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本
稿
は
、
江
戸
期
の
人
々
の
気
が
か
り
で
あ
っ
た
「
天
機
」（
天
の
は
た
ら
き
）
が
、
近
代
に
な
っ
て
「
心
機
」（
心
の
は
た
ら
き
）
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
る
顛
末
を
主
題
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
直
接
的
に
提
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
か
ら
眺
め
て
徴
表

を
探
り
、
そ
の
変
化
の
動
き
を
推
定
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
引
用
を
主
と
し
た
。「
気
が
か
り
」
は
、
文
芸
へ
の
関
心
か
ら
、
生
命

の
価
値
の
根
拠
ま
で
を
含
む
広
い
領
域
に
及
ぶ
。

一　

文
覚
と
袈
裟

源
渡
の
妻
袈
裟
御
前
に
横
恋
慕
し
て
、
結
局
、
み
ず
か
ら
仕
組
ん
で
夫
の
身
代
わ
り
と
な
っ
た
袈
裟
を
殺
し
て
し
ま
い
、
そ
の
衝
撃
で
た

ち
ど
こ
ろ
に
髪
を
切
っ
て
僧
と
な
っ
た
遠
藤
武
者
盛
遠
の
話
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
語
ら
れ
て
き
た
。
多
く
は
袈
裟
の
激
烈
な
貞
潔
の
行
為

が
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
初
期
の
儒
者
永
田
善
斎
も
そ
う
解
し
て
い
る
。『
膾
余
雑
録
』（
承
応
二
年
〈
一
六
五
三
〉
刊
）
巻
一
の

文
章
を
引
い
て
お
こ
う
。
中
国
京
師
の
節
女
と
並
べ
て
袈
裟
盛
遠
の
話
を
記
し
て
い
る
（
原
漢
文
。
振
り
仮
名
、（　

）
内
は
引
用
者
）。

列
女
伝
に
云
く
、
京
師
の
節
女
は
長
安
大
昌
里
人
の
妻
な
り
。
其
の
夫
、
仇あ

た

人
有
り
。（
仇
人
は
）
其
の
夫
に
報
い
ん
と
す
る
に
道
無

透
谷
の
心
機
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し
。
径た

ゞ
ち

に
其
の
妻
の
仁
孝
に
し
て
義ぎ

有あ
り

と
聞
て
、
乃
ち
其
の
妻
の
父
を
刧

を
び
や
か

し
て
、
其
の
女
を
要ほ

っ

し
て
中ち

ゅ
う

譎き
つ

（
密
偵
）
と
為
さ
し
め

ん
と
す
。
父
其
の
女
を
呼
て
之
に
告
ぐ
。
女
計
り
念
ふ
に
、「
之
を
聴ゆ

る
さ

ず
ん
は
則
ち
父
を
殺
さ
ん
、
不
孝
な
り
。
之
を
聴ゆ

る
さ

ば
則
ち
夫

を
殺
さ
ん
、
不
義
な
り
。
不
孝
不
義
な
ら
ば
生
と
雖
も
以
て
世
に
行
ふ
べ
か
ら
ず
、
身
を
以
て
之
に
当
て
ん
」
と
す
。
乃
ち
且

し
ば
ら
く

許
諾

し
て
曰
く
、「
旦
日
（
つ
ぎ
の
日
）
樓
上
に
在
て
新
沐
東
首
（
ひ
が
し
ま
く
ら
）
し
て
臥ふ

す

は
則
ち
是
（
夫
）
な
ら
ん
。
妾
請こ

ふ
、
戸
牗

を
開
て
待
た
ん
」。
其
の
家
に
還
て
乃
ち
其
の
夫
に
告
て
他
所
に
臥ふ

さ

し
む
。
因
て
自

み
づ
か
ら

沐
し
て
樓
上
に
居
て
東
首
す
。
戸
牗
を
開
て
臥

す
。
夜
半
に
仇
家
果
し
て
至
る
。
其
の
頭
を
断き

つ

て
持
し
去
る
。
明あ

け

て
之
を
視み

る

に
、
乃
ち
其
の
妻
の
頭
な
り
。
仇
人
哀
痛
し
て
以
て
義
有

り
と
為し

て
、
遂
に
釈ゆ

る

し
て
其
の
夫
を
殺
さ
ず
。
国
朝
の
昔
、
遠
藤
の
武
者
所
盛
遠
、
他
の
妻め

の
美
な
る
を
窺
ひ
見
て
、
神
気
蕩
喪
し
て

持
す
る
所
を
知
ら
ず
。
遂
に
夫
を
殺
し
妻
を
奪う

ば

は
ん
と
す
る
の
志
有
り
。
実
を
以
て
其
の
妻
に
告
ぐ
。
妻
詭

い
つ
は
り

て
諾
し
て
曰
く
、「
某そ

こ

の
夜
我
が
室
に
入
て
我
が
夫
を
殺
す
べ
し
。
然
れ
ば
則
ち
我
、
君
が
為
箕き

帚そ
う

を
執
ら
ん
（
妻
妾
と
な
ら
ん
）」
と
。
盛
遠
大
い
に
喜
て

暗
に
投
じ
て
単
刀
に
し
て
直
入
し
、
其
の
夫
を
刺さ

し
、
首
を
獲
り
去
り
出い

で

て
之
を
撿
す
る
に
乃
ち
妻
の
首
な
り
。
盛
遠
妻
の
貞
潔
に
し

て
身
を
喪
す
の
禍
を
掇と

る

こ
と
を
感
じ
、
且
つ
悔
ひ
且
つ
泣
き
髪
を
祝き

つ

て
僧
と
為
る
。
名
を
文
覚
と
改
め
高
雄
山
に
隠
る
。
余
謂

を
も
ん
み
る

に
、

節
女
一
た
び
死
し
て
父
を
全
ふ
し
、
夫
を
全
ふ
す
。
盛
遠
欲
す
る
所
の
妻
、
一
た
び
死
し
て
其
の
夫
を
全
ふ
す
。
丹
心
斗
牛
を
射
（
そ

の
真
心
は
斗
星
牛
星
を
も
射
る
）、
義
気
虹
霓
を
貫
く
（
そ
の
義
侠
心
は
虹
を
も
貫
く
）。
千
載
の
下も

と

、
人
を
し
て
悲
慟
哽こ

う

咽ゑ
つ

（
む
せ

ぶ
）
せ
し
む
。

こ
の
文
章
の
末
尾
で
善
斎
が
「
後
に
源
平
盛
衰
記
を
閲
す
る
に
此
の
事
を
併
せ
記
す
」
と
言
う
よ
う
に
、『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
九
に
は
、

文
覚
発
心
の
こ
と
に
付
し
て
、「
大
昌
里
人
の
妻
」
の
話
も
載
せ
る
。

ま
た
、
通
俗
仏
書
の
一
つ
で
あ
る
南
溟
著
『
文
覚
上
人
行
略
抄
』（
宝
暦
二
年
〈
一
七
五
二
〉
刊
）
巻
一
で
は
、
切
っ
た
首
が
袈
裟
の
も

の
だ
と
知
っ
た
直
後
の
文
覚
の
描
写
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

盛
遠
ハ
ッ
ト
驚

ヲ
ド
ロ
ヒ

テ
心シ

ン

臠ラ
ン

モ
割ワ

リ

サ
ク
計バ

カ

リ
十ト

方ハ
ウ

ニ
暮ク

レ

テ
サ
シ
ウ
ツ
ブ
キ
、
噫
（
あ
あ
）
是
不
道
ノ
ナ
セ
ル
禍
、
不
義
ノ
イ
タ
ス
咎
、
後
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悔
何
ノ
益
ア
ラ
ン
。
此コ

ノ

暁
ア
カ
ツ
キ

ハ
空ソ

ラ

寐ネ

シ
テ
思
フ
様ヤ

ウ

、
カ
ヽ
ル
事
ヲ
仕シ

ス
マ
ス
モ
、
皆
是
神シ

ン

力リ
キ

ノ
ナ
ス
ト
コ
ロ
、
日
頃
信
仰
シ
奉
ル
春カ

ス

日ガ

八ヤ

幡ハ
タ

賀カ

茂モ

下ゲ

上ジ
ヤ
ウ

松マ
ツ

尾ヲ

平ヒ
ラ

野ノ

稲イ
ナ

荷リ

祇ギ

園オ
ン

此
御
神
エ
参
詣
シ

賽
カ
ヘ
リ
マ
ウ
シ

ヲ
セ
ン
ナ
ド
ヽ
誤

ア
ヤ
マ
ル

上ウ
ヘ

ニ
誤

ア
ヤ
マ
リ

タ
リ
。
神
ハ
非
類
ニ
ウ
ケ
ズ
ト
ヤ
。

カ
ヽ
ル
無
道
ノ
身
ノ
上
ニ
ハ
御ゴ

罰バ
ツ

ヲ
コ
ソ
ハ
受
ベ
ケ
レ
ド
、
一
向
ニ
身
ノ
置オ

キ

所ド
コ
ロ

モ
ナ
キ
程
ニ
前セ

ン

非ヒ

ヲ
悔
テ
、
自
然
ト
諸
法
（
世
の
現

象
）
ノ
無
常
ヲ
観
念
シ
、
生シ

ヤ
ウ

ア
ル
者
ハ
必
ズ
死
ス
。
会ア

フ

者モ
ノ

ハ
定サ

ダ
メ

テ
ワ
カ
ル
。
上
界カ

イ

ニ
モ
退タ

イ

没モ
ツ

ア
リ
。
況マ

シ
テ

コ
レ
下ゲ

界カ
イ

ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。

夫
婦
ノ
契
リ
前
後
ノ
怨ウ

ラ
ミ

渾ス
ベ

テ
世セ

上
ノ
習ナ

ラ
ヒ

ナ
リ
。
是コ

ノ

時ト
キ

ニ
道
心
ノ
発ヲ

コ

ラ
ズ
ハ
、
又
イ
ツ
ノ
時
ニ
カ
起
ル
ベ
キ
。
サ
レ
ド
モ
武
士
ノ
習
ナ

リ
、
斯コ

ノ

生ミ

ハ
渡ワ

タ
ル

ニ
ウ
タ
ル
ベ
シ
。
此ノ

心
ノ
起ヲ

コ
ル

コ
ソ
ウ
レ
シ
ケ
レ
。
朝ア

シ
タ

ニ
道
ヲ
聞
テ
夕ユ

フ
ベ

ニ
死
ス
ト
モ
可
ナ
リ
ト
ノ
如
シ
。
急
デ
渡

ワ
タ
ル

ガ
恨ウ

ラ
ミ

ヲ
ハ
ラ
サ
ン
ト
、
例
ヨ
リ
モ
尋
常
ニ
出イ

デ

立タ
チ

テ
渡
ガ
許モ

ト

ヘ
ゾ
往ユ

キ

ニ
ケ
ル
。

し
か
し
、
渡
も
一
度
は
憤
る
も
、
つ
い
に
盛
遠
と
と
も
に
出
家
す
る
。
一
方
、
袈
裟
は
母
衣
川
に
次
の
よ
う
な
遺
書
を
残
し
て
い
た
。

女
ナ
サ
ラ
ヌ
ダ
ニ
モ
罪
深
シ
ト
承
リ
侍
ル
ニ
、
憂ウ

キ

身ミ

ノ
ユ
ヘ
ニ
多
ク
ノ
人
ヲ
失

ウ
シ
ナ
ヒ

ヌ
ベ
ケ
レ
バ
、
我
身
一

ツ
ヲ
失

ヒ
候
ヌ
。
独
リ
残
リ

留
リ
御ヲ

座ハ

シ
テ
歎
キ
思オ

ボ
シ

召メ
サ

ン
コ
ト
コ
ソ
痛
ハ
シ
ク
侍
レ
。
何
事
モ
然シ

カ
ル

ベ
キ
事
ト
申
ナ
ガ
ラ
、
先
ダ
チ
進マ

イ
ラ

セ
ヌ
ル
悲
ミ
イ
ハ
ン
方
ナ

ク
ゾ
侍
ル
、
相ア

ヒ

搆カ
マ
ヘ

テ
後ゴ

世セ

ヨ
ク
弔

ト
フ
ラ
ヒ

テ
タ
ベ
。
仏
ニ
ナ
リ
侍
リ
ナ
バ
、
母
御
前
ヲ
モ
渡
ド
ノ
ヲ
モ
必

カ
ナ
ラ
ズ

迎
ヘ
奉
ル
ベ
シ
。
ヨ
ロ
ヅ
細

コ
マ
カ

ニ
申マ

ウ
シ

度タ
ク

侍ハ
ベ

レ
ド
モ
、
落
涙
ニ
水ミ

ヅ

茎ク
キ

ノ
跡
見
ヘ
ワ
カ
ズ
。
露
深
キ
浅ア

サ

茅ヂ

ガ
原
ニ
迷マ

ヨ
フ

身ミ

ノ
イ
ト
ヾ
暗ヤ

ミ

路ヂ

ニ
入イ

ル

ゾ
カ
ナ
シ
キ
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
仏
教
勧
化
と
い
う
「
場
」
に
応
じ
た
力
点
の
置
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

北
村
透
谷
も
こ
の
話
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。「
心
機
妙
変
を
論
ず
」（
明
治
二
十
五
年
九
月
。
以
下
、
透
谷
の
引
用
は
『
透
谷
全

集
』
に
よ
る
）
と
題
す
る
文
章
で
は
、
文
字
通
り
、
文
覚
の
「
心
機
の
妙
変
」
に
力
点
を
置
き
、
そ
の
観
点
か
ら
文
覚
を
論
じ
て
い
る
。
心

機
の
妙
変
は
一
瞬
の
出
来
事
で
あ
る
。「
善
鬼
悪
鬼
美
鬼
醜
鬼
、
人
間
の
心
池
に
混
交
し
、
乱
戦
す
る
を
以
て
始
め
て
人
間
な
る
も
の
ゝ
動

物
と
異
な
る
所
を
見
る
べ
し
」
と
考
え
る
透
谷
は
、「
神
の
如
き
性
」
と
「
人
の
如
き
性
」
の
戦
い
に
「
精
神
活
き
て
長
梯
を
登
る
の
勇
気
」

を
見
る
。
そ
の
戦
い
の
中
か
ら
、
一
瞬
、
心
機
の
妙
変
が
起
る
の
で
あ
る
。
袈
裟
御
前
を
妄
愛
し
、
そ
の
結
果
、
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
文
覚
に
も
世
間
の
道
法
の
わ
き
ま
え
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、「
何
物
に
か
迷
ひ
何
物
に
か
溺
る
ゝ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
遂
に
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一
転
す
る
の
機
会
」
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
透
谷
は
、
文
覚
の
袈
裟
御
前
へ
の
妄
愛
自
体
に
、
す
べ
て
の
も
の
を
蔑
視
し
、
何
も
の
に
も
懸

念
せ
ず
、
自
己
の
本
心
す
ら
躊
躇
せ
し
め
な
い
も
の
を
見
る
。
す
べ
て
の
も
の
を
蔑
視
し
て
い
た
そ
の
文
覚
が
、
み
ず
か
ら
袈
裟
を
殺
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
初
め
て
、「
女
性
の
真
美
を
感
得
」
し
た
と
考
え
、
そ
こ
に
「
天
地
の
至
真
」
を
見
る
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
際
に
於
て
、
己
れ
の
意
中
物
を
残
害
す
る
と
同
時
に
、
己
れ
の
迷
夢
を
も
撃
破
し
了
れ
り
。
彼
の
惑
溺
は
袈
裟
あ
り
て
然
る

に
あ
ら
ざ
り
し
も
、
こ
の
袈
裟
の
横
死
は
彼
が
一
生
の
惑
溺
を
医
治
し
た
り
。
意
中
物
は
己
れ
の
極
致
な
り
。
己
れ
の
極
致
を
殺
し
た

る
時
に
、
い
か
で
己
れ
の
過
去
を
存
す
る
こ
と
を
得
む
。（
同
前
）

「
彼
の
惑
溺
は
袈
裟
あ
り
て
然
る
に
あ
ら
ざ
り
し
も
、
こ
の
袈
裟
の
横
死
は
彼
が
一
生
の
惑
溺
を
医
治
し
た
り
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し

く
人
生
の
不
可
逆
性
を
言
い
得
て
い
る
。
袈
裟
に
妄
愛
し
た
の
で
は
な
い
。
内
な
る
妄
愛
の
衝
動
が
袈
裟
を
得
て
爆
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
人
生
の
中
の
多
く
の
契
機
が
人
の
内
奥
を
開
発
し
、
露
顕
し
続
け
る
機
微
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
文
覚
は
か
く
て
「
天
地
の
実じ

つ

を
覚

知
」
し
た
。
無
常
、
離
苦
、
恋
愛
、
痴
情
、
大
悪
が
そ
の
実
、
真
状
を
顕
わ
し
、「
始
め
て
己
れ
の
存
立
の
実
な
る
と
天
地
万
有
の
実
な
る

と
を
覚
知
」（
同
前
）
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
透
谷
は
恋
愛
に
重
大
な
意
味
を
置
い
た
。
恋
愛
は
何
物
に
も
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
心
機

そ
の
も
の
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
遊
里
を
場
と
す
る
江
戸
時
代
の
恋
愛
に
は
こ
の
契
機
が
欠
け
て
い
る
。
透
谷
は
く
り
か
え
し
、
そ
う
指

摘
し
て
い
る
。「
善
鬼
悪
鬼
美
鬼
醜
鬼
、
人
間
の
心
池
に
混
交
し
、
乱
戦
す
る
を
以
て
始
め
て
人
間
な
る
も
の
ゝ
動
物
と
異
な
る
所
を
見
る

べ
し
」
と
い
う
考
え
の
根
底
に
は
、「
人
は
神
の
如
き
性
と
、
動
物
ら
し
き
性
と
を
備
ふ
。
動
物
ら
し
き
性
の
伝
は
り
て
入
る
は
こ
の
体た

い

よ

り
し
、
神
の
如
き
性
の
因
つ
て
来き

た

る
は
こ
の
心
に
あ
り
」（「
心
の
経
験
」
明
治
二
十
六
年
十
月
）
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
こ
の
認
識
は
『
蓬

莱
曲
』
第
三
齣こ

ま

第
二
場
「
蓬
莱
山
頂
」
に
お
け
る
柳
田
素
雄
の
セ
リ
フ
ほ
か
、
随
所
に
見
え
る
。

透
谷
が
「
文
覚
が
袈
裟
を
害
し
た
る
は
実
に
彼
の
心
機
を
開
発
し
た
る
も
の
な
り
」（「
心
機
妙
変
を
論
ず
」）
と
書
い
て
文
覚
に
心
機
を

見
出
し
た
と
き
、
彼
は
、
そ
の
ロ
マ
ン
性
を
含
め
て
、
天
機
か
ら
心
機
へ
の
、
つ
ま
り
徳
川
時
代
か
ら
近
代
へ
の
過
程
を
、
無
意
識
な
が
ら

生
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
馬
琴
の
天
機
が
、
人
間
は
決
し
て
そ
れ
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
（
拙
稿
「
馬
琴
の
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天
機
」（「
文
学
」
二
〇
一
一
年
七
・
八
月
号
）、
透
谷
の
心
機
の
妙
も
ま
た
う
か
が
い
し
れ
な
い
。
透
谷
に
と
っ
て
「
人
生
の
秘
奥
」
は
、

「
何
者
と
雖
こ
の
「
秘
奥
」
の
淵
に
臨
み
て
其
至
奥
に
沈
め
る
宝
珠
を
探
り
得
」
る
も
の
だ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
心

機
妙
変
を
論
ず
」
と
い
う
文
章
は
、
青
春
の
熱
情
と
大
げ
さ
な
思
弁
で
あ
る
が
、
私
に
は
、
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
前
代
の
「
天

機
」（
た
と
え
ば
、
袈
裟
殺
害
を
目
に
見
え
ぬ
天
命
と
考
え
る
）
に
対
し
て
、
必
死
に
抵
抗
し
、
身
を
も
ぎ
放
そ
う
と
し
て
い
る
表
現
に
見

え
る
の
で
、「
心
機
」
を
含
む
文
章
を
「
心
機
妙
変
を
論
ず
」
か
ら
い
く
ら
か
抜
粋
し
て
お
こ
う
。

○
人
間
界
の
心
池
の
中
に
霊
活
な
る
動
物
の
、
心
機
妙
転
の
瞬
時
の
変
化
も
、
或
は
蓮
花
開
発
に
似
た
る
と
こ
ろ
あ
り
。

○
人
間
の
心
機
に
関
し
て
深
く
観
察
す
る
時
は
、
こ
の
普
通
な
る
驚
奇
の
変
化
最
も
多
く
、
各
人
の
歴
史
に
存
す
る
を
見
る
。
然
り

こ
の
変
化
の
尤
も
多
く
し
て
尤
も
隠
れ
、
尤
も
急
に
し
て
尤
も
不み

る

可べ
か

見ら
ざ
る

の
も
の
、
他
の
自
然
界
の
物
に
比
す
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
る
も

の
あ
る
は
、
人
生
の
霊
活
を
信
ず
る
も
の
ゝ
苟
く
も
首
肯
せ
ざ
る
は
な
き
と
こ
ろ
な
り
。

○
最
後
に
彼
は
此
際
に
於
て
仏
智
を
得
た
り
。
彼
は
無
慚
、
無
愧
、
無
苦
、
無
憂
に
し
て
、
百
煩
悩
の
繁
擁
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
て
、

自み
づ
か

ら
知
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
な
り
。
然し

か

る
に
発
露
刀
一
た
び
彼
の
心
機
を
断
截
す
る
や
、
彼
は
自
ら
依い

怙こ

す
る
と
こ
ろ
を
喪
ひ
た

り
、
仏
智
は
こ
の
一
瞬
間
に
彼
の
中う

ち

に
入
り
、
彼
を
し
て
照
明
の
心
鏡
に
対
せ
し
め
、
慚
愧
苦
憂
、
輾
転
煩
悶
せ
し
め
、
然し

か

る
後
に

自
己
を
寄
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
し
め
た
り
。

○
凡
そ
倣
逸
彼
の
如
き
は
、
乱
世
に
あ
り
て
一
仏
徒
と
し
て
終
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
、
然し

か

る
に
彼
を
し
て
遂
に
剣
鎗
に
杖

つ
ゑ
つ

か
ず
し
て
、
経
典
に
倚よ

ら
し
め
た
る
も
の
、
抑そ

も

い
か
な
る
鬼
物
の
神
力
な
ら
む
。
他ほ

か

な
ら
ず
、
こ
の
一
瞬
時
の
発
露
刀
な
り
。
心
機

妙
変
な
り
。

こ
こ
で
注
視
さ
れ
て
い
る
の
は
「
瞬
間
の
変
化
」
で
あ
る
。
ま
た
、
最
初
の
引
例
に
あ
る
「
心
池
」「
蓮
花
」
と
い
う
言
葉
を
ま
と
め
た

よ
う
な
「
心
池
蓮
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
（
明
治
二
十
六
年
二
月
）。
文
覚
の
解
釈
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。「
人
の
一
生
は
或
意
味

に
於
て
の
「
紛ふ

ん

闘と
う

」
な
り
。
は
じ
め
よ
り
善
な
る
も
の
あ
ら
ず
、
は
じ
め
よ
り
悪
な
る
も
の
あ
ら
ず
、
悪
の
悪
な
る
は
、
悪
を
悪
た
ら
し
む
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る
も
の
あ
れ
ば
な
り
、
善
の
善
な
る
は
、
善
を
善
な
ら
し
む
る
も
の
あ
れ
ば
な
り
。
彼
は
悪
を
作な

せ
り
と
い
ふ
瞬
間
は
、
或
は
以
て
、
彼
は

善
を
爲
す
べ
し
と
い
ふ
前
兆
と
す
べ
き
や
も
知
る
可
か
ら
ず
。
彼
は
善
を
作な

せ
り
と
い
ふ
瞬
間
は
、
或
は
以
て
、
彼
の
後
の
悪
を
予
知
す
べ

き
兆
徴
な
る
べ
き
や
も
知
れ
ず
。」。

こ
こ
で
同
じ
時
代
の
感
じ
方
を
示
す
も
の
と
し
て
星
野
天
知
の
文
章
も
引
い
て
お
こ
う
。「
怪
し
き
木
像
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
透
谷

に
文
覚
へ
の
興
味
を
か
き
た
て
た
星
野
天
知
の
「
文
覚
上
人
の
本
領
」
と
い
う
文
章
で
、
明
治
二
十
五
年
九
月
の
「
女
学
雑
誌
」

三
百
二
十
八
号
に
、「
心
機
妙
変
を
論
ず
」
と
同
じ
誌
面
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

○
此
深
刻
猛
侠
な
る
傲
骨
男
子
の
火
性
を
し
て
、
一ひ

と

度た
び

恋
の
失
望
よ
り
多
涙
の
谷
に
臨
ま
し
め
ば
、
其
急
激
奔
落
す
る
勢
ひ
は
復ま

た

止と
ゞ

む

可
き
に
非
ず
、
煩
悶
苦
叫
し
て
熱
腸
愈
々
熱
し
、
一
種
の
脳
病
を
惹ひ

き

起お
こ

し
て
狂
激
と
悲
哀
の
性
情
を
養
ふ
や
必
せ
り
。

○
唯
西
行
は
恋
し
て
沈
み
文
覚
は
恋
し
て
動
け
り
、
蓋
し
本
性
に
由
る
の
み
、
此
二
恋
者
が
同
時
代
に
足
跡
を
鎌
倉
に
印い

ん

し
、
共
に
頼

朝
の
知
人
た
り
し
は
、
相
反
映
し
て
好こ

う

対た
い

の
彩さ

い

色し
き

を
見
る
如
し
、
若
し
此
両
者
に
光プ

ラ
イ
ド明

の
側
面
を
見
せ
し
め
、

霊
ジ
ブ
ア
イ
ン
﹅

愛ラ
ブ

の
大
洗
礼
を

受
け
し
め
ば
、
東
洋
に
愕お

ど
ろ

く
べ
き
大
伝
導
者
と
大
詩
人
を
見
る
な
ら
ん
。

こ
こ
に
も
、
透
谷
と
共
通
の
、
個
の
発
見
に
興
奮
す
る
表
現
が
あ
る
。
個
は
内
部
の
煩
悶
と
し
て
視
界
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
相
原
精
次
の
『
文
覚
上
人
一
代
記
』（
青
蛙
房
、
昭
和
六
十
年
）
に
は
、
盛
遠
と
袈
裟
の
出
来
事
を
材
料
と
す
る
文
芸
・
演
劇
作

品
が
多
く
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

二　

心
機
と
天
機

で
は
江
戸
時
代
の
心
機
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。『
沢
庵
禅
師
法
語
』（
刊
年
未
詳
）
の
「
心
機
」
の
項
か
ら
、
そ
の
使
わ
れ
方

を
見
て
お
こ
う
。
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此
機
大
事
な
り
。
善
へ
ゆ
か
ん
も
爰こ

こ

に
有あ

る

な
り
。
心
が
外ほ

か

へ
出い

で

て
善
を
な
さ
ん
も
悪
き
を
な
さ
ん
も
、
此
機
に
あ
り
。
此
機
に
、
善
悪

も
治を

さ
ま

ら
ん
も
乱み

だ

れ
ん
も
、
兵
法
の
か
ち
も
ま
け
も
、
身
を
た
て
ん
も
身
を
は
た
さ
ん
も
、
手
を
あ
げ
手
を
ひ
ら
き
、
太
刀
を
あ
げ
身

を
開ひ

ら
き

、
飛と

び

あ
が
り
走は

し
り

か
ゝ
り
、
様さ

ま

様ざ
ま

の
は
た
ら
き
も
此
機
よ
り
出
て
外
に
は
た
ら
く
も
の
な
り
。」（
原
漢
字
片
仮
名
）

「
手
を
あ
げ
手
を
ひ
ら
き
、
太
刀
を
あ
げ
身
を
開ひ

ら
き

、
飛と

び

あ
が
り
走は

し
り

か
ゝ
り
、
様さ

ま

様ざ
ま

の
は
た
ら
き
も
此
機
よ
り
出
て
外
に
は
た
ら
く
も
の
な

り
」
と
い
う
心
機
の
理
解
は
、
ほ
と
ん
ど
天
機
の
理
解
と
異
な
ら
な
い
。

「
天
機
」
は
「
天
の
は
た
ら
き
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
天
の
は
た
ら
き
」
が
人
間
の
体
の
は
た
ら
き
に
浸
透
し
た
も
の
を
指
す
。

こ
こ
で
、「
天
機
」
の
例
を
一
、二
示
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
『
淮え

南な
ん

鴻こ
う

烈れ
つ

解か
い

』
よ
り
。

（
一
）
巻
一
「
原
道
訓
」

―
聖
人
之
に
処
れ
ば
、
愁
悴
怨
対
を
為
さ
ず
し
て
、
其
の
自
ら
楽
し
む
所
以
を
失
は
ず
。
是
何
ぞ
や
。
則
ち
内

以
て
天
機
に
通
ず
る
こ
と
有
り
。
貴
賎
貧
富
労
逸
を
以
て
其
の
志
徳
を
失
は
ざ
る
者
也
。（
17
ウ
―
18
オ
）

（
二
）
巻
十
二
「
道
応
訓
」

―
（
伯
楽
の
言
葉
）
堙
の
観
る
所
の
若ご

と

き
者
は
天
機
也
。
其
の
精
を
得
て
其
の
粗
を
忘
れ
、
内
に
在
て
其
の

外
を
忘
れ
、
其
の
見
る
所
を
見
て
其
の
見
ざ
る
所
を
見
ず
、
其
の
視
る
所
を
見
て
其
の
視
ざ
る
所
を
遺す

つ
る
。

『
荘
子
』
も
「
天
機
」
を
言
う
。『
鬳
斎
口
義
』『
荘
子
因
』
は
そ
の
注
釈
で
あ
る
。

（
一
）
其
の
嗜
欲
深
き
者
は
其
の
天
機
浅
し

（
大
宗
師
篇
）

・
嗜
欲
と
は
人
欲
也
。
天
機
と
は
天
理
也
。

（
鬳
斎
口
義
）

・
天
機
、
天
然
の
気
。
機
、
即
息
也
。

（
荘
子
因
）

（
二
）（
虁き

に
蚿
が
言
う
）
予
れ
吾
が
天
機
を
動
か
し
て
其
然
る
所
以
を
知
ら
ず
。

（
秋
水
篇
）

・
此
段
は
只
、
時
命
の
自
然
に
、
人
力
の
預
る
所
に
非
ず
と
言
ふ
。

（
鬳
斎
口
義
）

（
三
）（
蛇
に
蚿
が
言
う
）
吾
、
衆
足
を
以
て
行
く
。
し
か
る
に
子
が
足
無
き
に
及
ば
ざ
る
こ
と
何
ぞ
や
。

　
　
（
蛇
が
答
え
る
）
そ
れ
天
機
の
動
か
す
所
、
何
ん
ぞ
易
ふ
べ
け
ん
や
。

（
秋
水
篇
）
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・
一
足
よ
り
説
て
無
足
に
到
る
。
皆
天
機
自
然
の
動
を
言
ふ
。
謂
つ
べ
し
、
世
間
至
奇
の
文
な
り
と
。 

（
鬳
斎
口
義
）

こ
の
（
一
）
の
例
を
使
っ
て
、
北
条
霞
亭
『
霞
亭
渉
筆
』
は
、「
孟
子
曰
く
、
心
を
養
ふ
者
は
寡
欲
よ
り
善
き
は
莫
し
。
荘
子
に
云
く
、

其
嗜
欲
深
き
は
天
機
浅
し
と
。
其
意
暗
に
相
符
す
」
と
言
う
。

中
江
氏
書
翰
（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
・
近
世
史
料
館
の
加
越
能
文
庫
一
六
―
八
〇
／
四
九
）

歌
の
う
ち
に
、「
天
機
不
レ
能
レ
已
不
レ
可
レ
易
才

ワ
ヅ
カ
ニ

渉
レ
バ

二
言
語
一
非
二
本
体
一
」
の
題
で
、「
貧
し
き
も
富
も
長
雨
に
住
春
の
柳
は
緑
花
は
紅

ひ
」
と
。
関
連
し
て
、「
柳
緑
花
は
紅
都
是
春
若
非
緑
是
紅
不
作
世
界
」
と
い
う
題
で
「
何
と
な
く
得
る
心
よ
り
人
に
よ
り
て
泣
も
笑
も
我

な
ら
ぬ
わ
ざ
」。

貝
原
益
軒
は
『
慎
思
録
」
巻
一
で
、
楽
は
「
人
心
之
天
機
」
と
言
い
、『
楽
訓
』
巻
上
で
は
「
天
機
に
触ソ

ク

発ハ
ツ

す
」
と
言
う
。
さ
ら
に
『
大

和
俗
訓
』
巻
四
「
心
術
下
」
で
も
「
楽

た
の
し
み

は
人ひ

と

の
心
に
生
れ
つ
き
た
る
天て

ん

機き

に
し
て
、
本も

と

自
お
の
づ
か

ら
こ
れ
あ
り
。
さ
れ
ど
も
私し

欲よ
く

あ
れ
ば
、
耳

目
口
体
の
欲よ

く

に
そ
こ
な
は
れ
、
喜き

怒ど

哀あ
い

懼く

の
情
に
お
ほ
は
れ
て
、
此
楽

た
の
し
み

を
失
ふ
。
君く

ん

子し

は
情
慾
に
や
ぶ
ら
れ
ず
し
て
、
常つ

ね

に
此
楽

た
の
し
み

を
失

は
ず
。
い
か
な
る
患く

わ
ん

難な
ん

の
事
に
あ
ひ
て
も
、
此
天て

ん

然ね
ん

自じ

有い
う

の
楽

た
の
し
み

を
改
め
ず
。
又
風ふ

う

花く
わ

雪せ
つ

月げ
つ

の
外
境
に
ふ
る
れ
ば
、
心
の
内う

ち

に
あ
る
本ほ

ん

然ぜ
ん

の
楽

た
の
し
み

、
外
物
と
相
和
し
て
、
弥

い
よ
〳
〵

楽た
の
し

む
。
是こ

れ

外ぐ
わ
い

物ぶ
つ

を
以
て
、
は
じ
め
て
楽

た
の
し
み

と
す
る
に
は
あ
ら
ず
、
外
物
来
り
て
、
本ほ

ん

然ぜ
ん

の
楽
を
た
す

く
る
な
り
。

田
能
村
竹
田
『
山
中
人
饒
舌
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
世
随
想
集
』）
か
ら
具
体
的
な
作
業
の
例
を
引
い
て
お
こ
う
。こ
こ
で
「
天
機
」

は
い
ま
言
う
「
自
然
」
で
あ
る
。「
自
然
の
原
動
力
」
で
あ
る
。

（
一
）
京
派
の
翎れ

い

毛も
う

花く
わ

卉き

、
専
力
写
生
し
、
用
筆
最
も
是
れ
柔
媚
、
賦
色
も
亦
鮮
新
を
極
む
。
花
の
正
開
背
面
、
放は

な

た
ん
と
欲
し
萎
れ
ん
と

欲
す
る
者
、
鳥
の
羽
を
刷ぬ

ぐ

ひ
、
虫
を
啄つ

い
ば

み
、
飛
ぶ
が
若ご

と

く
、
宿
る
が
若ご

と

き
者
、
春
秋
暁
昏
、
風
雨
陰
晴
、
天
機
の
寓
す
る
所
、
意

態
情
性
、
一
々
逼ふ

く

肖せ
う

し
て
窮
尽
せ
ざ
る
な
し
。（
上
巻
）

（
二
）
化
工
を
筆
端
に
寓
す
る
者
此
れ
を
作
れ
ば
（
絵
を
か
け
ば
―
引
用
者
注
）、
則
ち
観
る
者
を
し
て
時
を
撫
し
興
を
寄
せ
、
以
て
天
機
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を
楽
し
ま
し
む
。（
下
巻
）

こ
う
し
て
江
戸
期
の
「
天
機
」
を
見
て
く
る
と
、
さ
き
に
見
た
沢
庵
の
「
心
機
」
が
天
機
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
同
時
に
、
透
谷
の
「
心
機
」
も
天
機
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

で
は
透
谷
の
同
時
代
に
お
い
て
心
機
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
だ
っ
た
の
か
。
心
機
を
外
か
ら
眺
め
て
み
る
と
ど
う
見
え
る
か
。
一
例
を
引
い

て
お
こ
う
。
真
宗
の
僧
清
沢
満
之
の
講
話
「
心
機
の
発
展
」
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
（
明
治
三
十
四
年
九
月
「
精
神
界
」
一
巻
九
号
。

明
治
文
学
全
集
４
６
に
よ
る
）。

心
機
一
転
と
云
ふ
こ
と
は
近
頃
名
高
い
言
葉
と
な
つ
て
居
る
事
だ
が
、
こ
の
心
機
と
云
ふ
も
の
は
一
転
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
再
転
三

転
、
実
に
変
り
づ
め
の
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
て
よ
ろ
し
い
。
其
の
変
り
づ
め
で
あ
る
と
こ
ろ
の
心
機
も
、
或
時
代
の
間
は
同
一
の
方
向

に
向
ふ
て
働
く
こ
と
が
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
時
代
が
終
る
と
、
又
他
の
方
向
に
向
ふ
や
う
に
な
る
。
か
く
て
、
私
共
の
一
生
に
は
、

心
機
が
種
々
の
方
向
に
回
転
す
る
の
で
あ
る
。
今
私
は
こ
の
心
機
の
回
転
を
大
い
に
分
つ
て
三
と
し
て
味
ふ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

私○

共○

が○

何○

事○

を○

為○

す○

に○

も○

、
先○

づ○

始○

め○

の○
時○
代○

の○

間○

に○

起○

る○

べ○

き○

思○

想○

は○

外○

物○

を○

追○

ふ○

こ○

と○

の○

方○

へ○

向○

く○

や○

う○

で○

あ○

る○

。
其○

次○

に○

来○

る○

思○

想○

は○

自○

分○

の○

如○

く○

外○

物○

を○

従○

は○

し○

め○

や○

う○

と○
云○
ふ○

方○

へ○

向○

く○

。
其○

次○

に○

至○

れ○

ば○

自○

他○

の○

区○

別○

を○

泯○

亡○

し○

、
虚○

心○

平○

気○

の○

生○

活○

を○

す○

る○

や○

う○

に○

な○

る○

。
即
ち
、
こ
の
第
一
の
時
代
は
客●

観●

主●
義●

の●

時●

代●

で
、
第
二
の
時
代
は
主●

観●

主●

義●

の●

時●

代●

で
、
第
三
の
時
代
は
主●

客●

超●

絶●

主●

義●

の
時
代
で
あ
る
と
云
ふ
て
よ
い
。
私
共
の
経
験
に
よ
る
と
、
心
機
の
転
回
が
こ
ん
な
順
序
を
追
ふ
て
く
る
ら
し
う
考
へ
ら

る
ゝ
、
尚
ほ
又
世
間
の
人
の
為
す
こ
と
を
見
て
も
、
ど
う
も
そ
う
の
や
う
で
あ
る
。

清
沢
は
こ
の
心
機
の
三
転
を
、
利
を
求
め
る
場
合
、
名
を
求
め
る
場
合
、
人
と
の
交
際
法
、
倫
理
、
宗
教
の
五
つ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
考
察

し
て
確
認
し
て
い
る
の
だ
が
、
倫
理
の
ケ
ー
ス
を
抜
粋
し
て
お
こ
う
。

倫
理
上
の
主
義
か
ら
見
る
と
、
私
共
が
一
番
始
め
に
到
達
す
る
の
は
、
善
悪
の
判
断
を
客
観
的
方
面
に
求
む
る
の
で
あ
る
。
即
ち
功
利

主
義
に
な
る
も
の
は
、
倫
理
に
志
す
も
の
ゝ
一
番
最
初
に
入
る
の
門
で
あ
る
。
其
次
に
な
る
と
、
こ
の
客
観
的
標
準
の
不
確
を
感
ず
る
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や
う
に
な
つ
て
、
こ
の
標
準
を
主
観
の
方
面
に
求
む
る
や
う
に
な
る
。
こ
れ
が
即
ち
、
直
覚
主
義
と
云
ふ
も
の
ゝ
起
る
所
以
で
あ
る
。

と○

こ○

ろ○

が○

こ○

の○

思○

想○

が○

、
尚○

ほ○

一○

辺○

進○

む○

と○

、
善○

悪○

の○

標○

準○

な○

ど○

ゝ○

云○

ふ○

こ○

と○

に○

は○

、
と○

ん○

と○

無○

頓○

着○

に○

な○

る○

や○

う○

に○

な○

る○

。
所○

謂○

、

善○

を○

思○

は○

ず○

、
悪○

を○

思○

は○

ぬ○

境○

に○

達○

す○

る○

の○

で○

あ○

る○

。

こ
こ
に
は
す
で
に
、「
心
機
」
と
い
う
も
の
が
認
知
さ
れ
て
い
て
、「
発
展
」
的
に
探
ら
れ
て
い
く
筋
道
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
透
谷
の

「
心
機
」
を
管
理
す
る
よ
う
な
整
理
の
仕
方
で
あ
る
。

三　

心
宮
内
の
秘
宮

北
村
透
谷
は
、
心
と
そ
の
は
た
ら
き
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
た
。

人
間
の
生
涯
は
心
の
経
験
な
り
。
心
と
は
霊
魂
の
謂い

ひ

に
し
て
、
人
間
の
生い

の

命ち

の
裡う

ち

の
生い

の

命ち

な
り
。
人
の
生
涯
を
成
立
す
る
は
、
こ
の
心

と
、
之
を
囲
め
る
肉
体
と
の
交
渉
の
結
果
な
り
。（「
心
の
経
験
」）

さ
ら
に
透
谷
は
言
う
、「
神
の
霊
と
の
親
し
き
関
係
は
、
心
の
奥
の
秘
宮
に
於
て
あ
り
」「
心
は
神
の
事
を
経
験
す
る
為
に
与
へ
ら
れ
た
人
間

最
上
の
府み

や
こ

な
り
」（
同
前
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
の
理
想
的
精
神
の
復
活
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
自
由
の
思
想

の
奮
興
が
も
た
ら
し
た
思
想
界
の
変
遷
を
心
が
貫
い
て
い
る
と
認
識
し
た
透
谷
は
、
さ
ら
に
聖
経
に
対
し
て
は
、「
凡
て
の
批
評
眼
を
抉く

じ

り

去
り
て
後
に
聖
経
を
解
か
む
と
す
る
」「
羅
馬
教
の
積
弊
」
を
廃
し
、
直
接
に
、

心
を
以
て
基
礎
と
し
、
心
を
以
て
明
鏡
と
し
、
心
を
以
て
判
断
者
と
し
、
以
て
聖
経
に
教
ゆ
る
と
こ
ろ
を
行
は
ん
と
す
る
は
、
最
近
の

思
想
を
奉
じ
自
由
の
意
志
に
従
ひ
て
信
仰
を
形

か
た
ち
づ

く
る
も
の
な
り
け
り
。（「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
明
治
二
十
五
年
九
月
）

と
認
識
し
た
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
情
に
は
、
漢
儒
の
注
釈
学
を
廃
し
て
、
直
接
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
を
提
唱
し
た
宋
学
に
似
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。
近
代
が
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
道
筋
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
透
谷
は
「
心
宮
」（
心
）
を
す
べ
て
の
根
源
と
す
る
。「
人
世
は
遂
に
説
明
し
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」、
だ
か
ら
「
人

生
を
指
導
す
る
も
の
も
亦ま

た
、
遂
に
解
釈
し
尽
く
す
能
は
ざ
る
程
の
宝
蔵
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
可
な
る
と
こ
ろ
を
知
る
能
は
ず
」
と
考
え
る
。

こ
の
「
宝
蔵
」
こ
そ
が
心
で
あ
る
。「
心
こ
そ
凡
て
の
も
の
を
涵
す
る
止し

水す
い

な
れ
」「
ヨ
ハ
ネ
の
所
謂
道
を
備
ふ
る
と
は
、
即
ち
心
を
虚む

な
し

う

す
る
に
あ
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
唯
だ
夫
れ
老
荘
の
、
心
を
以
て
太
虚
と
な
し
、
こ
の
太
虚
こ
そ
真
理

の
形
象
な
り
と
認
む
る
如
き
、
又
は
陽
明
派
の
良
知
良
能
、
禅
僧
の
心
は
宇
宙
の
至
粋
に
し
て
心
と
真
理
と
殆

ほ
と
ん
ど

一
躰
視
す
る
が
如
き
は
、

基
督
教
の
心
を
備
へ
た
る
後
に
真
理
を
迎
ふ
も
の
と
同
一
視
す
べ
か
ら
」
ざ
る
も
の
で
あ
る
（
同
前
）。
つ
ま
り
、
透
谷
は
、
心
と
真
理
を

即
一
体
化
す
る
の
で
は
な
く
、
心
を
自
立
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
、
こ
こ
に
、
江
戸
時
代
か
ら
近
代
へ
の

過
程
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
星
野
天
知
の
「
沢
庵
禅
師
を
観
る
」
と
い
う
文
章
を
見
よ
う
（「
女
学
雑
誌
」
第
三
百
二
十
四
号
甲
巻
、
明
治
二
十
五
年
七

月
）。彼か

れ
は
煩は

ん

悶も
ん

鬱う
つ

結け
つ

の
余
り
、
情じ

よ
う

を
殺
し
て
涙
を
呑
み
、
稍や

ゝ

霊
の
世
界
に
心
を
遁の

が

し
て
、
不
完
全
な
が
ら
も
冷ひ

や

や
な
る
慰
め
を
得
た
る

や
に
思
ひ
定
め
、
人じ

ん

世せ
い

斯か

く
こ
そ
と
信
じ
て
無
残
に
も
心
を
死し

地ち

に
投
入
し
、
形け

い

骸が
い

微み

塵ぢ
ん

に
砕
け
よ
心
動
ず
る
も
の
か
わ
と
観
念
し

て
、
心
を
人
世
に
荒
れ
ぬ
き
つ
ゝ
僅わ

づ

か
に
活
気
を
か
へ
し
て
歌
ふ
ら
く

夢
や
ぶ
れ
心
の
月
も
光
り
そ
ふ

雲
の
林
に
あ
か
つ
き
の
鐘

こ
の
沢
庵
理
解
は
さ
き
に
見
た
沢
庵
自
身
の
心
機
の
理
解
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
星
野
天
知
の
世
界
理
解
の
反
映
で
あ
り
、
透
谷
も
共
有
し

て
い
る
時
代
の
関
心
と
認
識
の
反
映
で
あ
る
。

透
谷
は
、「
心
機
妙
変
を
論
ず
」
で
、「
人
生
の
秘
奥
」
は
「
心
宮
内
の
秘
宮
」
に
あ
る
と
言
う
。「
心
に
宮
あ
り
、
宮
の
奥
に
他
の
秘
宮

あ
り
」
と
言
う
時
の
「
他
の
秘
宮
」
で
あ
る
。
人
は
、
第
一
の
宮
は
他
に
開
放
す
る
も
、「
秘
宮
」
は
閉
ざ
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
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こ
の
秘
宮
を
開
き
示
さ
な
け
れ
ば
、「
人
生
の
秘
奥
」
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

人
須
ら
く
心
の
奥
の
秘
宮
を
重
ん
ず
べ
し
、
之
を
照あ

き

ら
か
に
す
べ
し
、
之
を
直な

ほ

う
す
べ
し
、
之
を
白
か
ら
し
む
べ
し
、
之
を
公
け
な
ら

し
む
べ
し
。
大
罪
大
悪
の
消
ゆ
る
は
此
奥
に
あ
り
、
大
仁
大
善
の
発
す
る
は
此
奥
に
あ
り
、
秘
事
秘
密
の
天
に
通
ず
る
は
此
奥
に
あ

り
、
沈
黙
無
言
の
大
雄
弁
も
此
奥
に
あ
り
、
然
り
、
永
遠
の
生
命
の
存
す
る
も
こ
の
奥
に
あ
り
、
か
の
説
明
し
得
べ
か
ら
ず
と
言
は
れ

た
る
人
生
の
一
端
の
、
説
明
せ
ら
る
ゝ
も
こ
の
奥
に
こ
そ
。
こ
の
奥
に
こ
そ
人
生
の
最
大
至
重
の
も
の
あ
る
な
れ
。（「
各
人
心
宮
内
の

秘
宮
」）

馬
琴
に
お
け
る
、
漏
ら
し
て
は
い
け
な
い
天
機
の
よ
う
に
（
と
透
谷
は
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）、
心
宮
内
の
秘
宮
を
各
人
は
閉

ざ
す
。
し
か
し
、
人
が
天
機
を
漏
ら
さ
な
く
と
も
、
造
化
の
神
が
天
機
を
実
現
し
て
い
く
よ
う
に
（
と
透
谷
は
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
）、
心
宮
内
の
秘
宮
の
持
主
で
あ
る
各
人
は
、（
み
ず
か
ら
が
造
化
の
神
の
立
場
に
立
っ
て
）
そ
の
秘
宮
を
明
か
し
、
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
よ
う
に
言
う
透
谷
の
希
望
は
明
白
で
あ
る
。

道
は
邇ち

か

き
に
あ
り
と
言
ひ
た
る
も
の
、
即
ち
、
人
間
の
秘
奥
の
心
宮
を
認
め
た
る
も
の
な
り
。
霊
魂
不
朽
を
説
き
た
る
も
の
、
即
ち
生

命
の
泉
源
は
人
間
の
自
造
的
に
あ
ら
ざ
る
を
認
め
た
る
も
の
な
り
。
内
部
の
生
命
あ
ら
ず
し
て
、
天
下
豈
、
人
性
人
情
な
る
者
あ
ら
ん

や
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
信
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
真
正
の
人
性
人
情
を
知
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
五
十
年
の
人
生
0

0

を
以
て
人

性
人
情
を
解
釈
す
べ
き
唯
一
の
舞
台
と
す
る
論
者
の
誤
謬
は
、
多
言
を
須
ひ
ず
し
て
明
白
な
る
べ
し
。（「
内
部
生
命
論
」
明
治
二
十
六

年
五
月
）

こ
こ
に
宣
言
さ
れ
た
心
の
自
立
は
、
心
の
内
部
の
、
つ
ま
り
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
の
構
造
に
現
れ
て
い
る
。

聖せ
い

経け
い

は
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
を
以
て
神
の
座お

は

す
と
こ
ろ
と
せ
り
、
其
神
殿
に
聖せ

い

所し
よ

あ
り
、
至し

聖せ
い

所し
よ

あ
り
、
至
聖
所
に
は
司
祭
の
長を

さ

の
外ほ

か

之
に
入
る
こ
と
を
得
る
も
の
甚
だ
稀
な
り
と
伝
ふ
。
わ
れ
惟お

も

へ
ら
く
、
人
の
心
も
亦
た
斯
く
の
如
く
な
る
に
あ
ら
ざ
る
か
。（「
各
人
心

宮
内
の
秘
宮
」）
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そ
し
て
こ
の
構
造
は
、
沢
庵
の
「
機
」
の
構
造
に
類
似
し
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
引
い
た
『
沢
庵
禅
師
法
語
』
の
「
心
機
」
の
直
前
の
項
目
の

「
機
」
か
ら
引
い
て
お
こ
う
。

先ま
づ

機
と
云い

ふ

は
た
と
へ
物
な
り
。
機
は
枢す

う

機き

（
く
る
ゝ
―
左
訓
）
と
て
家
の
戸
に
あ
る
く
る
ゝ
と
云
も
の
な
り
。
家
よ
り
く
る
ゝ
を
明あ

け

て

外ほ
か

へ
人
が
出い

づ

る
に
、
善よ

き

所と
こ
ろ

へ
行
も
悪あ

し
き

所と
こ
ろ

へ
行
も
、
此
く
る
ゝ
を
明あ

く
る

所
に
有
な
り
。
こ
ゝ
か
ら
別わ

か
り

て
二
道み

ち

に
成な

る

ち
ま
た
な
り
。
我わ

が

心こ
こ
ろ

は
善
に
も
移う

つ
り

悪
に
も
移う

つ
る

物も
の

な
り
。
善
へ
や
ら
ん
も
悪
へ
や
ら
ん
も
気
次
第
な
り
。
此
気
が
心
を
善
所
へ
や
ら
ん
と
悪
所
へ
や
ら

ん
と
ま
ゝ
な
り
。
此
気
が
ゆ
る
せ
ば
悪
所
へ
心
が
行ゆ

く

な
り
。
此
気
が
守ま

も
り

か
た
め
て
悪
所
へ
や
ら
ね
ば
善
に
行ゆ

く

な
り
。
此
故
に
気
を
機

に
た
と
へ
て
気
を
機
と
云
な
り
。
心
の
善
所
悪
所
へ
行ゆ

く

戸
口
な
り
。
此
戸
よ
り
奥
に
て
は
心
は
善
に
も
悪
に
も
つ
か
ぬ
な
り
。

「
此
戸
よ
り
奥
に
て
は
心
は
善
に
も
悪
に
も
つ
か
ぬ
な
り
」
は
、
い
わ
ゆ
る
不
思
善
不
思
悪
の
境
域
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
沢
庵
に
よ
れ

ば
、「
く
る
ゝ
と
云
物
は
戸
の
内
に
有あ

り

、
外ほ

か

か
ら
見
へ
ぬ
物
也
。
人
の
気
も
内
に
あ
れ
ど
も
善
悪
の
心
が
外ほ

か

へ
あ
ら
は
る
ゝ
物
な
り
。
此
機

を
よ
く
見み

付つ
く

る
が
入い

る

事こ
と

な
り
」（
同
前
「
機
」
の
項
）。「
入い

る

事こ
と

」
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
。
比
較
し
て
言
え
ば
、
沢
庵
は
く
る
る
（
秘
宮
）

を
外
か
ら
他
人
が
見
て
察
知
す
べ
き
だ
と
言
う
の
に
対
し
、
透
谷
は
本
人
の
方
か
ら
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
以
上
述
べ
た
こ
と
を
簡
単
に
図
式
化
し
て
お
こ
う
。
透
谷
の
「
心
機
」
は
沢
庵
の
「
機
」
に
通
じ
、
江
戸
期
の
「
天
機
」
に
通

じ
て
い
る
。「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」（
明
治
二
十
六
年
二
月
）
に
「
吉
野
山
は
、
活
用
論
者
の
睹み

易
か
ら
ざ
る
活
機
を
吾
人
に
教

ふ
る
な
り
」「
吾
人
は
造
化
主
の
吾
人
に
与
へ
た
る
大
活
機
を
利
用
し
て
」
と
い
う
言
い
方
が
見
え
る
。
し
か
し
、「
心
宮
内
の
秘
宮
」
は
あ

く
ま
で
も
心
の
内
部
の
構
造
で
あ
る
。
心
機
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
天
機
は
心
を
超
え
る
。
つ
ま
り
、
透
谷
の
「
心
宮
内
の
秘
宮
」
は
、

天
機
を
心
機
の
内
に
取
り
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

透
谷
の
言
う
聖
所
（
深
宮
）
と
至
聖
所
（
秘
宮
）
の
構
造
を
、
中
国
の
葛
洪
（
二
八
三
―
三
四
三
）
が
撰
述
し
た
『
抱
朴
子
』
巻
十
八

「
地
真
」
の
記
述
と
比
較
し
て
お
こ
う
。『
抱
朴
子
』
は
「
一
」
の
宿
る
人
体
の
箇
所
を
三
つ
示
し
、
そ
の
中
の
中
丹
田
を
宮
殿
の
像
で
描
い

て
い
る
。『
抱
朴
子
』
は
日
本
で
も
よ
く
読
ま
れ
た
本
で
あ
る
が
、
透
谷
が
読
ん
だ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
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老
君
の
曰
ふ
、
忽こ

つ

兮た
り

恍く
わ
う

兮た
り

、
其
中
に
象
有
り
、
恍
兮
忽
兮
、
其
中
に
物
有
り
（『
老
子
』
第
二
十
一
章
）
と
は
、
一
の
謂い

ひ

な
り
。
故
に

仙
経
に
曰
く
、
子し

長
生
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
一
を
守
る
こ
と
当ま

さ

に
明

あ
き
ら
か

な
る
べ
し
。
一
を
思
う
て
飢う

ゑ

に
至
ら
ば
、
一
之
に
糧か

て

を
与あ

た

ふ
。
一

を
思
う
て
渇
に
至
ら
ば
、
一
之
に
漿

の
み
も
の

を
与
ふ
。
一
に
は
姓
字
と
服
色
と
有
り
。
男
は
長
さ
九
分
、
女
は
長
さ
六
分
に
し
て
、
或
は

臍ほ
ぞ
の

下し
た

二
寸
四
分
の
下か

丹た
ん

田で
ん

の
中
に
在
り
、
或
は
心し

ん

下か

絳か
う

宮き
ゆ
う

金
闕
の
中
丹
田
に
在
る
な
り
。
或
は
人
の
両
眉
の
間
に
在
り
て
、
却き

や
く

行か
う

す
る
こ
と
一
寸
を
明
堂
と
為
し
、
二
寸
を
洞
房
と
為
し
、
三
寸
を
上
丹
田
と
為
す
。
此
は
乃
ち
是こ

れ

道
家
の
重
ん
ず
る
所
に
し
て
、
世
世

血
を
歃す

ゝ

り
て
、
其
姓
名
を
口
伝
す
る
の
み
。（「
内
篇
」
巻
十
八
「
地
真
」。
石
島
快
隆
訳
註
、
岩
波
文
庫
）

村
上
嘉
実
の
解
を
引
こ
う
。「
一
に
は
姓
名
、
字あ

ざ
な

、
定
ま
っ
た
服
の
色
が
あ
る
。
男
は
九
分
、
女
は
六
分
の
小
さ
い
も
の
で
、
人
体
の
丹
田

の
中
に
住
ん
で
い
る
。
人
体
に
は
三
つ
の
丹
田
が
あ
る
。
臍ほ

ぞ

の
下
二
寸
四
分
の
所
が
下
丹
田
、
心
臓
の
下
に
朱
塗
り
の
宮
殿
、
黄
金
の
門
が

あ
り
、
そ
こ
が
中
丹
田
、
両
眉
の
間
の
、
一
寸
奥
が
明
堂
、
二
寸
奥
が
洞
房
で
、
三
寸
奥
を
上
丹
田
と
い
う
。「
一
」
は
こ
の
三
つ
の
丹
田

の
何
れ
か
に
い
る
。
そ
の
姓
名
は
絶
対
の
秘
密
に
な
っ
て
お
り
、
師
弟
の
間
で
は
、
代
々
血
を
す
す
っ
て
口
伝
す
る
。」（
村
上
嘉
実
『
抱
朴

子
』
四
二
「
神
秘
な
る
一
」。
中
国
古
典
新
書
、
明
徳
出
版
社
）

こ
こ
で
心
宮
に
か
か
わ
る
要
素
と
し
て
、
あ
ら
た
に
「
一
」
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
し
て
透
谷
も
ま
た
「
一
」
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

四　
「
一
」
と
生
命

道
教
に
お
い
て
「
一
」
は
根
源
的
な
物
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。「
守
一
」
は
長
生
な
ど
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。『
抱
朴
子
』
に
よ
れ
ば
、

「
一
」
は
、
人
体
の
下
丹
田
、
中
丹
田
、
上
丹
田
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
、「
北
極
大
淵
」
の
中
に
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
一
」
の

在
り
所
は
宮
殿
の
像
で
語
ら
れ
て
い
る
。
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一
は
北
極
大
淵
の
中
に
在
り
。
前
に
明
堂
有
り
、
後
に
絳
宮
有
り
、
巍
巍
た
る
華
蓋
、
金
楼
の
穹
窿
、
左
に
罡か

う

、
右
に
魁く

わ
い

、
激
波
空

に
掦
り
、
玄
芝
崖が

い

に
被か

う
む

り
、
朱
草
蒙も

う

瓏ろ
う

、
白
玉
嵯
峨
た
り
、
日
月
光ひ

か
り

を
垂
れ
、
火
を
歴へ

、
水
を
過
ぎ
、
玄
を
経へ

、
黄
を
渉
り
、
城
闕

交
錯
し
、
帷
帳
琳
琅
た
り
、
龍
虎
列
衛
し
、
神
人
傍
に
在
り
。
施
さ
ず
与
へ
ず
、
一
其そ

の

所と
こ
ろ

に
安
ん
ず
。（「
地
真
」）

透
谷
の
心
宮
内
の
秘
宮
（「
人
生
の
秘
奥
」
―
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
の
至
聖
所
の
像
）
と
『
抱
朴
子
』
の
「
一
」（
心し

ん

下か

絳か
う

宮き
ゆ
う

金
闕
、
北
極

大
淵
の
中
の
金
楼
）
を
単
純
に
対
比
さ
せ
る
な
ら
、「
一
」
は
「
秘
宮
」
の
中
核
に
あ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
透
谷
は
別
に
「
一
」

そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

海
も
陸
も
、
山
も
水
も
、
ひ
と
し
く
我
が
心
の
一
部
に
し
て
、
我
れ
も
亦
た
渠
の
一
部
分
な
り
。
渠
も
我
も
何
物
か
の
一
部
分
に
し

て
、
帰
す
る
と
こ
ろ
即
ち
一
な
り
。（
略
）
渠
を
支
配
す
る
生
命
の
法
は
、
即
ち
我
を
支
配
す
る
生
命
の
法
な
り
。
渠
と
我
と
の
間
に

「
自
然
」
の
前
に
立
ち
て
甚
し
き
相
違
あ
る
こ
と
な
し
。
法
は
一
な
り
。
法
に
順
ふ
も
の
も
亦
た
一
な
り
。
法
と
法
に
順
ふ
も
の
と
の

関
係
も
亦
た
一
な
り
。（「
万
物
の
声
と
詩
人
」
明
治
二
十
六
年
十
月
）

こ
こ
で
の
「
一
」
は
「
同
じ
も
の
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
、
言
う
と
こ
ろ
は
儒
学
が
基
本
と
す
る
「
万
物
一
体
」
の
考
え
に
通
じ
て

い
る
。孟

子
曰
く
、
万
物
皆
我
に
備
は
る
。
身
に
反
し
て
（
反
省
し
て
）
誠
な
れ
ば
、
楽

た
の
し
み

、
焉こ

れ

よ
り
大
な
る
は
莫な

し
。
強き

や
う

恕じ
よ

（
つ
と
め
て

思
い
や
る
）
し
て
行お

こ
な

ふ
、
仁
を
求
む
る
こ
と
焉こ

れ

よ
り
近
き
は
莫な

し
、
と
。（『
孟
子
』「
尽
心
」
上
）

夫
れ
人
は
天
地
の
心
に
し
て
、
天
地
万
物
は
本も

と

吾
が
一
体
な
る
者
な
り
。
生
民
の
困こ

ん

苦く

荼と

毒ど
く

（
害
毒
）
は
、
孰い

づ
れ

か
疾
痛
の
吾
が
身
に

切
な
る
者
に
非
ざ
ら
ん
や
。
吾
が
身
の
疾
痛
を
知
ら
ざ
る
は
、「
是
非
の
心
無
き
」
者
な
り
。
是
非
の
心
は
「
慮
ら
ず
し
て
知
り
、
学

ば
ず
し
て
能
く
す
」、
所
謂
良
知
な
り
。（『
伝
習
録
』
中
巻
「
答
聶
文
蔚
第
一
書
」）

も
う
一
度
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
を
見
て
お
こ
う
。

心
に
宮
あ
り
、
宮
の
奥
に
更
に
他
の
宮
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
か
。
心
は
世
の
中な

か

に
あ
り
、
而
し
て
心
は
世
を
包
め
り
、
心
は
人
の
中な

か

に
存
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し
、
而
し
て
心
は
人
を
包
め
り
。
も
し
外
形
の
生
命
を
把と

り
来
つ
て
観
ず
れ
ば
、
地
球
広
し
と
雖
、
五
尺
の
体
躯
大
な
り
と
雖
、
何
す

れ
ぞ
沙
翁
を
し
て
「
天
と
地
と
の
間
を
蠕は

ひ
ま
は
る
我
は
果
し
て
い
か
な
る
も
の
ぞ
」
と
大
喝
せ
し
め
む
。
唯
だ
夫
れ
こ
の
心
の
世
界

斯か
く

の
如
く
広
く
、
斯か

く

の
如
く
大お

ほ
い

に
、
森
羅
万
象
を
包
み
て
余
す
こ
と
な
く
、
而
し
て
こ
の
広
大
な
る
心
が
来
り
臨
み
て
人
間
の
中う

ち

に

あ
る
時
に
、
渺
々
（
眇
々
の
意
か
）
た
る
人
間
眼
を
以
て
説
明
し
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
世
に
存
在
せ
し
む
る
な
り
。

こ
こ
に
は
万
物
一
体
の
考
え
の
み
な
ら
ず
、「
心
」
が
森
羅
万
象
を
覆
い
つ
く
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
透
谷
は
こ
こ
で
「
法
は
一
な
り
。
法
に
順
ふ
も
の
も
亦
た
一
な
り
。
法
と
法
に
順
ふ
も
の
と
の
関
係
も
亦

た
一
な
り
」
と
、「
一
」
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
透
谷
の
「
一
」
を
読
む
と
、『
抱
朴
子
』
の
「
一
」
が
透
谷
の
秘
宮
と
ま
っ
た
く
無
関

係
と
も
思
わ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、
透
谷
の
「
一
」
は
さ
ら
に
超
越
的
で
内
在
的
な
よ
う
に
も
見
え
る
。

亀
井
妙
子
は
、
こ
の
透
谷
の
文
章
を
考
察
し
て
、
透
谷
の
、「
根
本
の
生
命
は
一
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
、
三
浦
梅
園
の
「
一
」
に
該

当
す
る
と
し
て
、『
日
本
の
名
著
20　

三
浦
梅
園
』
の
『
玄
語
』
か
ら
「
一い

ち

元
気
は
玄
（
根
源
的
存
在
）
で
あ
る
」「
条
理
と
は
一い

ち

一い
ち

で
あ

る
。
分
化
し
て
反
転
し
、
統
合
し
て
一
に
な
る
」
等
の
思
想
を
引
い
て
、「
根
源
に
向
か
っ
て
思
考
す
る
能
力
こ
そ
が
、
梅
園
と
透
谷
に
流

れ
る
水
脈
な
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（「〈
内
観
思
考
〉
の
一
つ
の
水
脈
―
北
村
透
谷
と
三
浦
梅
園
―
」『
北
村
透
谷
と
は
何
か
』
所

収
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。
新
鮮
な
論
で
あ
る
が
、
三
浦
梅
園
を
言
う
前
に
、
い
ま
一
度
、
古
典
的
な
表
現
と
思
考
を
見
て
お
こ
う
。

心
機
の
も
と
に
生
命
が
あ
り
、
生
命
の
根
源
に
「
一
」
を
想
定
し
て
い
る
以
上
、
煩
瑣
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
で
き
る
だ
け
広
い
場
で
「
一
」

に
託
さ
れ
た
意
味
を
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
透
谷
の
「
一
」
の
位
置
を
確
か
め
る
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
的

な
出
所
を
探
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。

い
ま
述
べ
た
『
抱
朴
子
』
の
ほ
か
に
も
、『
老
子
』
が
あ
り
、『
荘
子
』
が
あ
り
、
禅
語
録
が
あ
る
。

老
子

昔
の
一
を
得
る
者
は
、
天
は
一
を
得
て
以
て
清
し
、
地
は
一
を
得
て
以
て
寧
し
、
神
は
一
を
得
て
以
て
霊
な
り
、
谷
は
一
を
得
て
以
て
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盈
つ
、
万
物
は
一
を
得
て
以
て
生
じ
、
王
侯
は
一
を
得
て
以
て
天
下
の
貞
と
為
る
、
其
の
之
を
致
す
こ
と
は
一
な
り
。（
山
本
洞
雲

『
老
子
諺
解
』
昔
之
得
一
章
、
第
三
十
九
章
。「
漢
籍
国
字
解
全
書
」
に
よ
る
）

「
一
」
に
関
す
る
江
戸
期
の
わ
か
り
や
す
い
説
明
と
し
て
、「
営
魄
を
載
せ
て
一
を
抱
き
、
能
く
離
る
る
こ
と
無
か
ら
ん
乎か

。」（『
老
子
』
第

十
章
）
に
関
す
る
海
保
青
陵
の
説
明
を
引
こ
う
。「
一
」
は
魂
の
こ
と
で
あ
る
。

営
は
い
れ
も
の
也
。
魄
は
か
ら
だ
也
。
即
ち
魂
を
い
れ
て
お
く
い
れ
も
の
也
。
一
体
天
の
理
は
、
天
地
の
開
闢
よ
り
天
地
の
窮
尽
ま

で
、
ズ
ツ
ト
一
筋
通
り
た
る
も
の
な
れ
ば
、
人
の
世
に
居
る
は
、
此
一
筋
通
り
た
る
上
を
、
大
切
に
ふ
み
は
づ
さ
ぬ
や
う
に
行
く
こ
と

也
。
此
理
に
す
こ
し
は
づ
れ
て
も
、
己
れ
が
身
に
損
の
た
つ
こ
と
也
。
譬
へ
ば
か
る
わ
ざ
の
綱
わ
た
り
を
す
る
に
、
違
ひ
た
る
こ
と
な

し
。
唯
一
筋
の
綱
の
上
を
行
く
。
わ
き
目
も
ふ
ら
れ
ぬ
こ
と
也
。
少
し
に
て
も
は
づ
れ
離
る
れ
ば
、
忽
ち
綱
の
上
よ
り
落
つ
る
也
。
扨

つ
な
わ
た
り
を
す
る
人
は
、
綱
の
上
に
居
り
、
ソ
ロ
〳
〵
と
行
く
。
凡
そ
一
間
半
ば
か
り
さ
き
を
見
て
、
ダ
ン
〳
〵
に
わ
た
る
也
。
抱

は
、
前
に
置
く
こ
と
也
。
前
に
一
筋
の
つ
な
を
見
て
、
此
つ
な
を
離
れ
ぬ
や
う
に
行
く
也
。
故
に
営
魄
を
一
に
載
せ
て
、
此
一
を
前
に

見
て
、
は
な
れ
ぬ
か
〳
〵
と
己
れ
が
身
に
き
ゝ
て
見
る
也
。（
海
保
青
陵
『
老
子
国
字
解
』
第
十
章
の
冒
頭
の
解
）

荘
子

『
荘
子
』
に
も
「
一
」
に
言
及
し
た
所
が
あ
る
。
い
く
ら
か
引
い
て
お
こ
う
（
岩
波
文
庫
）。

泰た
い

初し
よ

に
無む

あ
り
。
有ゆ

う

も
な
く
名
も
な
し
。
一
の
起
こ
る
所
、
一
あ
る
も
未い

ま

だ
形
せ
ず
、
物
得
て
以
て
生
ず
る
、
こ
れ
を
徳
と
謂い

う
。

『
荘
子
鬳け

ん

斎さ
い

口
義
』
は
こ
の
部
分
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

泰
初
と
は
造
化
の
始
な
り
。
有
る
所
の
者
は
只
是
れ
無
の
み
な
り
。
未
だ
箇
の
有
の
字
有
ら
ず
。
有
、
猶
之
れ
無
き
と
き
は
安い

づ

く
ん
ぞ

名
有
る
こ
と
を
得
ん
。
此
れ
乃
ち
一
の
由
て
起
る
所
な
り
。
此
の
一
の
字
、
便
ち
是
れ
無
の
字
な
り
。
故
に
一
有
り
て
未
だ
形
あ
ら
ず

と
曰
ふ
。
物
得
て
以
て
生
ず
る
と
き
は
、
有
有
り
。
凡
そ
物
各
其
の
有
を
有
す
れ
ば
、
皆
徳
な
り
。

こ
れ
は
「
混
沌
」
の
「
一
」
で
あ
る
。
次
は
死
生
を
超
え
る
考
え
方
の
「
一
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
万
物
」
の
「
一
」
で
あ
る
。



［　 ］［　 ］153［　 ］ （　）18（　）18

若も

し
死
生
を
徒
と
為な

せ
ば
、
吾
れ
又
た
何
を
か
患う

れ

え
ん
。
故
に
万
物
は
一
な
り
。
是
れ
其
の
美
と
す
る
所
の
者
を
神し

ん

奇き

と
為
し
、
其
の

悪
と
す
る
所
の
者
を
臭し

ゆ
う

腐ふ

と
為
す
も
、
臭
腐
は
復ま

た
化
し
て
神
奇
と
為
り
、
神
奇
は
復
た
化
し
て
臭
腐
と
為
る
。
故
に
曰
わ
く
、
天

下
を
通
じ
て
一
気
の
み
と
。
聖
人
は
故
に
一
を
貴
ぶ
な
り
と
。（「
知
北
遊
篇
」）

さ
ら
に
「
達
正
篇
」
で
は
、
集
中
、
没
入
、
無
心
の
状
態
を
「
一
」
で
表
現
し
て
い
る
。

工

（
名
工
の
名
）、
旋め

ぐ

ら
せ
ば
而す

な
わ

ち
規き

矩く

に
蓋あ

う
。
指
は
物
と
化
し
て
、
心
を
以
て
稽と

ど

め
ず
。
故
に
其
の
霊
台
は
一
に
し
て
桎ふ

さ

（
窒
）
が
ら
ず
。

工
人
が
手
先
を
ふ
る
う
と
、
で
き
た
物
は
ぴ
っ
た
り
と
寸
法
が
合
い
、
指
は
材
料
と
一
体
と
な
り
、
心
の
思
慮
で
ど
う
な
る
も
の
で
も
な

い
。
精
神
は
純
一
で
、
自
由
に
は
た
ら
く
。「
霊
台
」
は
心
の
こ
と
。

村
上
嘉
実
『
抱
朴
子
』
四
二
「
神
秘
な
る
一
」（
中
国
古
典
新
書
、
明
徳
出
版
社
）
を
引
い
て
、
老
荘
の
「
一
」
の
ま
と
め
と
し
よ
う
。

『
老
子
』
や
『
荘
子
』
に
お
い
て
、
人
間
の
窮
極
の
在
り
方
は
、
道
と
一
体
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
仙
道
に
お
い

て
は
、「
一
を
守
る
」（
守
一
）
と
い
う
形
に
な
っ
て
出
て
く
る
。そ
の
「
一
」
な
る
も
の
は
、
宗
教
的
に
神
秘
的
な
実
在
で
あ
る
か
ら
、

心
に
こ
の
「
一
」
を
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
の
神
秘
が
実
現
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
飢
の
と
き
は
糧
が
与
え
ら
れ
、
渇
の
と
き
は

漿の
み
も
の

が
与
え
ら
れ
る
。
一
を
精
思
す
る
こ
と
を
守
一
と
い
う
の
で
あ
る
。

禅
ま
た
、
透
谷
の
「
帰
す
る
と
こ
ろ
即
ち
一
な
り
」（「
万
物
の
声
と
詩
人
」）
は
、
禅
宗
の
「
万
法
一
に
帰
す
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
さ

せ
る
だ
ろ
う
。「
万
法
一
に
帰
す
、
一
は
い
づ
れ
に
帰
す
」
と
い
う
形
で
、
禅
語
録
の
随
所
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
般

的
な
『
碧
巌
録
』
第
四
十
五
則
を
引
い
て
お
こ
う
（
享
保
二
年
天
桂
伝
尊
禅
師
提
唱
の
『
舐し

犢と
く

抄
』
に
よ
る
。『
碧
巌
録
講
義
』
と
し
て
明

治
三
十
一
年
刊
、
明
治
四
十
三
年
六
版
。
原
漢
字
片
カ
ナ
）。

挙こ

す
、
僧
、
趙じ

ょ
う

州し
ゅ
う

に
問
ふ
、「
万
法
は
一
に
帰
す
、
一
は
何い

づ

れ
の
処
に
か
帰
す
」。（
こ
れ
に
対
し
て
趙
州
が
答
え
る
）「
我
れ
青
州
に
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在
つ
て
一
領
の
布ふ

衫さ
ん

を
作
る
。
重
き
こ
と
七し

ち

斤き
ん

」。（
本
則
）

こ
の
解
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

此
の
僧
一
切
万
法
、
都
て
一
心
の
所
造
な
る
が
故
に
、
帰
す
れ
ば
一
心
也
、
此
の
一
心
は
、
ど
こ
へ
帰
し
た
者
ぞ
と
、
句
裏
に
呈
レ
機

来
つ
た
、
此
の
僧
も
照
々
霊
々
の
処
に
見
か
た
ま
つ
て
居
る
、
一
点
悟
り
の
具
地
有
り
、
以
レ
爰
一
と
な
じ
り
と
出
た
也
、（
略
）
肩

が
ひ
け
て
ど
う
も
成
ら
ぬ
、
重
く
お
ぢ
や
る
と
、
是
れ
仏
法
と
や
せ
ん
、
禅
道
と
や
せ
ん
、
一
の
帰
処
と
や
せ
ん
、
是
れ
趙
州
於
ニ
答

不
得
之
所
一
、
超
仏
越
祖
、
転
身
自
在
の
活
作
略
也
。

「
万
法
は
一
に
帰
す
、
一
は
何い

づ

れ
の
処
に
か
帰
す
」
は
、
高
峯
禅
師
が
よ
く
使
っ
た
。
高
峯
は
、
日
本
に
も
な
じ
み
の
ふ
か
い
南
宋
の
中
峯

和
尚
の
師
匠
で
あ
る
。

戯
文

或
人
来
り
話
す
。
天
老
和
尚
の
一
の
字
の
句
に
及
ぶ
。
因
て
漫マ

ン

書
し
て
児ジ

童ド
ウ

に
授
く
。

一
ハ
ジ
メ
ヨ
リ

―

一
マ
コ
ト
ナ
レ
バ

学
一

モ
ツ
パ
ラ

―

一ス
ヽ
ム

一
ツ
ヽ
シ
メ
バ

レ

一
ヒ
ト
リ
ヲ

道
一マ

サ
ニ

―

一
ア
キ
ラ
カ
ニ

重　

習
コ
ト

一ト
キ

―

一
ス
ク
ナ
ケ
レ
バ

心
一ス

デ
ニ

―

一ム
ナ
シ

思
―
勉

コ
ト

一ヒ
ヾ
ニ

―

一
ナ
ガ
ケ
レ
バ

智
一マ

ス
レ

一
タ
ク
ミ
ヲ

一
ヲ
ホ
ヒ
ニ
シ

レ
志

ヲ
一カ

ヘ
レ
私

ヲ

一
ヒ
ト
シ
ウ
シ
テ

二
言

―
行
一

ヲ
一マ

ツ
二
天

―
命
一

ヲ
其
―
一カ

ズ

無
レ

一
キ
ワ
マ
リ

服
レ

テ

一ム
ネ
ニ

勿
レ
失

コ
ト

徳
―
一マ

ヅ
―

一
オ
ノ
ヅ
カ
ラ

―

一ヒ
カ
ル

（
新
井
白
蛾
『
牛
馬

問
』
巻
四
。
日
本
随
筆
大
成
Ⅲ
期
十
巻
）

「
一
」
の
字
は
さ
ま
ざ
ま
に
読
ま
れ
て
い
る
。「
は
じ
め
」「
ま
こ
と
」「
も
っ
ぱ
ら
」「
す
す
む
」「
つ
つ
し
む
」「
す
す
む
」「
ひ
と
り
」「
ま

さ
に
」「
あ
き
ら
か
」
等
々
。
天
老
は
俳
句
作
者
、
名
古
屋
の
香
具
舗
。
本
名
小
宮
山
友
張
。
文
化
六
年
没
（『
俳
文
学
大
辞
典
』）。
編
著

『
梅
蔵
人
』
序
文
で
は
梅
を
擬
人
化
し
た
文
章
を
披
露
し
て
い
る
。

西
洋
の
思
想

「
一
」
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
開
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
見
て
お
こ
う
。
ま

ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
、『
形
而
上
学
』
第
五
巻
「
哲
学
用
語
辞
典
」
第
六
章
の
、「
一
」
の
解
説
で
あ
る
（
出
隆
訳
）。
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「
一

ト
・
ヘ
ン

」

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
ず
「
一
」
を
（
一
）
付
帯
性
と
（
二
）
自
体
性
に
分
け
る
。（
一
）
は
、
た
と
え
ば
、「
コ
リ
ス
コ
ス
」（
人
名
）

「
教
養
的
な
も
の
」
が
一
つ
と
言
わ
れ
る
場
合
（
実
体
「
コ
リ
ス
コ
ス
」
の
属
性
が
「
教
養
的
な
も
の
」）、「
教
養
的
な
も
の
」
と
「
公
正
的

な
も
の
」
が
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
場
合
（
こ
の
二
つ
が
実
体
「
コ
リ
ス
コ
ス
」
に
付
帯
す
る
属
性
）、「
教
養
的
な
コ
リ
ス
コ
ス
」「
公

正
的
な
コ
リ
ス
コ
ス
が
一
つ
で
あ
る
場
合
（「
教
養
性
」
と
「
公
正
性
」
が
「
コ
リ
ス
コ
ス
」
に
付
帯
す
る
属
性
）
で
あ
る
。
同
様
に
、
個

体
「
コ
リ
ス
コ
ス
」
を
包
摂
す
る
「
類
」
と
し
て
、「
コ
リ
ス
コ
ス
」
に
内
在
す
る
「
人
間
」
は
「
教
養
あ
る
人
間
」
と
同
じ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
な
る
。

　
（
二
）
の
自
体
性
は
、
た
と
え
ば
（
１
）
連
続
的
な
も
の
（
紐
に
よ
る
束た

ば

、
膠に

か
わ

に
よ
る
木
片
、
一
本
の
線
、
人
間
の
手
足
）
な
ど
が
そ
れ

自
体
に
お
い
て
一
つ
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
然
的
な
も
の
が
人
工
的
な
も
の
よ
り
い
っ
そ
う
優
れ
て
一
つ
で
あ
る
。
ま

た
、
連
続
的
で
あ
る
の
は
、
運
動
が
一
つ
き
り
で
あ
る
こ
と
、
時
間
的
に
不
可
分
割
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。（
２
）
ま
た
、
基
体
が
種
に

お
い
て
無
差
別
の
場
合
も
「
一
」
で
あ
る
。
酒
、
水
が
そ
う
で
あ
り
（
こ
れ
は
そ
の
も
の
に
最
も
近
い
質
料
に
お
い
て
区
別
さ
れ
な
い
）、

油
、
酒
、
液
体
（
こ
れ
は
そ
の
も
の
に
最
も
遠
い
基
体
が
同
一
で
あ
る

―
水
で
あ
る
か
空
気
で
あ
る
か
で
あ
る
）
も
そ
う
で
あ
る
。
一

方
、
種
が
異
な
っ
て
い
て
も
同
じ
類
に
属
す
る
も
の
も
「
一
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
馬
、
人
間
、
犬
は
同
じ
動
物
で
あ
る
。
等
脚
（
二
等

辺
）
三
角
形
と
等
辺
（
正
）
三
角
形
も
「
一
」
で
あ
る
（
三
角
形
と
し
て
は
同
一
で
は
な
い
が
、
図
形
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
）。（
３
）
あ

る
物
事
の
本
質
を
言
い
表
わ
す
説
明
方
式
が
、
他
の
物
事
の
本
質
を
言
い
表
わ
す
場
合
と
区
別
で
き
な
い
場
合
、「
一
」
で
あ
る
。「
そ
し
て

一
般
に
、
そ
れ
ら
の
物
事
の
本
質
を
思
惟
す
る
思
惟
が
分
割
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
時
間
的
に
も
場
所
的
に
も
説
明
方
式
に
お
い
て
も

切
り
離
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
物
事
は
、
最
も
主
と
し
て
一
で
あ
る
」。
連
続
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
全
体
的
な
も
の
、
一
つ
の
形エ

イ

相ド
ス

（
形

相
の
統
一
性
）
を
も
た
な
い
場
合
は
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
な
い
（
靴
の
諸
部
分
が
勝
手
に
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
る
場
合
）。

で
は
、（
三
）
一
つ
で
あ
る
こ
と
の
本
質
は
、
数
の
あ
る
意
味
で
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
で
あ
る
「
一
」
は
不
可
分
割
的



（　）（　）21（　） ［　 ］［　 ］150［　 ］

な
も
の
で
あ
る
が
、（
ａ
）
い
ず
れ
の
方
向
に
お
い
て
も
不
可
分
割
的
で
位
置
を
も
有
し
な
い
も
の
は
「
モ
ナ
ス
」（
数
の
単
位
と
し
て
の

一
）、（
ｂ
）（
ａ
）
の
う
ち
位
置
を
有
し
な
い
も
の
は
点
、（
ｃ
）
た
だ
一
つ
の
点
で
可
分
割
的
な
も
の
は
線
、（
ｄ
）
二
つ
の
方
向
で
可
分

割
的
な
も
の
は
面
、（
ｅ
）
す
べ
て
の
方
向
に
お
い
て
可
分
割
的
な
も
の
は
物ソ

ー
マ体

（
立
体
）
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
数
に
お
い
て
一
つ
、

種エ
イ
ド
ス

に
お
い
て
一
つ
、
類
に
お
い
て
一
つ
、
類ア

ナ
ロ
ギ
ア比

に
お
い
て
一
つ
の
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
前
の
も
の
に
は
常
に
後
の
も
の
が
伴
な

う
が
、
こ
の
関
係
は
不
可
逆
的
で
あ
る
。

「
多

タ
・
ポ
ラ

」
は
「
一

ト
・
ヘ
ン

」
の
諸
義
と
対
立
的
で
あ
る
。

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
の
『
原
因
、
原
理
、
一
者
に
つ
い
て
』
の
「
一
者
」
は
ブ
ル
ー
ノ
の
汎
神
論
的
な
部
分
の
思
考
と
言
っ
て
よ

い
。『
原
因
、
原
理
、
一
者
に
つ
い
て
』
の
「
第
五
対
話
」
か
ら
、
抜
粋
し
て
お
こ
う
（
加
藤
守
通
訳
、『

`
 

 

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
著
作

集
』
３
、
東
信
堂
）。

テ
オ
フ
ィ
ロ　

そ
れ
ゆ
え
に
、
宇
宙
は
一
で
あ
り
、
無
限
で
あ
り
、
不
動
で
す
。
絶
対
的
な
可
能
性
は
一
で
あ
り
、
現
実
態
は
一
で

す
。
形
相
な
い
し
魂
は
一
で
あ
り
、
質
料
な
い
し
物
体
は
一
で
す
。
も
の
は
一
で
す
。
存
在
者
は
一
で
す
。
最
大
に
し
て
最
善
の
も
の

は
一
で
す
。
こ
の
も
の
は
、
包
含
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
終
り
や
限
界
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

無
限
で
無
限
定
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
不
動
で
す
。
こ
の
も
の
は
、
場
所
を
移
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
す
べ
て
で
あ
る
以
上
、
移
動
す
る
場
所
を
自
ら
の
そ
と
に
も
た
な
い
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
は
生
成
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
存
在
を
も
つ
以
上
、
そ
れ
が
望
ん
だ
り
期
待
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
別
の
存
在
は
な
い

か
ら
で
す
。
そ
れ
は
消
滅
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
そ
こ
へ
と
変
化
す
る
よ
う
な
別

の
も
の
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
減
少
し
た
り
増
大
し
た
り
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
限
で
あ
り
、
無
限
は
比
較
可
能

な
部
分
を
も
た
な
い
の
で
、
そ
れ
に
何
も
付
け
加
え
た
り
、
そ
れ
か
ら
取
り
の
ぞ
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
。
そ
れ

は
別
の
状
態
に
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
外
部
を
も
た
な
い
の
で
、
受
身
に
な
っ
た
り
作
用
さ
れ
る
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こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
そ
の
存
在
、
一
性
、
そ
し
て
一
致
の
な
か
に
す
べ
て
の
対
立
を
内
包
し
、
別
の
新
し
い
存

在
、
あ
る
い
は
別
の
存
在
の
様
態
へ
の
い
か
な
る
傾
向
も
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
性
質
に
つ
い
て
も
変
遷
す
る
こ
と
が
あ
り

え
ず
、
そ
れ
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
正
反
対
な
も
の
や
異
な
っ
た
も
の
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
な
か
で
は

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
一
致
す
る
の
で
す
か
ら
。そ
れ
は
、
形
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
形
を
も
ち
う
る
も
の
で
も
な
く
、
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

限
定
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
の
で
、
質
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
他
の
も
の
に
形
や
姿
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
形
相

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
す
べ
て
で
あ
り
、
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
一
で
あ
り
、
宇
宙
な
の
で
す
か
ら
。

次
は
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
考
え
で
あ
る
。
一
者
の
超
越
性
に
説
き
及
ぶ
。

魂
は
一
者
に
至
る
た
め
に
さ
ら
に
自
己
（
思
惟
と
存
在
）
を
超
え
る
。
こ
の
自
己
超
越
は
「
脱
自
」（
エ
ク
ス
タ
シ
ス
）、「
単
一
化
」

（
ハ
プ
ロ
ー
シ
ス
）、「
脱
我
」（
エ
ピ
ド
シ
ス
・
ア
ウ
ト
ゥ
ー
）
な
ど
の
語
で
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
プ
ラ
ト
ン
に
は
な
か
っ
た
用
語
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
は
一
者
と
の
「
合
一
」（
ヘ
ノ
ー
シ
ス
）
を
達
成
す
る
。
そ
の
場
合
、
自
己
の
う
ち
に
は
自
己
に
対
し
て
も

他
者
に
対
し
て
も
い
か
な
る
差
異
性
も
含
ま
な
い
一
性
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
自
己
は
「
ま
る
で
自
己
自
身
で
さ

え
も
な
い
」。す
で
に
思
惟
と
存
在
の
か
な
た
に
達
し
て
い
る
彼
に
は
、
い
か
な
る
言
葉
も
認
識
も
存
在
し
て
い
な
い
（『
エ
ネ
ア
デ
ス
』

V
I9.11

）。
し
た
が
っ
て
、
一
者
に
つ
い
て
積
極
的
に
表
す
言
表
も
想
念
も
す
べ
て
消
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
わ

れ
わ
れ
は
一
者
に
つ
い
て
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
が
何
で
な
い
か
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
。

一
者
に
付
加
さ
れ
た
概
念
や
言
葉
を
否
定
し
除
去
（
ア
パ
イ
レ
シ
ス
）
す
る
仕
方
で
、
わ
れ
わ
れ
は
一
者
に
つ
い
て
語
り
う
る
。
こ
れ

は
、
言
い
表
せ
な
い
も
の
に
つ
い
て
言
い
表
す
「
否
定
の
道
」（via negativa

）　

で
あ
る
。
一
者
に
つ
い
て
の
概
念
や
言
葉
の
除
去

と
否
定
が
超
越
の
方
法
と
な
る
。
か
く
て
一
者
は
「
無
」（
ト
・
メ
ー
デ
ン
）、「
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
も
の
」（
メ
ー
デ
ン
・
パ
ン

ト
ー
ン
、
ウ
ー
デ
ン
・
パ
ン
ト
ー
ン
）、「
い
か
な
る
も
の
と
も
異
な
る
も
の
」（
ヘ
ロ
テ
ー
ン
・
パ
ン
ト
ー
ン
）
な
ど
と
否
定
的
に
示

さ
れ
る
。（
今
義
博
「
超
越
と
認
識
―
古
代
か
ら
中
世
へ
ー
」『
中
世
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
所
収
。
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
五
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年
）

シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
自
我
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。

自
我
は
端
的
に
一
者
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Einheit

）
で
あ
る

0

0

0

。 

と
い
う
の
は
、
も
し
自
我
が
数
多
性
（V

ielheit

）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は

や
自
ら
の
単
な
る
存
在
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
ら
の
諸
部
分
の
現
実
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

な
れ
ば
、
自
我
は
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
自
己
の
単
な
る
存
在
に
よ
っ
て
の
み
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
（
す
な
わ
ち
、
自
我
は
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
）。
む
し
ろ
、
自
我
は
、
数
多
性
の
す
べ
て
の
個
々
の
部
分
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
部
分
の
ひ
と
つ
で
も
廃
棄
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
我
そ
の
も
の
が
、（
自
ら
の
完
全
な
形
と
し
て
は
）
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と

は
、
自
我
の
自
由
の
概
念
に
矛
盾
す
る
。
よ
っ
て
（
第
八
節
）、
自
我
は
い
か
な
る
数
多
性
を
も
含
む
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
端
的
に

一
者
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
―
端
的
に
自
我
以
外
の
何
物
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。

無
制
約
性
が
、
自
由
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
自
我
が
存
在
す
る
。
自
我
は

0

0

0

、 

従
っ
て

0

0

0

、 

端
的
に
ひ

0

0

0

0

と
つ

0

0

（ Eines

） 

で
あ
る

0

0

0

。（
 

 

シ
ェ
リ
ン
グ
「
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
」
第
九
節
。
高
月
義
照
訳
、『
シ
ェ
リ
ン
グ
初
期

著
作
集
』
日
清
堂
書
店
、
昭
和
五
十
二
年
）

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
い
か
な
る
意
味
で
中
国
人
は
万
物
が
一
で
あ
る
と
い
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
設
け
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。

ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
神
父
は
中
国
人
の
間
で
の
公
理
「
万
物
は
一
で
あ
る
」
を
大
い
に
利
用
し
ま
す
。
彼
は
自
著
の
七
章
で
こ
の
公
理
に

つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
そ
れ
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
ド
・
サ
ン
ト
・
マ
リ
神
父
も
こ
の
公
理
に
つ
い
て
述
べ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
ド
・
サ
ン
ト
・
マ
リ
神
父
が
報
告
し
て
い
る
章
句
に
は
物
質
的
存
在
以
上
の
な
に
も
の
か
が
存
在
す
る
こ
と
を
明

言
し
て
い
る
箇
所
が
見
出
せ
ま
す
。『
性
理
大
全
』
二
六
巻
八
頁
に
は
、
万
物
を
支
配
し
生
み
出
す
力
は
万
物
の
性
質
に
内
在
し
た
り
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依
存
し
た
り
せ
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
万
物
に
君
臨
し
、
万
物
を
支
配
し
生
み
出
す
理
の
中
に
の
み
備
わ
っ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
メ
リ
ッ
ソ
ス
も
同
様
の
表
現
で
語
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
両
人
に
対
し
て
与
え
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
と

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
与
え
て
い
る
プ
ラ
ト
ン
の
解
釈
の
間
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
万
物
を
た
だ
一
つ
の
実
体
に
還
元
し
、

万
物
は
そ
う
し
た
実
体
の
様
態
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
中
国
人
自
身
が
事
態
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ
と

は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
ら
の
い
っ
て
い
る
こ
と
に
合
理
的
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
万
物

の
も
つ
受
動
的
な
側
面
は
す
べ
て
同
一
の
第
一
質
料
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
第
一
質
料
は
運
動
形
態
の
違
い
に
も
と
づ
い

て
の
み
差
異
を
生
じ
ま
す
。
し
か
し
万
物
は
能
動
的
な
側
面
を
も
も
ち
ま
す
。
そ
し
て
万
物
が
エ
ン
テ
レ
キ
ー
、
精
神
、
魂
と
い
っ
た

能
動
的
な
も
の
を
保
有
す
る
の
は
、
理
つ
ま
り
、
単
一
の
創
造
的
精
神
で
あ
る
神
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
万

物
は
こ
の
理
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
物
質
自
体
は
こ
の
単
一
の
第
一
原
因
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
万
物
は
中
心
に
あ
る
一
点
か
ら
発
出
す
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
、
万
物
が
遇

有
性
に
よ
っ
て
の
み
相
互
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
を
は
じ
め
と
す
る

唯
物
論
者
の
考
え
方
で
あ
り
、
彼
ら
は
物
質
と
形
と
運
動
し
か
認
め
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
態
度
は
非
物
質
的
実
体
つ
ま
り
エ
ン

テ
レ
キ
ー
、
精
神
の
否
認
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
中
国
自
然
神
学
論
』
山
下
正
男
訳
、『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
』
一
期
第
十
巻
、
工
作
舎
、
一
九
九
一
年
）

三
浦
梅
園
に
も
ど
れ
ば
、
彼
の
「
一
」
は
「
一
元
気
」
で
あ
る
。
強
力
な
「
気
一
元
論
」
の
主
張
で
あ
る
。「
一
は
計
数
を
必
要
と
し
な
い

存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
分
析
し
て
、
も
は
や
分
割
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
も
、
な
お
一
は
な
く
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
加
算
し

て
、
も
は
や
積
算
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
も
、
な
お
一
に
は
達
し
な
い
。
だ
か
ら
、
し
い
て
一
元
気
と
名
づ
け
る
。」（『
玄
語
』
安
永

本
附
言
。「
日
本
の
名
著
『
三
浦
梅
園
』」
所
収
。）

　

こ
こ
で
改
め
て
前
節
で
引
い
た
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
の
言
葉
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
心
」
に
つ
い
て
、「
唯
だ
夫
れ
老
荘
の
、
心
を
以
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て
太
虚
と
な
し
、
こ
の
太
虚
こ
そ
真
理
の
形
象
な
り
と
認
む
る
如
き
、
又
は
陽
明
派
の
良
知
良
能
、
禅
僧
の
心
は
宇
宙
の
至
粋
に
し
て
心
と

真
理
と
殆

ほ
と
ん
ど

一
躰
視
す
る
が
如
き
は
、
基
督
教
の
心
を
備
へ
た
る
後
に
真
理
を
迎
ふ
も
の
と
同
一
視
す
べ
か
ら
」
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

考
え
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
透
谷
は
「
心
機
」
に
魅
か
れ
た
が
ゆ
え
に
、
心
機
が
発
動
す
る
個
と
現
実
と
の
一
回
か
ぎ
り
の
接
点
を
視

野
に
入
れ
て
い
る
西
欧
的
な
「
一
」
に
親
近
感
を
も
っ
た
の
だ
と
推
定
す
る
。

五　

心
機
か
ら
心
理
へ

透
谷
の
心
機
に
は
情
熱
が
あ
っ
た
。
心
機
は
不
可
知
で
、
一
瞬
発
光
す
る
だ
け
と
い
う
感
じ
方
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川

龍
之
介
の
『
袈
裟
と
盛
遠
』
に
な
る
と
、
深
秘
の
要
素
は
微
塵
も
な
い
。
深
秘
へ
の
畏
敬
の
代
わ
り
に
あ
る
の
は
、
盛
遠
と
袈
裟
の
独
白
を

通
し
た
心
理
の
謎
解
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
袈
裟
と
盛
遠
の
行
為
に
近
接
し
て
見
た
ら
、
こ
う
で
も
あ
ろ
う

か
と
い
う
、
位
置
の
取
り
方
か
ら
く
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
近
接
し
て
心
理
を
解
剖
す
れ
ば
卑
小
な
も
の
に
な
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
る

が
、『
袈
裟
と
盛
遠
』
に
は
そ
の
卑
小
を
超
え
て
い
こ
う
と
い
う
き
ざ
し
が
見
え
な
い
。
心
理
を
謎
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
を
解
剖
し
て
い

っ
て
も
、
決
し
て
彼
ら
の
心
は
動
か
な
い
。
袈
裟
と
盛
遠
の
行
為
は
、
常
に
心
理
の
謎
解
き
に
先
行
す
る
。
謎
解
き
は
決
し
て
彼
ら
の
行
為

を
揺
る
が
さ
な
い
。
揺
る
が
し
た
と
見
え
る
と
す
れ
ば
、
袈
裟
と
盛
遠
が
私
た
ち
の
隣
人
に
な
っ
た
心
や
す
さ
で
そ
う
思
う
に
す
ぎ
な
い
。

心
理
の
謎
解
き
な
ど
で
、
袈
裟
と
盛
遠
は
動
か
な
い
。
彼
ら
の
行
為
自
体
に
彼
ら
の
現
実
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
も
近
代
の
心
機

の
一
つ
の
現
れ
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
袈
裟
と
盛
遠
の
行
為
に
つ
い
て
、
誇
大
な
深
秘
を
見
る
の
も
卑
小
な
心
理
を
見
る
の
も
、
人
事
の

理
解
に
心
機
を
も
ち
こ
ん
だ
結
果
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
代
で
は
天
機
を
見
た
と
こ
ろ
に
心
機
を
お
い
た
以
上
、
そ
う
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
吉
増
剛
造
の
詩
「
わ
が
心
宮
の
奥
に
は
一
軒
の
古
び
た
写
真
館
が
…
」
で
は
、「
心
宮
内
の
秘
宮
」
も
ま
た
す
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で
に
役
割
を
終
え
て
、
次
の
よ
う
な
記
憶
の
中
の
光
景
の
場
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
わ
が
心
宮
の
奥
に
は
一
軒
の
古
び
た
写
真

館
が
あ
る
」
が
く
り
返
さ
れ
、
光
景
が
展
開
す
る
。
冒
頭
を
抜
粋
し
て
お
こ
う
。

わ
が
心
宮
の
奥
に
は
一
軒
の
古
び
た
写
真
館
が
あ
る
。
ヌ
ー
ド
写
真
や
幼
児
の
連
続
写
真
が
ウ
ィ
ン
ド
ー
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
記
憶
の

な
か
の
風
景
の
よ
う
に
み
え
る
の
だ
が
、
じ
つ
は
そ
れ
は
わ
た
し
の
属
し
て
い
る
世
界
の
一
状
景
な
の
だ
。
写
真
館
は
モ
ル
タ
ル
造
り

で
終
戦
後
し
ば
ら
く
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
二
階
に
は
物
干
の
か
げ
に
鳥
か
ご
が
二
つ
三
つ
置
か
れ
て
い
る
。
間
口
の
せ

ま
い
写
真
館
で
あ
る
。
七
、八
年
ほ
ど
ま
え
に
は
ま
だ
奥
に
暗
室
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
い
つ
し
か
そ
の
不
思
議
な
闇
の
実
在
感
も
店
先

か
ら
消
え
た
。
わ
た
し
は
小
粒
の
真
珠
を
失
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

（『
太
陽
の
川
』
所
収
、
小
沢
書
店
、
昭
和
53
年
）

　

以
下
本
稿
の
趣
旨
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
透
谷
の
江
戸
時
代
観
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

徳
川
氏
の
時
代
に
あ
つ
て
、
最
も
人
間
の
生
命
に
近
か
り
し
も
の
は
儒
教
道
徳

0

0

0

0

な
り
し
こ
と
、
何
人
も
之
を
疑
は
ざ
る
べ
し
。
然
れ
ど

も
儒
教
道
徳
は
実
際
的
道
徳
に
し
て
、
未
だ
以
て
全
く
人
間
の
生
命
を
教
へ
尽
し
た
る
も
の
と
は
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
繁
雑
な
る
礼
法
を

設
け
、
種
々
な
る
儀
式
を
備
ふ
る
も
、
到
底Form

ality

に
陥
る
を
免
か
れ
ざ
り
し
な
り
、
到
底
貴
族
的
に
流
る
ゝ
を
免
か
れ
ざ
り
し

な
り
、
之
を
要
す
る
に
其
の
教
ふ
る
処
が
、
人
間
の
根
本
の
生
命
の
絃
に
触
れ
ざ
り
け
れ
ば
な
り
。
其
時
代
に
於
け
る
所
謂
美
文
学
な

る
も
の
を
観
察
す
る
に
至
り
て
は
、
吾
人
更
に
其
の
甚
し
き
を
見
る
、
人
間
の
生
命
の
根
本
を
愚
奔
す
る
こ
と
彼
等
の
如
く
な
る
は
、

吾
人
の
常
に
痛
惜
す
る
処
な
り
。（「
内
部
生
命
論
」）

透
谷
の
「
心
機
」
へ
の
傾
斜
の
遠
因
に
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
し
て
い
い
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
逆
に
「
心
機
」
へ
の

傾
斜
が
こ
の
よ
う
な
認
識
と
も
た
ら
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
。

し
か
し
、
沢
庵
の
場
合
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
「
心
機
」
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。た
だ
、
そ
れ
は
「
天
機
」

が
浸
透
し
た
も
の
だ
っ
た
。
両
者
は
通
交
し
合
う
も
の
だ
っ
た
。
透
谷
の
「
心
機
」
も
「
天
機
」
を
含
ん
で
い
た
。
で
は
、
江
戸
時
代
の
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「
心
機
」
と
透
谷
の
「
心
機
」
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
江
戸
時
代
の
「
心
」
が
個
体
を
超
え
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

透
谷
の
「
心
」
は
、
個
体
に
封
じ
こ
め
ら
れ
た
。
透
谷
の
煩
悶
と
苦
闘
は
、
も
と
も
と
天
に
あ
っ
た
も
の
を
個
体
の
内
部
に
取
り
込
ん
だ
と

こ
ろ
に
生
じ
た
（
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
と
重
な
る
）。
言
い
か
え
れ
ば
、
透
谷
の
「
心
機
」
は
江
戸
時
代
の
よ
う
に
「
天
機
」
に
依
存
で
き

な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
透
谷
は
「
天
機
」
を
「
心
機
」
に
お
し
こ
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
な
行
為
で
あ
っ
た
。

山
田
有
策
「
秘
宮
は
日
本
近
代
に
あ
り
う
る
か
―
透
谷
と
口
語
散
文
」
は
透
谷
の
秘
宮
は
詩
（「
蓬
莱
曲
」）
に
よ
っ
て
し
か
描
出
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
日
本
近
代
文
学
と
透
谷
と
の
深
い
離
配
、
亀
裂
を
指
摘
し
て
い
る
（『
幻
想
の
近
代
―
逍
遥
・
美
妙
・
柳
浪
』
所
収
）。

こ
の
こ
と
は
以
後
の
「
心
機
」
の
流
れ
を
見
て
も
わ
か
る
。

「
天
」
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
個
体
の
内
部
に
取
り
込
ま
れ
て
居
す
わ
っ
た
「
心
機
」
は
、
人
が
支
配
し
、
操
作
し
、
探
索
で
き
る
も

の
に
な
っ
た
。
世
界
の
「
一
」
と
し
て
、
透
谷
に
横
溢
し
て
い
た
生
命
が
「
心
機
」
か
ら
離
脱
し
て
い
き
、「
心
機
」
は
た
だ
の
「
心
理
」

に
収
束
し
た
。
芥
川
龍
之
介
の
『
袈
裟
と
盛
遠
』
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
の
変
化
は
さ
ら
に
、「
心
」
を
個
体
の
内
部
か
ら
も
切
り
離

し
て
い
く
。「
心
機
」
は
、
ま
さ
し
く
「
意
匠
」
と
し
て
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
吉
増
剛
造
の
詩
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

  


