
ひ
歓
ぶ
こ
と
、
俗
人
の
安
楽

を
求
め
喜
ぶ
よ
り
も
甚
し
く
、
身
を
卑
し
め
て
憂
苦
を
常
と
し
、

淡
を
食
ひ
麤
を
著
し
、
身
心
を
煩
し
、
道
を
談
じ
徳
を
勧
め
、

博
く
陰
隲
を
修
め
、
邪
教
謬
言
を
闢
き
、
本
教
の
正
伝
を
証
し
、

万
の
計
謀
義
の
為
の
故
に
、
生
死
楽
に
違
ひ
苦
に
就
き
て
、
一

日
も
志
を
払
ふ
の
事
に
逢
は
ざ
れ
ば
、
自
ら
省
察
し
罪
を
神
明

に
得
て
、
棄
ら
れ
む
こ
と
を
恐
れ
、
も
し
此
を
も
て
衆
人
に
怪

み
笑
は
る
れ
ば
、
益
々
此
道
の
尊
き
を
知
る
。（『
本
教
外
篇
』
巻

上
、
四
〇
頁
）

是
故
吾
教
中
聖
賢
、
習
求
労
困
、
甚
乎
俗
人
于
冒
安
楽
也
、
或

辞
後
王
君
公
尊
位
重
禄
、
而
終
身
順
聴
師
命
、
躬
行
賤
役
、
自

日本思想史学54-論文 前田勉氏【再校】　　［出力］ 2022年9月28日　午後1時41分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学54〈2022〉　108

苦
筋
骨
、
受
凌
辱
以
扶
難
拯
迷
者
、
或
豊
家
盛
財
、
久
習
安

楽
、
旨
殽
衣
美
、
而
尽
施
於
窮
乏
、
身
行
乞
於
衢
市
、
食
淡
服

蠱
、
睡
臥
堅
勁
床
地
、
克
責
体
膚
、
或
在
郷
文
業
已
成
、
足
自

聞
達
、
而
離
父
母
国
、
骨
肉
親
、
客
流
遠
方
、
煩
劇
身
心
、
鏟

滅
名
跡
、
以
談
道
勧
徳
、
博
修
陰
隲
、
或
睿
穎
足
逢
世
、
而
棄

俗
業
、
特
以
辟
邪
教
謬
言
、
証
天
主
正
伝
、
甘
心
服
殃
、
置
命

刑
下
也
、
嘗
有
聊
歇
息
、
非
謀
歇
息
、
惟
以
耐
以
勉
以
久
受
労

苦
、
皆
万
計
謀
為
義
之
故
、
生
死
違
楽
就
苦
耳
。（『
畸
人
十
篇
』

下
、
第
八
篇
）

　

⑷
で
、
篤
胤
は
、『
畸
人
十
篇
』
に
あ
る
「
後
王
・
君
公
の
尊
位

重
禄
を
辞
し
て
、
終
身
、
師
命
に
順
ひ
聴
き
、
賤
役
を
躬
行
し
、
自

ら
筋
骨
を
苦
し
め
、
凌
辱
を
受
け
以
て
難
を
扶
け
迷
者
を
拯
ふ
」
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
慈
善
の
行
為
を
削
除
し
て
、「
陰
隲
」
を
説

い
て
い
る
。「
幽
世
大
神
」
は
、
人
に
隠
れ
て
行
う
「
陰
隲
」
を
見

て
い
て
、
死
後
に
審
判
す
る
と
い
う
点
は
、
天
主
教
書
を
継
承
し
て

い
る
が
、「
徳
行
陰
隲
」
の
内
容
は
、「
陰
徳
」
と
同
様
に
、
貧
し
き

者
、
苦
し
ん
で
い
る
者
を
救
う
と
い
う
天
主
教
書
の
教
え
の
中
心
だ

っ
た
慈
善
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
功
徳
の
意
味
に
転
換
さ
せ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

　

た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
篤
胤
は
、
天
主
教
書
を
下
敷
き
に
し
て
、

功
徳
を
積
む
「
積
善
」
は
、
苦
し
み
の
こ
の
世
の
な
か
に
あ
っ
て
、

心
魂
は
楽
だ
と
説
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

⑸�

本こ
の

世
は
苦
世
也
。
楽
を
索
む
る
の
世
に
非
ず
。
天
神
我
を
此
に

寘
き
て
促
々
焉
た
り
。
其
道
を
修
せ
ん
と
務
む
る
に
暇
あ
ら
ず
。

豈
楽
を
索
む
る
の
暇
あ
ら
ん
や
。
徳
行
の
楽
は
心
魂
の
本
楽
な

り
。
此
楽
は
神
明
に
侔
し
。
飲
食
の
娯
は
身
体
の
竊
偸
な
り
。

此
娯
は
禽
獣
に
同
じ
。
慎
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。
積
善
の
楽
は
身

心
に
大
利
あ
り
。（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、
三
〇
頁
）

本
世
者
苦
世
也
、
非
索
世
之
世
矣
、
天
主
寘
我
于
是
促
促
焉
、

務
修
其
道
之
不
暇
、
非
以
奉
祝
此
肌
膚
也
、
然
吾
無
能
竟
辞
諸

楽
也
、
無
清
楽
、
必
求
淫
者
、
無
正
楽
、
必
尋
邪
者
、
得
彼
則

失
此
、
君
子
自
習
其
心
、
快
以
道
徳
之
事
、
不
令
含
憂
困
、
而

望
乎
外
、
又
時
簡
略
体
膚
之
楽
、
恐
其
透
于
心
、
而
侵
奪
其
本

楽
焉
、
夫
徳
行
之
楽
、
乃
霊
魂
之
本
楽
也
、
吾
以
茲
与
天
神
侔

矣
、
飲
食
之
娯
、
乃
身
之
竊
偸
也
、
吾
以
茲
与
禽
獣
同
矣
、
吾

益
増
徳
行
之
娯
於
心
、
益
近
至
天
神
矣
、
益
減
飲
食
之
楽
于

身
、
益
逖
離
禽
獣
矣
、
吁
可
不
慎
哉
、
仁
義
令
人
心
明
、
五
味

令
人
腐
腸
、
積
善
之
楽
甚
、
即
有
大
利
乎
心
、
而
于
身
無
害
也
、

（『
畸
人
十
篇
』
巻
上
、
第
六
篇
）

　
「
徳
行
の
楽
は
心
魂
の
本
楽
な
り
」
と
い
う
一
句
は
、
先
に
見
た
、

陰
徳
は
楽
だ
と
い
う
益
軒
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
死
後
の
冥
界
を
認
め
て
い
る
点
は
、
一
回
限
り
の
こ
の
世
を
楽

し
ん
で
生
き
よ
と
説
い
た
益
軒）

25
（

と
は
正
反
対
で
あ
る
が
、
陰
徳
積
善

を
楽
し
み
だ
と
受
け
止
め
た
と
こ
ろ
に
、
天
主
教
書
の
影
響
を
受
け
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109　平田篤胤における「陰徳」観念

た
篤
胤
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

4　
『
本
教
外
篇
』
の
「
神
習
」

　
『
本
教
外
篇
』
に
お
い
て
、
陰
徳
の
「
功
徳
」
を
積
む
「
積
善
」

は
「
神
習
」
に
関
わ
っ
て
い
た
。「
神
習
」
は
、
天
主
教
書
に
は
な

い
、
篤
胤
が
付
加
し
た
言
葉
で
あ
る
。

此
の
五
つ
〔
仁
・
智
・
敬
・
義
・
勇
│
筆
者
注
〕
を
全
く
修
し
て
、

功
徳
を
天
下
に
立
る
ぞ
人
の
道
に
て
、
神
習
ふ
に
は
有
け
る
。

（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、
三
頁
）

　

こ
の
「
功
徳
を
天
下
に
立
て
る
」「
神
習
」
に
つ
い
て
も
、
天
主

教
書
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

⑴�

善
の
盛
な
る
に
至
て
、
始
め
て
神
習
の
域
に
入
る
べ
し
。（『
本

教
外
篇
』
巻
上
、
三
二
頁
）

至
善
盛
、
乃
可
入
聖
人
域
也
、（『
畸
人
十
篇
』
巻
下
、
第
七
篇
）

　

天
主
教
書
の
「
聖
人
」
が
、
篤
胤
に
と
っ
て
の
「
神
習
」
で
あ
っ

た
。
換
言
す
れ
ば
、「
神
習
」
は
「
天
神
」
へ
の
信
仰
の
理
想
の
姿

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

⑵�

天
（
皇
）
祖
神
は
人
の
心
顕
世
に
の
み
在
て
、
是
を
も
て
（
真
）

郷
と
為
し
、
た
だ
今
世
の
卑
事
に
泥
み
て
、
幽
世
の
吾
が
本
世

な
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
を
憫
み
悲
み
玉
ふ
。
故
に
荼
毒
を
此
世

に
置
て
、
幽
世
を
惺
望
し
、
神
習
は
し
め
ん
と
て
な
り
。（『
本

教
外
篇
』
巻
上
、
二
〇
頁
）

天
主
所
悲
憫
于
人
者
、
以
人
之
心
全
在
于
地
、
以
是
為
郷
、
惟

泥
于
今
世
卑
事
、
而
不
知
惺
望
天
原
郷
、
及
身
後
高
上
事
、
是

以
増
置
荼
毒
於
此
世
界
、
欲
拯
抜
之
焉
、（『
畸
人
十
篇
』
巻
上
、

第
二
篇
）

　
「
天
主
」
が
人
間
を
「
拯
抜
」
＝
救
済
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
箇

所
を
、「
神
習
は
し
め
ん
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
で
、「
神
習
」
う
人

間
の
主
体
性
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

⑶�

我
人
と
も
に
神
明
の
農み

た

夫か
ら

な
れ
ば
、
よ
く
此
道
の
田
を
治は

り
て
、

神
教
に
功
を
立
ざ
ら
ん
は
、
未
だ
よ
く
神
習
ふ
人
と
せ
ず
。
豈

た
ゞ
現
在
の
家
業
を
い
と
な
み
、
非
礼
を
為
ざ
る
を
も
て
神
習

ふ
と
せ
む
や
。
凡
て
本
教
の
旨
は
、
人
の
罪
悪
を
論
ず
る
に
、

不
善
行
の
罪
た
る
こ
と
は
、
更
に
も
言
は
ず
。
善
行
の
乏
し
き

を
不
善
行
と
し
て
、
俱
に
悔
い
俱
に
改
む
べ
し
。
蓋
善
を
為
こ

と
は
吾
が
力
に
成
べ
き
こ
と
に
て
、
吾
が
分
に
成
ざ
る
事
は
な

し
。
斯
の
如
く
己
を
審
に
す
れ
ば
、
道
に
進
む
こ
と
無
疆
な
り
。

（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、
三
二
頁
）

総
総
生
霊
皆
農
夫
、
皆
僕
役
、
為
天
主
所
傭
、
以
治
此
道
之

田
、
以
寅
亮
上
帝
工
也
、
必
欲
収
投
而
献
諸
主
庾
、
必
欲
行
其

役
而
充
本
職
也
、
豈
啻
望
不
為
非
礼
耶
、
今
也
、
全
徳
之
君

子
、
罕
見
、
則
非
但
無
過
、
能
寡
過
、
即
目
為
賢
為
聖
焉
、
世

衰
故
耳
、
吾
天
主
大
教
、
論
人
罪
悪
、
凡
有
二
端
、
一
因
不
善
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之
有
、
一
因
善
之
乏
、
俱
可
悔
也
、
俱
可
改
也
、
呉
子
（
呉
大

参
）
曰
、
説
愈
微
、
愈
美
矣
、
凡
夫
孰
知
無
為
于
善
、
有
為
于

悪
、
両
者
等
乎
、
蓋
凡
善
吾
力
所
能
行
、
無
非
吾
分
所
当
為
矣
、

若
此
審
己
也
、
進
道
無
疆
矣
、（『
畸
人
十
篇
』
巻
下
、
第
七
篇
）

　

こ
こ
で
は
、「
神
習
ふ
人
」
は
、「
非
礼
を
為
ざ
る
」
こ
と
を
望
む

の
で
は
な
く
、「
不
善
行
」
の
み
な
ら
ず
、「
善
行
の
乏
し
い
」
こ

と
も
「
不
善
行
」
だ
と
さ
れ
、
能
動
的
積
極
的
に
「
善
行
」
を
積

む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
畸
人
十
篇
』
に
お

け
る
「
賢
」「
聖
」
な
る
信
仰
者
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
「
神
習
」
は
、
困
難
や
過
ち
を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
困
難
を
乗

り
越
え
て
、
善
事
を
行
う
強
い
意
志
を
も
つ
生
き
方
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
、「
先
今
日
加
様
に
無
事
無
難
で
、
ひ
も
じ
い
め
寒
い
目
も
せ

ず
、
雨
露
に
も
濡
ず
、
安
楽
に
今
日
を
助
て
居
り
さ
へ
す
れ
ば
、
こ

の
外
に
な
ん
に
も
願
ひ
望
は
入
そ
う
も
な
い
も
の
、
此
外
を
願
ふ
の

は
皆
人
欲
、
な
ん
ぼ
宮
殿
楼
閣
に
住
ん
で
居
て
も
、
足
る
こ
と
を
知

ら
ず）

2（
（

」（
中
沢
道
二
『
道
二
先
生
御
高
札
道
話
』、
寛
政
五
年
跋
）
と
あ
る
よ

う
な
、
困
難
や
災
い
を
回
避
し
、
ひ
た
す
ら
「
無
事
無
難
」
を
求
め

る
現
状
肯
定
の
「
知
足
安
分
」
道
徳
と
は
正
反
対
の
陰
徳
善
行
の
積

極
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
篤
胤
は
『
畸
人
十
篇
』
に
は

な
い
言
葉
で
強
調
し
て
い
た
。

人
も
過
な
き
こ
と
能
は
ず
。
人
の
世
に
あ
る
。
過
無
を
も
て

徳
と
せ
ず
。
善
に
進
む
を
も
て
徳
と
な
す
。（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、

三
二
頁
）

　

以
上
、「
陰
徳
」（「
陰
隲
」）
と
「
神
習
」
の
二
つ
の
言
葉
の
検
討

か
ら
言
え
る
こ
と
は
、『
本
教
外
篇
』
で
は
、
天
主
教
書
に
は
な

い
「
陰
徳
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
袁
了
凡
の

『
陰
隲
録
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
篤
胤
以
前
か
ら
存
在
し
た
、「
天

の
上
帝
」（
神
）
が
ひ
と
り
ひ
と
り
の
善
悪
の
行
動
を
照
覧
し
て
い

る
と
い
う
陰
徳
観
念
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、「
鰥
寡

孤
独
の
、
た
よ
り
な
き
人
を
先
に
し
、
人
の
飢
ゑ
た
る
を
す
く
ひ
、

こ
ゞ
え
た
る
人
に
衣
を
あ
た
へ
、
つ
か
れ
た
る
を
た
す
け
、
病
者

を
す
く
」（
前
出
『
大
和
俗
訓
』）、
あ
る
い
は
「
人
の
身
の
苦
み
よ
り

は
、
心
の
苦
し
み
を
救
ふ
事
、
人
の
知
ら
ぬ
大
善
な
り
。
辺
す
辺
す

も
人
の
心
苦
は
助
救
べ
き
事
な
り
」（『
和
語
陰
隲
録
』
五
五
オ
）
と
あ

る
よ
う
な
、
貧
し
き
者
や
苦
し
む
者
を
救
済
す
る
と
い
う
、
篤
胤
以

前
に
あ
っ
た
陰
徳
の
「
他
人
」
救
済
の
行
為
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

慈
愛
と
は
結
び
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、『
本
教
外

篇
』
の
篤
胤
は
、
村
岡
の
い
う
「
普
遍
教
的
博
愛
の
教
」
を
受
容
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
村
岡
の
い
う
神
道
を

「
道
徳
教
的
に
発
展
さ
せ
た
」
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
本

教
外
篇
』
な
「
神
習
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、『
陰
隲
録
』
の
困

難
・
苦
境
の
な
か
で
も
強
い
意
志
を
も
っ
て
陰
徳
善
行
を
積
み
、
運

命
を
変
え
る
発
想
を
よ
り
強
化
し
た
と
指
摘
で
き
る
。
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111　平田篤胤における「陰徳」観念

5　

平
田
学
派
の
「
陰
徳
」「
神
習
」

　

で
は
、『
本
教
外
篇
』
は
、
そ
れ
以
後
の
『
霊
の
真
柱
』
や
『
古

史
伝
』
と
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
陰

徳
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
陰
徳
」
と
い
う
言
葉
は
『
霊
の
真
柱
』
や

『
玉
襷
』
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
幽
界
と
顕
界
と
は
隔
た
っ
て

い
る
が
、
幽
冥
の
神
は
、
常
に
人
々
を
見
て
い
る
と
い
う
「
陰
徳
」

を
支
え
て
い
た
『
本
教
外
篇
』
の
幽
顕
観
は
、『
霊
の
真
柱
』『
古
史

伝
』
に
連
続
し
て
い
た
。
そ
の
例
証
と
し
て
篤
胤
が
、
暗
い
方
（
幽

冥
）
か
ら
明
る
い
方
（
顕
明
）
は
見
え
る
が
、
明
る
い
方
か
ら
暗
い

方
は
見
え
な
い
と
い
う
「
白
き
と
黒
き
と
の
紙
」
の
譬
え
を
使
っ
て

い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
冥
府
よ
り
は
、
人
の
し
わ
ざ
の
よ
く
見
ゆ
め
る
を
、

此
は
、
古
今
の
事
実
の
上
に
て
、
明
に
し
か
知
ら
る
ゝ
こ

と
な
れ
ば
、
今
例
を
挙
て
い
は
ず
と
も
誰
も
知
ら
な
む
。

顕
世
よ
り
は
、
そ
の

幽
冥
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
そ
を
譬
へ
ば
、
燈
火
の
籠
を
、

白
き
と
黒
き
と
の
紙
も
て
、
中
間
よ
り
は
り
分
ち
、
そ
を
一
間

に
あ
き
た
ら
む
が
如
く
、
そ
の
闇
方
よ
り
は
、
明
方
の
よ
く
見

ゆ
れ
ど
、
明
方
よ
り
は
、
闇
方
の
見
え
ぬ
を
以
て
、
此
差
別
を

暁
り
、
は
た
幽
冥
の
、
畏
き
こ
と
を
も
暁
ね
か
し）

27
（

。（『
霊
の
真

柱
』
巻
下
）

　
『
玉
襷
』
で
も
、「
幽
冥
世
（
カ
ク
リ
ヨ
）
と
顕
明
世
（
ウ
ツ
シ

ヨ
）
の
差
別
は
、
真
柱
に
記
せ
る
如
く
、
相
混
じ
て
共
に
一
間
の
如

き
界
（
サ
カ
ヒ
）
な
れ
ば
、
其
闇
き
方
よ
り
は
、
明
き
方
は
能
く
見

ゆ
れ
ど
、
明
き
方
よ
り
闇
き
方
は
見
え
ざ
る
如
く
、
幽
冥
よ
り
顕
明

は
見
徹
し
な
り）

2（
（

」（『
玉
襷
』
巻
四
）
と
、
幽
界
と
顕
界
の
「
差
別
」
を

論
じ
て
い
る
が
、『
霊
の
真
柱
』
に
は
な
か
っ
た
、
道
教
の
理
論
書

『
抱
朴
子
』
の
次
の
一
節
を
論
拠
に
あ
げ
て
い
た
。

人
は
自
ら
神
明
を
聞
見
す
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ど
も
、
神
明
の
己

を
聞
見
す
る
こ
と
の
甚
だ
易
き
こ
と
、
此
何
ぞ
紗
幌
の
外
に
在

り
て
、
軒
房
の
内
を
察
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
、
其
倨
慢
を
肆

に
し
、
人
の
己
を
見
ず
と
謂
ふ
に
異
な
ら
ん
や
。
此
亦
鐘
を
竊

み
て
物
に
棖
れ
、
鏗
然
と
し
て
声
有
り
し
に
、
他
人
の
之
を
聞

か
ん
こ
と
を
悪
み
、
因
よ
り
て
自
ら
其
耳
を
掩
ふ
者
の
類
の
如

し
。（『
抱
朴
子
』
巻
一
四
、
勤
求
）

　

こ
の
「
紗
幌
」
の
譬
え
に
つ
い
て
、『
抱
朴
子
』
の
著
者
、
晋
・

葛
洪
の
伝
記
『
葛
仙
翁
伝
』（
文
政
八
年
成
）
の
な
か
で
篤
胤
は
、『
霊

の
真
柱
』
段
階
で
は
知
ら
ず
、
後
か
ら
知
っ
て
「
能
く
も
似
た
り
」

と
述
べ
て
い
る
。「
此
語
は
し
、
余
が
既
く
、
霊
の
真
柱
に
記
せ
る

言
に
、
能
く
も
似
た
り
。
然
れ
ど
其
の
世
の
虚
名
道
士
ら
、
決
め
て

抱
朴
が
例
の
痴
言
の
常
語
と
や
云
ひ
成
け
む
。
其
は
余
も
ま
た
然
る

虚
名
の
徒
に
、
し
か
言
ひ
成
る
ゝ
を
以
て
、
思
ひ
知
た
り）

2（
（

」（『
葛
仙

翁
伝
』
巻
下
）。

　

神
仙
に
な
る
た
め
の
理
論
と
方
法
を
説
い
た
『
抱
朴
子
』
は
、
道
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教
系
の
善
書
『
太
上
感
応
篇
』
の
も
と
に
な
っ
た
書
物
で
あ
る
。

『
太
上
感
応
篇
』
は
、『
抱
朴
子
』
を
下
敷
き
に
し
て
「
徳
を
積
み
功

を
累
ね
、
物
に
慈
心
あ
り
、
忠
孝
友
悌
、
己
を
正
し
人
を
化
し
、
孤

を
矜
み
寡
を
恤
み
、
老
を
敬
し
幼
を
懐
け
、
昆
蟲
草
木
も
、
な
ほ

傷
ふ
べ
か
ら
ず
」、
あ
る
い
は
「
諸
悪
な
す
な
く
、
諸
善
奉
行
せ
ば
、

久
久
に
し
て
必
ず
吉
慶
を
獲
ん
。
い
わ
ゆ
る
禍
を
転
じ
て
福
と
な
す

な
り
」
と
説
い
て
い
た
。
し
か
も
、「
三
台
北
斗
神
君
あ
り
。
人
の

頭
上
に
あ
り
。
人
の
罪
悪
を
録
し
、
そ
の
紀
章
を
奪
ふ
」
と
あ
る
よ

う
に
、
人
間
の
善
悪
を
判
定
す
る
「
三
台
北
斗
神
君
」
の
よ
う
な

「
人
の
頭
上
」
に
い
る
道
教
的
な
神
を
説
い
て
い
た
。

　

そ
の
意
味
で
、
先
に
見
た
袁
了
凡
『
陰
隲
録
』
を
踏
ま
え
て
い
た

『
本
教
外
篇
』
の
一
節
、「
神
明
常
に
頭
上
に
在
て
、
我
が
行
ふ
事
々
、

我
が
言
ふ
言
々
、
我
が
思
ふ
心
々
を
、
照
に
覧
ま
し
、
聴
に
聞
ま

し
、
察
に
知
り
給
ふ
」（
前
出
）
の
一
節
も
、
元
を
遡
れ
ば
、『
抱
朴

子
』
に
行
き
つ
く
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
後
年
の
篤
胤
の
道
教
研

究）
（0
（

も
、
幽
冥
説
の
思
想
的
源
流
を
遡
っ
て
い
っ
た
成
果
だ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、
天
狗
小
僧
寅
吉
か
ら
の
異
界
情
報
を
記
し
た
『
仙

境
異
聞
』（
文
政
五
年
成
）
を
著
し
た
こ
と
も
、
道
教
の
神
仙
信
仰
か

ら
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
『
本
教
外
篇
』
の
「
陰
徳
」
は
『
霊
の
真
柱
』
以
後
、
見
え
な
い

が
、「
神
習
」
の
方
は
、
篤
胤
の
常
套
語
と
な
っ
た
。
困
難
の
な
か

で
の
功
業
へ
の
強
い
意
志
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
者
に
よ
っ
て
増

幅
さ
れ
、「
神
習
」
と
い
う
形
で
『
本
教
外
篇
』
以
後
も
継
承
さ
れ

た
。
た
と
え
ば
、『
霊
の
真
柱
』
の
な
か
で
、
篤
胤
は
、「
斯
云
ふ
篤

胤
も
、
思
ふ
が
ま
ゝ
に
書
を
著
し
、
そ
の
名
を
ば
、
千
名
の
五
百
名

に
負
持
て
、
世
に
も
、
い
み
じ
と
、
感
ら
る
ゝ
ば
か
り
の
功
績
を
な

し）
（1
（

」（『
霊
の
真
柱
』
巻
下
）
と
述
べ
た
割
注
に
、『
論
語
』『
孝
経
』
の

言
葉
に
加
え
て
、「
太
上
は
徳
を
立
て
、
其
次
は
功
を
立
て
、
其
次

は
言
を
立
る
」
と
い
う
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
四
年
の
言
葉
を
引

照
し
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、『
本
教
外
篇
』
の
冒
頭
が
、

「
上
士
立
徳
以
教
変
之
、
中
士
立
功
以
法
革
之
、
下
士
立
言
以
辞
闢

之
胡
致
堂
崇
正
弁

ノ
序
ニ
見
ユ

」（『
本
教
外
篇
』
巻
上
、
一
頁
）
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

功
業
へ
の
意
志
と
い
う
点
で
、『
本
教
外
篇
』
は
『
霊
の
真
柱
』、
さ

ら
に
『
古
史
伝
』
に
ま
っ
す
ぐ
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。「
真
の
道
に

志
し
て
神
習
ひ
善
事
を
功イ

ソ
シま

む
人
は
、
ま
づ
熟
々
此
理
を
弁
へ
て
、

千
ぢ
の
辛
苦
万
づ
の
災
難
雨
や
霰
と
か
ゝ
る
と
も
其
志
を
変
へ
る
こ

と
な
く
云

）々
（2
（

」（『
古
史
伝
』
巻
二
三
）。

　

ち
な
み
に
、
篤
胤
が
、
見
え
な
い
「
神
」
へ
の
信
仰
を
基
に
し

て
、
困
難
を
乗
り
越
え
る
強
い
意
志
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
後

に
大
塩
平
八
郎
の
乱
に
呼
応
し
て
崛
起
し
た
生
田
万
は
、
篤
胤
に
心

酔
し
た
。
生
田
万
は
、
闇
斎
学
を
信
奉
す
る
館
林
藩
の
学
政
を
批
判

し
て
、
周
囲
か
ら
非
難
を
受
け
る
な
か
で
、「
吾
師
大
人
は
、
実
は

人
中
之
神
、
学
林
之
聖
な
る
が
故
に
、
其
事
業
に
至
り
て
も
、
ま
た

孔
丘
の
及
ぶ
処
に
あ
ら
ず
。
其
は
ま
つ
吾
師
大
人
は
、
禄
仕
の
人
な
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113　平田篤胤における「陰徳」観念

ら
ね
ば
、
道
を
行
ふ
べ
き
任
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
退
き
て
真
の
道

を
説
明
ら
め
て
、
い
は
ゆ
る
万
世
の
為
に
太
平
を
開
か
れ
た
る
事
業

の
広
く
高
き
こ
と）

（（
（

」（『
良
薬
苦
口
』、
文
政
九
年
成
）
を
評
価
し
、
篤
胤

の
功
業
の
意
志
に
強
く
惹
か
れ
、
藩
を
飛
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
「
神
習
」
に
つ
い
て
三
木
正
太
郎
は
、「
篤
胤
に
於
て
神
に
習
ふ

と
い
ふ
こ
と
は
、
神
々
の
御
徳
と
し
て
具
現
せ
ら
れ
た
敬
、
義
、
仁
、

智
、
勇
そ
の
他
和
親
、
貞
節
な
ど
を
、
君
臣
父
子
を
初
め
と
す
る
人

倫
関
係
に
具
現
し
て
い
く
こ
と
に
外
な
ら
な
い）

（4
（

」
と
指
摘
し
て
い
た
。

篤
胤
に
と
っ
て
「
君
臣
父
子
を
初
め
と
す
る
人
倫
関
係
」
は
、
結
局
、

身
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
陰

徳
観
念
は
、
身
内
を
超
え
た
「
他
人
」
を
救
済
す
る
連
帯
の
可
能
性

が
あ
っ
た
。
こ
の
可
能
性
は
篤
胤
で
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
か
え

っ
て
篤
胤
学
を
学
ん
だ
草
莽
の
国
学
者
に
は
、
う
か
が
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
篤
胤
門
下
の
下
総
国
香
取
郡
の
豪
農
宮
負
定

雄
が
『
民
家
要
術
』（
天
保
二
年
成
）
で
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。「
人
は
陰
徳
を
積
み
置
く
事
が
第
一
子
孫
繁
栄
の
種

蒔
な
り
。
陰
徳
あ
れ
ば
陽
報
あ
り
て
速
に
報
ひ
は
な
く
と
も
、
陰
徳

の
種
だ
に
あ
ら
ば
い
つ
し
か
陽
報
の
花
咲
き
一
粒
万
倍
の
恵
も
あ
る

べ
し
。
積
善
の
家
に
は
余
慶
あ
り
と
い
へ
る
如
く
、
其
報
子
孫
の
代

に
及
び
て
現
は
る
ゝ
な
り
。
其
陰
徳
と
い
ふ
は
人
に
も
知
ら
れ
ず
世

の
為
人
の
為
に
善
事
を
す
る
事
に
し
て
、
俗
に
謂
ゆ
る
椽
の
下
の
力

持
と
い
ふ
様
な
る
事
な
り）

（5
（

」（『
民
家
要
術
』
巻
下
）。

　

一
九
世
紀
の
農
村
荒
廃
の
な
か
で
、
農
民
の
相
互
扶
助
が
、
寺
子

屋
の
教
科
書
『
童
子
教
』
に
あ
っ
た
「
陰
徳
あ
れ
ば
陽
報
あ
り
」
を

根
拠
に
、「
陰
徳
」
行
為
と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事

実
、
幕
末
の
農
村
で
は
、
人
々
の
陰
徳
に
期
待
し
て
、
社
会
福
祉
事

業
が
な
さ
れ
て
い
た
。
下
総
国
匝
瑳
郡
富
谷
村
の
豪
農
平
山
仁
兵
衛

は
、
い
わ
ゆ
る
間
引
き
を
防
ぐ
た
め
に
、
近
隣
の
豪
家
に
募
金
を
呼

び
掛
け
、
三
歳
ま
で
の
幼
児
に
は
母
親
に
養
育
金
（
年
間
三
両
）
を

支
給
す
る
な
ど
の
具
体
的
な
養
育
事
業
を
提
唱
し
た）

（（
（

。
そ
の�

趣
意

書
で
あ
る
「
陰
徳
連
名
帳
」
の
末
尾
で
、
次
の
よ
う
に
人
々
に
呼
び

か
け
て
い
た
。

右
之
趣
、
能
々
御
熟
考
之
上
、
御
有
信
之
御
方
々
ニ
は
、
物
之

多
少
ニ
よ
ら
す
、
御
蔭
徳
之
御
助
成
希
所
ニ
御
座
候
、
尤
も
強

て
勧
め
申
候
筋
に
て
は
決
て
無
御
座
、
有
信
蔭
徳
を
御
本
意
と

被
成
候
同
志
え
聊
愚
意
を
述
る
の
み）

（7
（

。

　

こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
る
時
、
篤
胤
学
は
、
寺
子
屋
の
教
科
書

『
童
子
教
』
に
あ
る
庶
民
の
「
陰
徳
あ
れ
ば
陽
報
あ
り
」
の
陰
徳
観

念
の
う
え
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
篤
胤
の

幽
冥
観
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
祖
霊
信
仰
の
よ
う
な
民

俗
の
世
界
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
篤
胤
の
陰
徳
に
つ
い
て
も
、
庶

民
の
道
徳
観
念
の
う
え
に
、
篤
胤
学
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
困
窮
し
た
赤
の
他
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人
を
救
済
す
る
観
念
は
、
篤
胤
に
は
消
え
て
い
て
、
抽
象
的
に
「
世

の
為
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
村
岡
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
本

教
外
篇
』
に
お
け
る
「
普
遍
教
的
博
愛
の
教
」
の
欠
如
が
現
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
庶
民
の
な
か
に
は
、
他
人
を
救
う
と
い
う
素
朴
な
陰

徳
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
民
俗
学
者
宮
本
常
一
が

い
う
「
相
見
た
が
い
」
の
思
想
で
あ
る
。
宮
本
は
、「
戦
前
に
八
〇

歳
以
上
で
あ
っ
た
老
人
の
ほ
と
ん
ど
は
学
校
教
育
を
う
け
て
い
な
い
。

字
を
な
ら
っ
た
と
し
て
も
寺
小
屋
程
度
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、

そ
う
し
た
老
人
か
ら
親
切
に
さ
れ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

た
。

戦
前
の
故
老
の
口
か
ら
忠
義
だ
の
愛
国
だ
の
と
い
う
こ
と
ば
を

き
い
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
こ
と
ば
は
町
人
社
会
で

は
古
く
か
ら
つ
か
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
農
民
社
会
で
定

着
す
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

見
も
知
ら
ぬ
旅
人
の
私
を
快
く
と
め
て
く
れ
た
も
の
は
、
い
つ

の
場
合
も
「
相
見
た
が
い
」
の
思
想
で
あ
っ
た
。
く
だ
い
て
言

え
ば
持
ち
つ
持
た
れ
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
い
つ
お
ま
え

の
世
話
に
な
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
。
な
ら
ぬ
か
も
わ
か
ら
ぬ
。
お

ま
え
が
ど
こ
の
馬
の
骨
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
ぬ
。
泥
棒
で
あ
っ

て
も
か
ま
わ
ぬ
。
こ
ま
っ
て
い
る
者
を
と
め
る
の
は
相
見
た
が

い
だ
。」
と
い
っ
て
と
め
て
く
れ
た
宮
崎
県
南
郷
村
や
高
知
県

富
山
村
の
老
人
を
い
ま
で
も
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。（「
古

き
よ
き
も
の
の
意
味
」）

　

寺
子
屋
程
度
の
教
育
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
老
人
の
「
見
も
知
ら

ぬ
旅
人
の
私
を
快
く
と
め
て
く
れ
た
」、「
相
見
た
が
い
」
こ
そ
が
、

江
戸
期
以
来
の
庶
民
の
陰
徳
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま

た
、
篤
胤
学
を
学
ん
だ
、
草
莽
の
国
学
者
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
通

俗
道
徳
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

注
（
1
）�

「
奇
成
癖
あ
る
人
の
事
」（『
耳
嚢�

下
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一

年
）
九
六
頁
。

（
2
）�

江
戸
期
の
「
陰
徳
」
に
関
す
る
著
作
と
し
て
、
中
江
彰
『
陰

徳
も
の
が
た
り
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
大
塩
ま
ゆ
み

『「
陰
徳
の
豪
商
」
の
救
貧
思
想
─
江
戸
時
代
の
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー

─
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国

の
「
陰
徳
」
に
つ
い
て
は
、
緒
方
賢
一
「「
陰
徳
」
の
観
念
史
─
三

教
混
交
状
態
に
お
け
る
日
常
倫
理
─
」（『
中
国
近
世
士
大
夫
の
日
常

倫
理
』
中
国
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

（
（
）�

『
仙
境
異
聞
・
勝
五
郎
再
生
記
聞
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇

年
）
七
七
〜
七
八
頁
。

（
4
）�
『
本
教
外
篇
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
無
窮
会
所
蔵
本
を
底
本
と
す

る
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
巻
七
（
名
著
出
版
、
一
九
七
七
年
）
を

使
用
し
た
。
頁
数
は
本
文
中
に
略
記
し
た
。
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（
5
）�

初
出
は
一
九
二
〇
年
。
前
田
勉
編
『
新
編
日
本
思
想
史
研
究
─

村
岡
典
嗣
論
文
選
─
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
所
収
。

（
（
）�
寺
子
屋
教
科
書
（
読
み
方
・
読
本
）
使
用
順
位
は
、
第
一
位

『
実
語
教
』、
第
二
位
『
庭
訓
往
来
』、
第
三
位
『
商
売
往
来
』、
第
四

位
『
童
子
教
』、
第
五
位
『
今
川
状
』
で
あ
る
（
山
下
武
『
江
戸
時

代
庶
民
教
化
政
策
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
7
）�

『
日
本
教
科
書
大
系�

往
来
篇
』
巻
五
（
講
談
社
、
一
九
六
九

年
）
二
二
八
頁
。
ち
な
み
に
「
有
陰
徳
者
必
有
陽
報
」
の
一
句
は
、

も
と
は
劉
安
『
淮
南
子
』
巻
一
八
「
人
間
訓
」
に
あ
る
が
、『
童
子

教
』
の
言
葉
と
し
て
、
江
戸
期
に
は
広
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
（
）�

酒
井
忠
夫
「
江
戸
時
代
の
日
本
文
化
に
及
ぼ
せ
る
中
国
善
書
の

影
響
並
び
に
流
通
」（『
増
補
中
国
の
善
書
の
研
究
』
巻
下
、
酒
井
忠

夫
著
作
集
2
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
善
書
に
類
す
る
宝

鑑
の
一
つ
『
明
心
宝
鑑
』
に
つ
い
て
は
成
海
俊
「『
太
上
感
応
篇
』

と
『
明
心
宝
鑑
』
─
そ
の
思
想
の
江
戸
時
代
に
お
け
る
受
容
─
」

（『
文
芸
研
究
』
一
四
四
号
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
（
）�

『
仮
名
草
子
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
（0
、
岩
波
書
店
、
一
九

六
五
年
）
三
四
二
頁
。

（
10
）�

『
近
世
町
人
思
想
』（
日
本
思
想
大
系
5（
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

五
年
）
二
九
〇
頁
。

（
11
）�

横
田
冬
彦
「
近
世
民
衆
社
会
に
お
け
る
知
的
読
書
の
成
立
─
益

軒
本
を
読
む
時
代
─
」（『
江
戸
の
思
想
5�

読
書
の
社
会
史
』（
ぺ
り

か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
12
）�

『
益
軒
全
集
』
巻
三
（
益
軒
全
集
刊
行
部
、
一
九
一
一
年
）
八

七
〜
八
八
頁
。

（
1（
）�

『
和
解
本
善
書
の
資
料
と
研
究
』（
京
都
女
子
大
学
研
究
叢
刊

4（
、
二
〇
〇
七
年
）
四
六
八
頁
。

（
14
）�

神
塚
淑
子
「
善
と
悪
」（『
岩
波
講
座�

東
洋
思
想
』
巻
一
四
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。
そ
れ
故
、
仏
教
の
因
果
論
と
も

結
び
つ
き
、
儒
道
釈
の
三
教
一
致
の
立
場
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
15
）�

『
神
道
大
系
論
説
編
1（�

陰
陽
道
』
一
五
九
〜
一
六
〇
頁
。

（
1（
）�

『
益
軒
全
集
』
巻
三
、
四
〇
頁
。

（
17
）�

同
右
、
二
六
九
頁
。

（
1（
）�

『
吉
田
久
一
著
作
集
Ⅰ�

日
本
社
会
福
祉
思
想
史
』（
川
島
書

店
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
七
〜
二
一
二
頁
。

（
1（
）�

『
和
語
陰
隲
録
』
は
、
国
文
学
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目

録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
安
永
六
年
版
の
ほ
か
に
、
寛
政
一
二

年
版
、
文
政
元
年
版
、
天
保
一
四
年
版
、
刊
年
不
明
の
も
の
も
あ
る

と
い
う
。
こ
こ
か
ら
も
、
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

（
20
）�

『
和
語
陰
隲
録
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
所

蔵
の
安
永
六
年
刊
本
（
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
を
使

用
し
た
。
丁
数
は
本
文
中
に
略
記
し
た
。

（
21
）�

『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
巻
六
、
二
〇
六
頁
。

（
22
）�
伊
東
多
三
郎
、
永
田
広
志
、
海
老
沢
有
道
、
大
内
三
郎
、
三
木

正
太
郎
、
田
原
嗣
郎
、
子
安
宣
邦
、
遠
藤
潤
ら
の
論
考
が
あ
る
が
、

割
愛
す
る
。
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（
2（
）�

渡
辺
正
一
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
お
け
る
人
間
・
道
徳
・
信

仰
」（
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
『
哲
学
倫
理
学
研
究
』
四
五

号
、
一
九
六
四
年
）
の
論
考
が
あ
る
が
、
天
主
教
書
と
の
比
較
検
討

は
さ
れ
て
い
な
い
。

（
24
）�

『
畸
人
十
篇
』『
七
克
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
天
学
初
凾
』（
影
印

版
、
ソ
ウ
ル
・
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
七
六
年
）
所
収
本
を
使
用
し

た
。
栗
田
英
二
「『
畸
人
十
篇
』
の
訓
読
（
1
）（
2
）（
（
）
─
平

田
篤
胤
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
─
」（『
西
日

本
宗
教
学
雑
誌
』
八
〜
一
〇
号
、
一
九
八
七
〜
八
九
年
）
は
、『
畸

人
十
篇
』
第
八
篇
途
中
ま
で
訓
点
を
付
け
て
翻
刻
し
て
い
る
が
、
篤

胤
と
の
関
係
の
考
察
に
及
ん
で
い
な
い
。

（
25
）�

拙
稿
「
貝
原
益
軒
に
お
け
る
学
問
と
家
業
」（『
江
戸
教
育
思
想

史
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
2（
）�

『
日
本
教
育
文
庫�

心
学
篇
』（
同
文
館
編
輯
局
、
一
九
一
一
年
）

四
九
七
〜
四
九
八
頁
。

（
27
）�

『
平
田
篤
胤�

大
国
隆
正
』（
日
本
思
想
大
系
50
、
岩
波
書

店
、
一
九
七
三
年
）
一
〇
九
頁
。

（
2（
）�

前
掲
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
巻
六
、
二
〇
三
〜
二
〇
四
頁
。

（
2（
）�

『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
巻
一
四
、
四
一
四
頁
。

（
（0
）�

坂
出
祥
伸
「
平
田
篤
胤
の
『
葛
仙
翁
伝
』『
赤
縣
太
古
伝
』
に

つ
い
て
─
道
教
と
の
関
連
で
─
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
二
九

号
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
（1
）�

前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
（2
）�

『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
巻
三
、
一
五
三
頁
。

（
（（
）�

『
新
修
生
田
万
全
集
』
巻
一
（
冬
至
書
房
、
一
九
八
六
年
）

六
一
二
頁
。
生
田
万
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
生
田
万
の
思
想

形
成
」（『
近
世
神
道
と
国
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
（4
）�

三
木
正
太
郎
「
神
習
説
の
提
唱
」（『
平
田
篤
胤
の
研
究
』
神
道

史
学
会
、
一
九
六
九
年
）
二
三
三
頁
。

（
（5
）�

『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
巻
五
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
）

三
〇
四
〜
三
〇
五
頁
。

（
（（
）�

「〈
家
と
村
の
子
育
て
〉か
ら
の
離
陸
─
幕
末
維
新
期
に
お
け

る
子
育
て
・
保
育
の
改
革
構
想
─
」（『
幼
児
教
育
史
研
究
』
一
二

号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
（7
）�

千
葉
県
史
編
纂
審
議
会
編
『
千
葉
県
史
料�

近
世
篇
下
総
国
上
』

（
千
葉
県
、
一
九
五
八
年
）
二
九
一
頁
。

（
（（
）�

『
宮
本
常
一
著
作
集
』
巻
一
二
（
未
來
社
、
一
九
七
二
年
）
一

七
二
〜
一
七
三
頁
。

�

（
愛
知
教
育
大
学
名
誉
教
授
）
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