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筆
者
は
中
井
履
軒
撰
『
荘
子
離
題
』
（
以
下
、
『
離
題
』
と
称
す

る
）
を
題
材
に
、
中
井
履
軒
の
思
想
の
特
徴
を
検
討
し
て
き
た

（注
1)°

拙
稿
一
で
は
「
履
軒
の
聖
人
観
」
の
項
を
設
け
て
、
そ
の

聖
人
（
理
想
的
人
格
者
）
観
の
概
略
に
つ
い
て
論
じ
た
。
た
だ
、

そ
の
検
討
は
中
井
履
軒
の
『
荘
子
』
観
を
中
心
と
す
る
も
の
だ
っ

た
た
め
、
聖
人
観
そ
の
も
の
を
十
分
解
明
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た。
履
軒
は
日
本
近
世
思
想
史
の
上
で
懐
徳
堂
学
派
に
分
類
さ
れ
る

儒
者
で
あ
る
。
事
実
、
履
軒
は
『
七
経
離
題
』
『
七
経
逢
原
』
と
い

う
厖
大
な
経
学
研
究
を
残
し
て
い
る
。
で
は
、
道
家
の
書
『
荘
子
』

に
対
す
る
注
解
書
『
離
題
』
の
中
で
、
履
軒
は
如
何
な
る
聖
人
観

を
提
示
し
、
儒
者
と
し
て
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
『
離
題
』
に
見
え
る
履
軒
の
聖
人
観
に
的
を
絞
り
、

は
じ
め
に 『

荘
子
離
題
』

そ
の
儒
者
と
し
て
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る。
『
離
題
』
は
『
荘
子
畷
斎
口
義
』
（
以
下
、
『
口
義
』
と
称
す
る
）

の
刊
本
に
履
軒
が
書
き
入
れ
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

大
阪
大
学
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
中
井
履
軒
自
筆
本

を
影
印
し
た
懐
徳
堂
記
念
会
『
荘
子
離
題
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
八
年
）
を
底
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、

俗
字
や
略
字
等
の
異
体
字
も
適
宜
改
め
た
。
な
お
、
履
軒
が
拠
っ

た
『
口
義
』
は
寛
文
五
年
風
月
庄
左
衛
門
刊
の
刊
記
が
あ
る
和
刻

本
で
あ
る
。

一
、
聖
人
の
性
格

『
荘
子
』
本
文
に
は
壁
人
に
言
及
す
る
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
。

壮
子
』
に
見
え
る
聖
人
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
人
格
者
だ
と
履

軒
は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
そ
の
聖
人
の
性
格
を

に
見
え
る
中
井
履
軒
の
聖
人
観

藤

居

岳

人

(54) 



検
討
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
聖
人
の
住
む
世
界
に
対
す
る

履
軒
の
見
解
を
ま
ず
見
て
ゆ
き
た
い
。

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
聖
人
が
住
む
の
は
我
々
と
同
じ
こ
の

現
実
世
界
だ
と
履
軒
は
考
え
る
。
庚
桑
楚
篇
「
天
門
と
は
有
無
き

つ
く

な
り
。
万
物
は
有
無
き
に
出
ず
。
有
は
有
を
以
て
為
る
こ
と
能
わ

ず
。
有
は
必
ず
有
無
き
に
出
ず
。
而
し
て
有
無
き
は
一
の
有
な
り
。

こ
こ

聖
人
は
是
に
蔵
る
」
の
箇
所
に
対
し
て
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
既
に
「
有
は
有
無
き
に
出
ず
」
と
云
う
は

則
ち
有
無
き
も
亦
た
是
れ
一
物
な
り
。
有
無
混
然
を
最
上
乗

と
為
す
。
故
に
「
聖
人
は
是
に
蔵
る
」
と
日
う
。
「
是
」
と
は

有
無
混
然
を
指
す
。

履
軒
が
拠
っ
た
『
口
義
』
の
『
荘
子
』
本
文
は
「
而
し
て
有
無

き
は
一
の
有
無
き
な
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
離
題
』
で

は
「
『
一
の
有
無
き
』
の
『
無
』
、
疑
う
ら
く
は
術
文
な
り
」
と
い

う
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
『
荘

子
』
本
文
を
読
み
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
履
軒
は
彼
独
自
の
世

界
観
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

履
軒
は
こ
の
箇
所
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、

万
物
は
「
有
無
き
」
と
こ
ろ
か
ら
生
成
し
て
く
る
。
「
有
」
は
単
な

る
「
有
」
か
ら
生
成
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
有
」
は
必
ず
「
有
無

き
」
と
こ
ろ
か
ら
生
成
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
有
無
き
」
と

聖
人
は
こ
の

こ
ろ
と
は
実
は
一
種
の
「
有
」
な
の
で
あ
る
。

種
の
『
有
』
」
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
と
。

一
般
的
に
は
、
「
有
無
し
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
「
有
」
と
対

立
す
る
「
無
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
履

軒
は
「
有
無
し
」
を
「
有
」
を
作
り
出
す
た
め
の
特
殊
な
「
有
」

と
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
有
無
し
」
を
「
有
」
の
一
種

と
解
し
て
、
「
有
」
の
範
疇
に
含
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
有
無

き
も
亦
た
是
れ
一
物
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
裏
づ
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
履
軒
の
考
え
で
は
「
有
無
し
」
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
実
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
有
無
し
」
も
一
種
の
実
在

な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
で
は
「
無
」
と
い
う
抽
象
的
存
在
を
認
め

な
い
履
軒
独
自
の
世
界
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
彼
は

具
体
的
存
在
、
現
実
世
界
の
み
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
履
軒
は
「
有
」

も
「
有
無
し
」
も
含
め
た
世
界
を
「
有
無
混
然
」
と
称
し
、
聖
人

も
「
有
無
混
然
」
た
る
「
有
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
現
実
世
界
に

存
在
す
る
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
道
家
的
な
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、

聖
人
は
例
え
ば
「
貌
姑
射
の
山
」
「
無
何
有
の
郷
」
の
よ
う
な
現
実

世
界
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
、
履
軒
の
考
え
に
拠
れ
ば
、
聖
人
は
我
々
と
同
じ

「
有
」
の
世
界
、
現
実
世
界
に
住
む
存
在
で
あ
る
（
刈
2
)
0

こ
の
よ
う
に
履
軒
は
具
体
的
存
在
の
み
を
認
め
る
。

こ
の
履
軒

(55) 



の
立
場
は
『
離
題
』
の
至
る
箇
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

”
>
力

ば
、
大
宗
師
篇
「
聖
人
は
将
に
物
の
遮
る
る
を
得
ざ
る
所
に
遊
び

て
み
な
存
せ
ん
と
す
。
…
人
猶
之
（
聖
人
）
に
傲
う
。
又
た
況
ん

や
万
物
の
係
る
所
に
し
て
一
化
の
待
っ
所
を
や
」
の
箇
所
の
『
離

題
』
に
い
う
。

「
物
」
の
「
係
」
、
「
化
」
の
「
待
」
、
並
び
に
聖
人
の
徳
を

以
て
言
う
。
之
を
道
と
謂
う
も
亦
た
可
な
り
。
然
れ
ど
も
聖

人
よ
り
外
に
別
に
一
物
を
指
す
べ
か
ら
ず
。

同
箇
所
の
『
口
義
』
に
「
言
う
こ
こ
ろ
は
、
造
物
此
れ
（
人
生

に
お
け
る
全
て
を
楽
し
む
こ
と
）
を
能
く
す
。
人
猶
之
に
傲
法
す
。

況
ん
や
道
を
や
。
『
万
物
の
係
る
所
』
の
者
は
道
な
り
。
『
一
化
の

待
っ
所
』
の
者
は
道
な
り
」
と
述
べ
る
。
『
口
義
』
で
は
、
人
の
手

本
と
す
べ
き
対
象
を
「
造
物
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
ま
た
「
造
物
」

以
上
に
「
道
」
に
の
っ
と
る
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

履
軒
は
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
用
語
を
用
い
た
説
明
だ
け
で
は
不

十
分
だ
と
考
え
る
。
確
か
に
彼
は
「
道
」
の
語
を
使
用
し
て
も
よ

い
と
い
う
。
し
か
し
、
万
物
が
そ
こ
に
つ
な
が
れ
、
全
て
の
変
化

が
現
れ
る
根
源
と
し
て
の
「
道
」
は
、
ど
ち
ら
も
聖
人
と
い
う
現

実
的
存
在
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
世
界
に
実
現
さ
れ
る
。
従
っ

て
、
聖
人
の
存
在
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
「
造
物
」
「
道
」
と
い
う
抽

象
的
存
在
が
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
『
口
義
』
の
解
釈
は
、
履
軒

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

聖
人
は
我
々
と
同
じ
「
有
」
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
で
は
、

聖
人
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
一
に
お
い
て
も
論
じ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
人
は
万
物
斉
同
の
見
地
か
ら
民
衆
と
調
和

す
る
こ
と
を
求
め
、
物
ご
と
の
変
化
に
変
幻
自
在
に
対
応
す
る

（注

3
)
0

拙
稿
一
で
取
り
上
げ
た
『
離
題
』
以
外
で
は
、
例
え
ば
、
徳
充

符
篇
「
聖
人
は
謀
ら
ず
。
悪
く
ん
ぞ
知
を
用
い
ん
」
の
箇
所
に
、

履
軒
は
「
言
う
こ
こ
ろ
は
、
聖
人
は
自
然
に
乗
じ
て
行
な
い
、
智

謀
を
用
う
る
所
無
し
」
と
い
う
。
ま
た
、
「
真
人
」
に
つ
い
て
述
べ

た
徐
無
鬼
篇
「
然
る
若
き
者
（
真
人
）
其
の
平
や
縄
、
其
の
変
や

循
」
の
箇
所
の
『
離
題
』
に
「
平
常
に
非
ざ
る
者
は
み
な
変
な
り
。

真
人
は
其
の
変
に
当
た
れ
ば
、
則
ち
亦
た
変
に
随
い
て
応
ず
。
預

め
設
備
す
る
所
無
し
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
『
荘
子
』
本
文
を
敷

術
す
る
箇
所
と
は
い
え
、
理
想
的
人
格
者
は
自
然
に
の
っ
と
っ
て

ふ
る
ま
い
、
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
予
断
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
物
ご
と
の
変
化
に
自
在
に
対
応
で
き
る
存
在
だ
と
い

う
履
軒
の
考
え
を
示
す
例
だ
と
い
え
よ
う
。

履
軒
の
い
う
理
想
的
人
格
者
は
変
幻
自
在
に
ふ
る
ま
う
こ
と
の

で
き
る
存
在
で
あ
る
。
た
だ
、
履
軒
は
そ
の
よ
う
な
理
想
的
人
格

者
の
中
で
聖
人
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
強
い
。
そ
の
例
と
し
て
、

(56) 



た
く
み

庚
桑
楚
篇
「
聖
人
は
天
に
エ
に
し
て
人
に
拙
し
。
夫
れ
天
に
エ
に

ょ

し
て
人
に
恨
き
(
t
L
4
)
者
は
唯
だ
全
人
の
み
之
を
能
く
す
」
の
箇
所

に
対
す
る
『
離
題
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

さ
げ
す

荘
子
聖
人
を
蔑
み
て
、
人
を
称
う
。
「
人
に
恨
し
」
、
其

の
意
何
く
に
在
ら
ん
。
人
に
「
恨
し
」
と
人
を
「
能
く
す
」

と
同
じ
か
ら
ず
。
蓋
し
恨
字
多
少
の
意
味
を
含
む
。
而
れ
ど

も
其
の
実
姦
巧
智
数
を
免
れ
ず
。
異
端
の
言
往
々
に
し
て

み
な
然
り
。

聖
人
は
天
に
対
し
て
は
巧
妙
だ
が
、
人
に
対
し
て
は
拙
劣
で
あ

る
。
し
か
し
、
全
人
の
み
が
天
に
対
し
て
も
人
に
対
し
て
も
巧
妙

に
う
ま
く
対
処
で
き
る
。
庚
桑
楚
篇
の
本
文
の
意
は
以
上
の
よ
う

に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
聖
人
よ
り
も
全
人

を
上
位
の
人
格
者
だ
と
『
荘
子
』
は
見
な
し
て
い
る
。
通
説
で
も

そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
り
、
履
軒
も
「
荘
子
聖
人
を
蔑
み
て
、

全
人
を
称
う
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
『
荘
子
』
が
そ
の
よ
う
な
立

場
に
立
つ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
通
説
と
履
軒
と
の
間
に
相
違
は

な
い
。た

だ
、
履
軒
は
上
記
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
、
「
恨
」
字
に
「
姦

巧
智
数
」
す
な
わ
ち
、
狡
猾
で
あ
る
こ
と
の
意
が
含
ま
れ
る
点
を

指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
異
端
で
あ
る
道
家
の
言
葉
は
往
々
に
し
て

こ
の
よ
う
だ
と
い
う
。
異
端
が
狡
猾
だ
と
い
う
の
は
履
軒
の
『
老

子
離
題
』
等
に
見
ら
れ
る
指
摘
で
、
彼
の
道
家
批
判
の
常
套
句
で

あ
る
（
注
5
)
。
従
っ
て
、
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
「
人
に
恨
」
い
全
人
は

人
に
対
し
て
狡
猾
な
意
図
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

必
ず
し
も
最
高
の
理
想
的
人
格
者
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な

全
人
を
称
揚
す
る
の
だ
か
ら
、
荘
子
は
や
は
り
異
端
に
過
ぎ
ず
、

正
統
た
る
儒
家
か
ら
見
れ
ば
下
位
に
位
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま

た
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
荘
子
に
「
蔑
」
ま
れ
る
聖
人
は
、
狡
猾
な

全
人
よ
り
も
上
位
に
位
置
す
る
理
想
的
人
格
者
と
な
る
。
以
上
の

よ
う
に
履
軒
は
考
え
、
全
人
よ
り
も
聖
人
を
上
位
と
見
な
す
独
自

の
解
釈
を
展
開
す
る
。
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
た
と
い
「
人
に
拙
」

く
民
衆
か
ら
様
々
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
聖
人
は

理
想
的
人
格
者
で
あ
る
。

上
記
の
箇
所
に
続
く
庚
桑
楚
篇
「
唯
だ
虫
の
み
能
＜
虫
た
り
。

唯
だ
虫
の
み
能
＜
天
た
り
。
全
人
は
天
を
悪
み
、
人
の
天
を
悪
む
。

而
し
て
況
ん
や
吾
が
天
を
や
、
人
を
や
」
に
対
す
る
『
離
題
』
は

履
軒
の
考
え
を
一
層
明
確
に
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
箇
所
の
「
虫
」

に
対
し
て
『
口
義
』
で
は
「
虫
は
鳥
獣
百
物
の
総
名
な
り
」
と
注
し

て
、
生
物
の
総
称
の
意
と
す
る
。
し
か
し
、
履
軒
は
「
虫
は
飛
躍

揺
動
の
類
な
り
。
是
れ
動
物
中
に
お
い
て
特
に
其
の
微
な
る
者
を

挙
ぐ
。
鳥
獣
魚
介
と
雖
も
亦
た
理
を
同
じ
く
す
」
と
述
べ
て
、
生

物
の
中
で
最
も
小
さ
い
物
の
意
だ
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
履
軒
は

次
の
よ
う
に
い
う
。
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通
説
で
は
、
前
述
の
箇
所
に
引
き
続
い
て

こ
の
箇
所
に
お
い

①
夫
れ
人
人
性
を
稟
く
。
而
れ
ど
も
人
道
を
守
る
こ
と
能
わ
ざ

し
ず

れ
ば
、
或
い
は
禽
獣
に
涌
む
。
是
れ
人
を
能
く
せ
ず
。
自
ら

其
の
天
稟
を
毀
つ
。
是
れ
天
を
能
く
せ
ず
。
是
の
故
に
唯
だ

聖
人
の
み
能
く
人
道
を
守
り
て
失
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
随
い

て
称
誉
す
。
人
を
能
く
す
と
為
す
と
謂
う
。
其
の
天
稟
を
全

う
し
て
傷
つ
く
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
人
随
い
て
称
誉
す
。

天
を
能
く
す
と
為
す
と
謂
う
。
荘
子
は
乃
ち
―
脚
も
て
賜
り

て
日
く
、
是
れ
何
ぞ
尚
ぶ
に
足
ら
ん
や
。
飛
躍
草
虫
す
ら
能

＜
其
の
虫
を
守
り
て
他
に
移
ら
ず
。
〔
飛
躍
草
虫
は
〕
其
の
天

稟
を
全
う
し
て
傷
つ
け
ず
。
是
れ
何
ぞ
尚
ぶ
に
足
ら
ん
や
と
。

其
の
微
物
を
挙
ぐ
る
の
意
此
に
在
り
。

②
荘
子
の
意
に
、
人
は
天
道
を
尽
く
す
を
以
て
貴
し
と
為
さ

お
も

ず
と
謂
う
。
乃
ち
激
語
を
設
け
て
「
天
を
悪
む
」
と
日
う
の

み
。
是
れ
其
の
奇
処
な
り
。
「
人
の
天
を
悪
む
」
は
、
他
人

天
道
を
尽
く
す
者
有
り
て
、
大
い
に
は
喜
ば
ざ
る
を
謂
う
。

他
人
の
天
す
ら
且
つ
喜
ば
ず
、
況
ん
や
吾
の
天
を
や
。
天
道

を
尽
く
す
こ
と
す
ら
且
つ
喜
ば
ず
、
況
ん
や
人
道
を
守
る
に

お
い
て
を
や
。
並
び
に
激
語
を
用
う
。
而
る
後
に
人
多
く
惑

{
ノ

て
も
全
人
を
聖
人
よ
り
も
上
位
の
理
想
的
人
格
者
と
し
て
大
意
を

解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
履
軒
は
独
自
の
解
釈
を
展
開
す
る
。
ま

ず
、
①
の
『
離
題
』
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
履
軒
は
「
人
を
能
＜

せ
ず
」
「
天
を
能
く
せ
ず
」
「
人
を
能
く
す
」
「
天
を
能
く
す
」
と

い
う
四
つ
の
人
格
の
範
疇
を
設
定
す
る
。
「
人
を
能
く
せ
ず
」
は
人

で
あ
っ
て
人
道
を
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
、
「
天
を
能
く
せ
ず
」

は
自
ら
天
か
ら
稟
け
た
品
性
を
損
な
う
者
を
い
う
。
「
人
を
能
く
す
」

は
人
道
を
守
っ
て
民
衆
に
称
え
ら
れ
る
者
で
、
聖
人
が
そ
れ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
天
を
能
く
す
」
は
天
か
ら
稟
け
た
品
性
を
損
な
う

こ
と
な
く
、
民
衆
に
称
え
ら
れ
る
者
で
あ
る
。
聖
人
が
「
天
を
能

く
す
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

た
だ
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
履
軒
は
聖
人
を
貶
め
な
い
解
釈
を
施

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
履
軒
は
最
後
に
こ
の
箇
所
に
お
け
る
荘
子
の
意
図
を

述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
物
の
中
で
最
も
小
さ
い
「
虫
」
に
し
て

「
天
を
能
く
す
」
る
こ
と
、
天
か
ら
稟
け
た
品
性
を
全
う
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
た
と
い
人
が
「
天
を
能
く
す
」
る

こ
と
が
で
き
て
も
そ
れ
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

考
え
か
ら
荘
子
は
生
物
中
で
最
も
小
さ
い
「
虫
」
を
取
り
上
げ
た

の
だ
と
履
軒
は
い
う
。

履
軒
は
、
こ
の
箇
所
で
荘
子
が
こ
と
さ
ら
に
聖
人
を
低
く
評
価

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
聖
人
は

(58) 



理
想
的
人
格
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
履
軒
は
先
に
挙
げ
た
庚
桑
楚

篇
の
『
雌
題
』
も
含
め
て
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
聖
人
を
貶
め
な

い
よ
う
な
解
釈
を
す
る
。
ま
た
、
①
の
『
雌
題
』
に
お
い
て
、
履

軒
が
「
唯
だ
聖
人
の
み
能
く
人
道
を
守
り
て
失
わ
」
ず
と
い
っ
て

い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
聖
人
が
民
衆
と
同
じ
く
「
人

道
を
守
」
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
世
界
に
居
る
こ
と
を
こ
の

表
現
も
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
の
②
の
『
離
題
』
は
上
述
し
た
内
容
を
補
完
す
る
。
荘
子
は

全
人
が
「
天
道
を
尽
く
す
」
の
を
貴
ば
な
い
こ
と
を
「
激
語
」
（
過

激
な
言
莱
）
を
用
い
て
「
天
を
悪
む
」
と
い
う
と
履
軒
は
述
べ
る
。

こ
の
「
天
道
を
尽
く
す
」
と
は
「
天
を
能
く
す
」
と
同
じ
意
味
で
、

天
か
ら
稟
け
た
品
性
を
全
う
す
る
こ
と
を
い
う
。
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
全
人
は
「
姦
巧
智
数
を
免
れ
」
な
い

者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
人
で
天
か
ら
票
け
た
品
性
を
全
う
す
る

者
が
い
れ
ば
、
嫉
妬
心
か
ら
喜
ぶ
こ
と
は
な
い
。
ま
し
て
や
自
分

が
天
か
ら
稟
け
た
品
性
を
全
う
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ

か
ら
喜
ぶ
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
「
天
を
能
く
す
」
こ
と
に
も
喜

ば
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
「
人
を
能
く
す
」
に
当
た
る
「
人
道

を
守
」
る
こ
と
な
ど
喜
ば
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
上

の
よ
う
に
履
軒
は
い
う
。

本
来
、
履
軒
に
と
っ
て
「
人
道
を
守
」
る
こ
と
は
彼
が
理
想
と

す
る
聖
人
に
し
て
は
じ
め
て
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
を

さ
も
良
か
ら
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
い
う
荘
子
の
「
激
語
」
は
多
く
の

人
を
惑
わ
せ
る
と
彼
は
考
え
る
。
た
だ
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、

「
人
道
」
の
行
な
わ
れ
る
べ
き
現
実
世
界
を
重
視
す
る
履
軒
の
考

え
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
聖
人
の
性
格
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に

な
ろ
う
。
ま
ず
聖
人
は
民
衆
と
同
じ
現
実
世
界
に
住
む
。
道
家
で

称
揚
さ
れ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
超
越
的
世
界
に
住
む
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
聖
人
の
精
神
は
万
物
斉
同
の
境
地
に
あ
り
、
現
実
世
界

に
お
い
て
民
衆
と
調
和
す
る
こ
と
を
求
め
、
物
ご
と
の
変
化
に
変

幻
自
在
に
対
応
す
る
。
具
体
的
に
は
聖
人
は
「
人
道
」
を
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
こ
の
現
実
世
界
に
住
む
聖
人
の
務
め
は
何
か
。
そ
れ
は

政
治
で
あ
る
。
聖
人
は
天
下
全
体
に
対
す
る
関
心
を
持
ち
、
民
衆

の
た
め
に
政
治
を
執
り
行
な
う
。
詳
細
は
次
章
に
お
い
て
検
討
す

る。
『
荘
子
』
に
見
え
る
聖
人
が
天
下
に
関
心
を
持
ち
、
民
衆
の
た

め
に
政
治
を
行
な
う
理
想
的
人
格
者
と
し
て
『
離
題
』
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
は
既
に
拙
稿
一
に
お
い
て
そ
の
概
略
を
述
べ
た
（
注
6
)
0

本
稿
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

二
、
聖
人
と
政
治
と
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ま
ず
、
拙
稿
一
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
た
天
地
篇
「
至
徳
の
世
、

賢
を
尚
ば
ず
能
を
使
わ
ず
。
上
は
標
枝
の
如
く
、
民
は
野
鹿
の
如

し
。
端
正
に
し
て
以
て
義
と
為
す
を
知
ら
ず
、
相
い
愛
し
て
以
て

仁
と
為
す
を
知
ら
ず
、
実
に
し
て
以
て
忠
と
為
す
を
知
ら
ず
、
当

に
し
て
以
て
信
と
為
す
を
知
ら
ず
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』

を
検
討
す
る
。
『
荘
子
』
は
こ
の
箇
所
で
「
至
徳
の
世
」
と
い
う
理

想
的
世
界
を
描
く
。
そ
の
世
界
に
は
統
治
者
は
い
る
が
、
そ
の
統

治
者
は
、
賢
者
や
才
能
の
あ
る
者
を
使
っ
て
こ
と
さ
ら
に
政
治
を

行
な
う
こ
と
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
衆
は
純
朴
で
、
自

然
に
治
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
は
い
う
。
し
か
し
、

履
軒
は
「
此
れ
大
古
の
世
を
論
ず
る
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
可
な

り
。
至
徳
の
世
と
為
す
と
謂
え
ば
、
則
ち
不
可
な
り
」
と
述
べ
て
、

『
荘
子
』
の
描
く
世
界
は
「
大
古
の
世
」
す
な
わ
ち
、
古
代
の
世

界
で
あ
っ
て
、
理
想
的
世
界
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
る
。
さ
ら
に

履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

其
の
上
為
る
者
標
枝
（
標
識
）
の
如
く
し
て
之
（
民
衆
）
を

顧
み
ざ
れ
ば
、
則
ち
争
奪
し
て
相
い
乗
じ
、
邦
に
寧
日
無
し
。

是
の
故
に
聖
人
な
る
者
出
ず
。
之
が
為
に
教
え
を
立
て
法
を

設
け
、
賢
を
尚
び
能
を
使
い
、
其
の
民
を
し
て
端
正
に
義
に

服
し
、
相
い
愛
し
て
仁
を
施
し
、
慇
実
（
ま
こ
と
）
た
る
こ

と
忠
を
以
て
し
、
事
を
行
な
う
に
当
を
得
、
動
作
に
礼
有
り
、

以
て
相
い
友
助
せ
し
め
、
以
て
自
ら
野
鹿
と
別
る
の
み
。
則

ち
標
枝
た
ら
ん
と
欲
し
て
得
る
な
り
。
此
れ
荘
生
の
知
る
能

わ
ざ
る
所
な
り
。

こ
こ
で
履
軒
は
『
荘
子
』
本
文
の
意
と
全
く
異
な
る
解
釈
を
展

開
す
る
。
履
軒
は
統
治
者
が
教
え
を
述
べ
て
秩
序
を
整
え
、
ま
た
、

賢
者
や
才
能
の
あ
る
者
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
を
し
て
は
じ

め
て
理
想
的
世
界
が
実
現
す
る
と
説
く
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
統

治
者
は
「
標
枝
の
如
く
」
無
為
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
7)°

始

め
か
ら
無
為
で
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
統
治

者
と
し
て
履
軒
は
聖
人
を
想
定
す
る
。
つ
ま
り
、
『
離
題
』
に
お
い

て
、
聖
人
は
こ
の
現
実
世
界
で
理
想
的
な
政
治
を
行
な
う
統
治
者

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
聖
人
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
天
地
篇
の
引
用
の
前
部

分
に
聖
人
の
語
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
引
用
は
本
来
、
架

空
の
人
物
で
あ
る
門
無
鬼
と
赤
張
満
稽
と
の
問
答
で
、
門
無
鬼
が

「
天
下
均
し
く
治
ま
る
、
而
し
て
有
虞
氏
（
舜
）
之
を
治
む
る
か
、

其
の
乱
る
、
而
る
後
に
之
を
治
む
る
か
」
と
舜
の
統
治
に
つ
い
て

尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
赤
張
満
稽
が
答
え
る
言
葉
の
中
に
見
え
る
。

赤
張
満
稽
は
、
天
下
が
乱
れ
て
い
た
か
ら
舜
が
統
治
し
た
の
だ
と

い
い
、
さ
ら
に
舜
の
よ
う
な
統
治
方
法
に
対
し
て
、
「
聖
人
は
之
を

と
述
べ
る
。
本
文
を
虚
心
に
読
め
ば
、
こ
の
箇
所
の
聖
人
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は
舜
の
統
治
方
法
に
批
判
的
な
人
格
者
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
履
軒
は
子
』
本
文
と
全
く
異
な

っ
た
解
釈
を
展
開
す
る
。

発
の
時
、
天
下
巳
に
治
ま
る
。
然
れ
ど
も
自
ら
舜
二
十
四
相

（
二
十
四
人
の
家
臣
）
（
注
8
)
に
命
じ
て
無
為
の
化
を
致
す
。

之
の
後
に
し
て
之
を
視
れ
ば
、
発
の
治
未
だ
全
か
ら
ず
。
未

な

も

だ
全
か
ら
ざ
れ
ば
、
初
お
是
れ
乱
な
り
。
且
し
鴻
水
（
洪
水
）

の
乱
る
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
乱
れ
て
而
る
後
に
治
む
る
は
、

舜
の
辞
せ
ざ
る
所
な
り
。
其
の
乱
〔
の
原
因
〕
も
又
た
前
代

に
在
り
。
舜
の
恥
に
非
ず
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
履
軒
は
舜
を
擁
護
す
る
。
そ
し
て
、
『
離
題
』

で
は
理
想
的
な
政
治
を
行
な
う
た
め
に
「
聖
人
な
る
者
出
ず
」
と

い
っ
て
い
る
か
ら
、
履
軒
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
無
為
の
化
を
致
」

し
て
理
想
的
な
政
治
を
行
な
っ
た
舜
は
、
当
然
聖
人
と
さ
れ
て
然

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
履
軒
は
儒
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
五
帝
の
一

人
と
し
て
儒
教
で
尊
ば
れ
る
舜
を
貶
め
る
『
荘
子
』
の
立
場
に
は

反
対
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

天
地
篇
の
例
に
限
ら
ず
、
『
荘
子
』
は
儒
教
風
の
秩
序
あ
る
世
界

を
理
想
的
世
界
と
考
え
る
こ
と
は
な
く
、
放
任
主
義
の
自
然
的
世

界
を
理
想
的
世
界
だ
と
い
う
箇
所
が
多
い
。
以
下
に
取
り
上
げ
る

馬
蹄
篇
も
全
般
的
に
そ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
馬
蹄
篇
は
短
篇

で
、
伯
楽
に
よ
っ
て
馬
の
持
つ
本
来
の
自
然
の
性
が
損
な
わ
れ
る

こ
と
を
例
と
し
て
、
聖
人
が
仁
義
等
の
秩
序
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
民
衆
が
純
朴
な
ま
ま
自
然
に
治
ま
っ
て
い
た
「
至
徳
の
世
」

が
損
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
馬
蹄
篇
の
「
至

徳
の
世
は
、

．．． 
万
物
群
生
し
て
其
の
郷
に
連
属
し
、
禽
獣
群
を
成

し
て
、
草
木
遂
げ
長
ず
」
の
箇
所
に
対
し
て
、
『
離
題
』
は
次
の

よ
う
に
い
う
。

「
草
木
」
盛
長
し
て
、
「
禽
獣
」
人
に
逼
る
、
是
れ

の
悪
む
所
な
り
。
荘
生
蓋
し
其
の
美
を
億
度
想
像
す
る
の
み
。

其
の
地
を
実
践
せ
ざ
る
が
故
に
其
の
害
を
知
ら
ず
。
凡
そ
老

荘
大
古
の
事
無
き
を
欽
羨
す
る
（
う
ら
や
む
）
者
は
み
な
是

の
類
な
り
。
仮
令
し
一
た
び
其
の
地
を
践
み
、
而
し
て
其
の

害
を
嘗
め
ば
、
則
ち
必
ず
其
の
言
を
悔
ゆ
る
は
、
猶
葉
公
の

竜
の
ご
と
し
と
し
か
云
う
。

「

葉

公

の

と

は

劉

向

の

雑

事

第

五

に

見

え

る

逸

話
で
、
普
段
は
竜
好
き
で
居
室
内
の
絵
を
描
か
せ
る
ほ
ど
だ

っ
た
葉
公
子
高
が
実
際
に
本
当
の
竜
が
現
れ
る
と
恐
れ
て
逃
げ
た

と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
物
事
を
好
む
の
に
見
解
が
浅
薄
で
、

本
当
に
好
む
の
で
は
な
い
こ
と
を
璧
え
る
。
履
軒
は
、
『
荘
子
』
の

「
至
徳
の
世
」
は
「
大
古
」
（
古
代
）
の
世
界
を
い
う
に
過
ぎ
ず
、

『
荘
子
』
の
い
う
こ
の
理
想
的
世
界
は
、
実
際
の
経
験
に
基
づ
く
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こ
と
の
な
い
非
現
実
的
な
世
界
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
し

つ

v、

て
、
『
荘
子
』
本
文
で
は
「
道
徳
を
毀
ち
て
以
て
仁
義
を
為
る
は
、

聖
人
の
過
ち
な
り
」
と
述
べ
て
聖
人
を
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、

『
荘
子
』
の
い
う
放
任
主
義
の
自
然
状
態
を
「
聖
人
の
悪
む
所
な

り
」
と
い
う
。
こ
れ
は
こ
の
箇
所
の
聖
人
を
履
軒
が
儒
教
的
聖
人

と
考
え
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
先
の
天
地
篇
の
例
で
は
、

『
荘
子
』
本
文
の
聖
人
は
道
家
的
な
人
格
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

履
軒
が
儒
教
的
聖
人
と
し
て
読
み
か
え
て
独
自
の
解
釈
を
施
し
て

い
た
。
た
だ
、
こ
の
馬
蹄
篇
に
お
け
る
聖
人
は
儒
教
的
聖
人
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
履
軒
は
天
地
篇
と
同
様
の
解
釈
を
す
る

こ
と
は
な
い
。

彼
が
こ
の
箇
所
の
聖
人
を
儒
教
的
聖
人
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、

続
く
『
荘
子
』
本
文
に
対
す
る
『
離
題
』
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
、
子
』
本
文
を
引
用
す
る
。

夫
れ
馬
陸
に
居
れ
ば
、
則
ち
草
を
食
ら
い
水
を
飲
む
。
喜
べ

ば
則
ち
頸
を
交
わ
し
て
相
い
靡
す
。
怒
れ
ば
則
ち
分
背
し
て

レ
一
ど

相
い
躁
む
。
馬
の
知
此
に
已
ま
る
（
注
9
)
0
:
・

夫
れ
赫
脊
氏
の

時
、
民
居
る
に
為
す
所
を
知
ら
ず
、
行
く
に
之
く
所
を
知
ら

た
の

ず
、
哺
（
食
物
）
を
含
み
て
熙
し
み
、
腹
を
鼓
ち
て
遊
ぶ
。

民
の
能
此
に
已
ま
る
。
聖
人
礼
楽
を
屈
折
し
て
、
以
て
天

た
だ

下
の
形
を
匡
し
、
仁
義
を
県
跛
（
高
く
掲
げ
る
）
し
て
、
以

て
天
下
の
心
を
慰
す
る
に
至
る
に
及
ぶ
。
而
し
て
民
乃
ち
始

め
て
躁
肢
（
無
理
す
る
こ
と
）
し
て
知
を
好
み
、
争
い
て
利

に
帰
す
。
止
む
べ
か
ら
ず
。
此
れ
亦
た
聖
人
の
過
ち
な
り
。

「
赫
宵
氏
」
と
は
こ
の
箇
所
の
子
』
に
お
け
る
理
想
的
世

界
の
統
治
者
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
も
馬
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

馬
も
自
然
状
態
に
お
い
て
お
け
ば
平
和
に
暮
ら
し
て
い
る
。
し
か

し
、
要
ら
ぬ
知
恵
を
与
え
た
た
め
に
馬
は
悪
賢
く
な
っ
た
が
、
そ

れ
は
「
伯
楽
の
罪
」
だ
と
い
う
。
そ
れ
と
同
様
に
民
衆
が
良
か
ら

ぬ
状
況
に
な
っ
た
の
は
「
聖
人
の
過
ち
」
だ
と
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
履
軒
は
『
荘
本
文
の
聖
人
を
擁
護
し
て
以
下
の
よ
う

こ
、
う
。

ー
し
｀
し

赫
脅
氏
の
民
、
に
陸
馬
の
如
き
や
。
亦
た
其
の
長
を
し
て

頸
を
交
わ
し
て
相
い
靡
し
、
而
し
て
其
の
分
背
し
て
相
い
躁

む
を
禁
ぜ
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
後
世
の
聖
人
其
の
相
い
躁

む
を
禁
ぜ
ん
と
欲
し
て
、
必
ず
先
に
其
の
相
い
靡
す
る
を
節

す
る
は
、
太
甚
に
至
ら
ざ
ら
し
め
ば
な
り
。
是
れ
礼
の
生
ず

る
所
な
り
。
蓋
し
相
い
躁
む
は
、
相
い
靡
す
る
に
由
り
て
生

ず
。
已
に
是
れ
又
た
荘
生
の
知
ら
ざ
る
所
な
り
。

赫
晋
氏
の
と
き
の
民
衆
は
自
然
状
態
の
馬
と
同
様
で
、
た
だ
仲

良
く
さ
せ
て
仲
違
い
さ
せ
る
こ
と
の
み
を
禁
じ
る
の
は
不
可
能
で
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は
ら

夫
の
斉
国
、
聖
人
の
礼
楽
刑
政
地
を
掃
い
て
尽
く
。
故
に
盗

あ
る
。
仲
違
い
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
よ
う
と
し
て
、
仲
良
く
さ
せ

る
こ
と
に
対
し
て
も
節
度
を
も
た
せ
よ
う
と
聖
人
が
す
る
の
は
、

彼
ら
の
関
係
が
過
激
に
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
に
聖
人
は
礼
を
確
立
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
履
軒
は
い

う
。
こ
の
『
離
題
』
に
お
い
て
、
聖
人
が
礼
を
確
立
さ
せ
た
と
述

べ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
礼
は
い
う
ま
で
も
な
く
儒

教
に
お
け
る
重
要
な
徳
目
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
礼
を
確
立
し

た
聖
人
は
当
然
、
儒
教
的
聖
人
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
履
軒
は
、
聖
人
を
儒
教
的
立
場
か
ら
見
た
理
想
的
人
格
者
と
考

え
て
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

以
上
の
馬
蹄
篇
の
例
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
履
軒
は
『
荘

子
』
に
見
え
る
聖
人
を
儒
教
的
聖
人
と
見
て
、
儒
教
的
秩
序
を
確

立
す
る
人
格
者
と
と
ら
え
る
。
さ
ら
に
肱
箇
篇
の
例
を
検
討
す
る
。

肱
筐
篇
冒
頭
に
、
「
聖
知
の
法
」
（
聖
人
の
方
法
）
に
よ
っ
て
治
め

ら
れ
て
い
た
斉
国
を
そ
の
「
聖
知
の
法
」
ご
と
田
成
子
が
募
奪
し

た
故
事
が
記
さ
れ
る
。
『
荘
子
』
本
文
で
は
「
田
成
子
一
旦
に
斉

君
を
殺
し
、
而
し
て
其
の
国
を
盗
む
。
盗
む
所
の
者
は
、
あ
に
独

ぁ

り
其
の
国
の
み
な
ら
ん
や
。
其
の
聖
知
の
法
を
井
与
せ
て
、
而
し

て
之
を
盗
む
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
離
題
』
は
次
の
よ
う

こ
、
う
。

9
,
>
 

聖
人
と
民
衆
と
の
精
神
の
在
り
方
は
相
違
す
る
。

そ
の
点
に
関

く
ら

臣
田
氏
の
興
る
有
り
。
…
読
者
荘
子
の
文
に
眩
み
、
而
し
て

た
ぷ
ら
か

此
れ
を
察
ら
ず
。
往
々
に
し
て
其
の
証
す
所
と
為
る
。
憫

れ
む
べ
き
か
な
。

履
軒
は
、
斉
国
が
「
聖
知
の
法
」
ご
と
田
成
子
に
よ
っ
て
慕
奪

さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
。
聖
人
の
作
り
上
げ
た
「
礼
楽
刑
政
」

す
な
わ
ち
、
社
会
的
な
秩
序
や
制
度
が
既
に
失
わ
れ
て
い
た
か
ら
、

田
成
子
な
ど
と
い
う
「
盗
臣
」
が
勃
興
す
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
読
者
は
『
荘
子
』
の
拗
言
に
乗
っ
て
、
こ
の
事
実
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
と
説
く
。
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
聖
人
が
社
会

的
秩
序
を
作
り
上
げ
た
と
履
軒
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
や
は
り
、
彼
に
と
っ
て
聖
人
は
儒
教
的
秩
序
を
確
立
す
る
人

格
者
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
履
軒
の
称
揚
す
る
聖
人
は
「
礼
楽
刑
政
」
と
い
っ

た
儒
教
的
秩
序
を
確
立
す
る
理
想
的
人
格
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、

民
衆
の
た
め
に
政
治
を
執
り
行
な
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
聖
人
と

民
衆
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
履
軒
は
考
え
て
い
た
の
か
。

以
下
、
章
を
改
め
て
そ
の
点
を
検
討
す
る
。

三
、
聖
人
と
民
衆
と
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す
る
履
軒
の
見
解
は
既
に
拙
稿
二
に
お
い
て
概
略
を
述
べ
た
。
例

え
ば
、
知
北
遊
篇
「
物
を
物
と
す
る
者
は
、
物
と
際
無
し
。
而
し

て
物
際
有
る
者
は
、
所
謂
物
際
な
る
者
な
り
」
の
箇
所
に
履
軒
は

独
自
の
解
釈
を
施
す
。
そ
の
箇
所
に
お
い
て
、
履
軒
は
聖
人
も
民

衆
も
共
に
こ
の
現
実
世
界
に
住
み
な
が
ら
、
か
た
や
民
衆
は
相
対

的
な
区
別
に
惑
わ
さ
れ
る
精
神
状
況
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対

し
て
、
聖
人
の
精
神
は
万
物
斉
同
の
境
地
に
あ
り
、
民
衆
の
よ
う

に
相
対
的
区
別
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
注
10)
。
聖
人
と
民
衆

と
は
同
じ
現
実
世
界
に
住
み
な
が
ら
、
そ
の
精
神
の
在
り
方
が
相

違
し
て
い
る
。

さ
ら
に
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
則
陽
篇
「
日
々
物
と

化
す
る
者
は
、
の
化
せ
ざ
る
者
あ
り
」
に
対
す
る
『
離
題
』
で

あ
る
。

し
た
が

「
日
々
物
と
化
す
」
は
衆
人
を
謂
う
な
り
。
聖
人
は
物
に
循

い
、
衆
人
は
物
に
化
せ
ら
る
。
物
に
化
せ
ら
る
と
は
、
物
欲

こ
っ
ぽ
つ
え
ん

の
誘
う
所
と
為
り
、
泊
没
焉
（
落
ち
ぶ
れ
る
）
た
る
者
な
り
。

こ
の
箇
所
に
お
い
て
履
軒
は
「
物
」
を
物
欲
と
解
す
る
。
聖
人

は
物
欲
に
従
い
な
が
ら
、
あ
る
が
ま
ま
に
現
状
を
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
民
衆
は
物
欲
に
と
ら
わ
れ
て
、
つ
い
に

は
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
う
。
同
じ
現
実
世
界
に
住
み
な
が
ら
、
精
神

の
在
り
方
が
相
違
す
る
た
め
に
そ
の
身
の
処
し
方
が
大
い
に
異
な

っ
て
く
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
聖
人
も
物
欲

に
従
う
と
履
軒
が
解
す
る
点
で
あ
る
。
そ
の
精
神
の
在
り
方
が
相

違
す
る
と
は
い
え
、
こ
と
さ
ら
に
民
衆
と
相
い
れ
な
い
よ
う
な
人

格
者
と
し
て
聖
人
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
履
軒

に
と
っ
て
、
や
は
り
聖
人
も
こ
の
現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
。

で
は
、
被
統
治
者
た
る
民
衆
は
ど
の
よ
う
に
履
軒
の
目
に
映
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
彼
は
民
衆
を
愚

民
視
し
て
い
た
と
考
え
る
。
ま
ず
、
餅
拇
篇
の
例
か
ら
検
討
す
る
。

餅
拇
篇
に
「
彼
の
正
正
た
る
は
、
其
の
性
命
の
情
を
失
わ
ず
。
…

は
ぎ

見
（
か
も
）
の
腔
短
し
と
雖
も
、
之
を
続
が
ば
則
ち
憂
い
、
鶴
の

腔
長
し
と
雖
も
、
之
を
断
た
ば
則
ち
悲
し
む
。
故
に
性
の
長
き

断
つ
所
に
非
ず
、
性
の
短
き
続
ぐ
所
に
非
ず
。
憂
い
を
去
る
所
無

け
れ
ば
な
り
」
と
あ
る
。
通
説
で
は
こ
の
『
荘
子
』
本
文
の
意
を

以
下
の
よ
う
に
解
す
る
も
の
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
最
も
正
し
い

こ
と
は
「
性
命
の
情
」
（
生
ま
れ
つ
き
の
状
態
）
を
失
わ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
来
足
の
短
い
見
が
足
を
継
ぎ
足
さ
れ
た
ら

嫌
が
る
だ
ろ
う
し
、
生
来
足
の
長
い
鶴
が
足
を
切
ら
れ
た
ら
悲
し

む
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
な
い
の
は
見
鶴
そ
れ
ぞ
れ

の
憂
い
を
取
り
去
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
。

そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
通
説
と
は
異
な
る
解
釈
を
こ
の
箇
所

に
お
い
て
展
開
す
る
。
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「
憂
い
を
去
る
」
の
憂
い
、
是
れ
人
の
い
な
り
。
見
鶴
の

み

自
ら
憂
う
る
に
非
ず
。
見
の
腔
を
観
て
以
て
短
し
と
為
し
、

而
し
て
続
が
ん
と
欲
し
、
鶴
の
腔
を
観
て
以
て
長
し
と
為
し
、

而
し
て
断
た
ん
と
欲
す
、
是
れ
人
の
憂
い
な
り
。
然
り
と
雖

も
之
を
続
ぎ
て
見
憂
い
、
之
を
断
ち
て
鶴
悲
し
ま
ば
、
則

ち
終
に
之
を
続
断
す
べ
か
ら
ず
。
是
れ
吾
の
憂
い
終
に
除
く

べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
以
て
仁
義
の
人
教
え
を
設
け
て
人
を

化
せ
ん
と
欲
し
、
而
れ
ど
も
終
に
化
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
憂

た
と

い
多
き
所
以
を
喩
う
。

履
軒
は
、
憂
え
る
の
は
見
鶴
自
身
で
は
な
く
「
人
」
だ
と
い
う
。

「
人
」
は
見
鶴
の
足
の
長
さ
が
適
当
で
な
い
の
を
見
て
、
適
当
な

長
さ
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
見
鶴
が

憂
え
た
り
悲
し
ん
だ
り
す
る
か
ら
、
適
当
な
長
さ
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
従
っ
て
、
「
人
」
の
憂
い
は
継
続
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
箇
所
の
「
人
」
と
は
引
用
の
後
半
部
分
で
も
い
う
よ
う
に
「
仁

義
の
人
」
で
あ
る
。
「
仁
義
」
は
儒
教
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
る
徳
目

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
仁
義
」
を
会
得
し
た
人
格
者
と
は
、
す
な

わ
ち
儒
教
的
聖
人
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
箇
所
の
「
仁
義
の

人
」
は
「
聖
人
」
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
見
鶴
の
例
は
、
聖
人
が
教
え
を
立
て
て
民
衆
を
教
導
し
よ
う
と

し
て
も
そ
れ
が
難
し
く
、
聖
人
の
憂
い
が
な
く
な
ら
な
い
こ
と
を

る
も
の
だ
と
履
軒
が
い
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

聖
人
は
履
軒
か
ら
見
て
民
衆
と
同
様
に
現
実
世
界
に
住
み
、
天

下
を
統
治
す
る
理
想
的
人
格
者
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

聖
人
の
意
図
を
民
衆
が
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
こ
と
は

同
箇
所
に
お
け
る
別
の
『
離
題
』
を
見
れ
ば
、
よ
り
一
層
明
ら
か

に
な
る
。愚

者
其
の
明
ら
か
な
ら
ん
と
欲
し
、
其
の
廉
な
ら
ん

と
欲
す
る
は
、
諸
れ
気
質
を
変
化
す
る
の
事
に
し
て
、
概
ね

拇
を
決
し
枝
を
監
す
る
の
類
と
為
す
。
其
の
（
仁
義
の
人
の
）

ゃ

願
い
を
遂
げ
ず
、
而
し
て
憂
い
綴
ま
ざ
る
所
以
な
る
の
み
。

「
拇
を
決
し
枝
を
監
す
」
と
は
、
『
荘
子
』
本
文
に
見
え
る
例
で
、

足
の
親
指
が
く
つ
つ
い
て
い
る
の
を
切
り
裂
き
、
手
の
指
が
余
計

に
あ
る
の
を
か
み
切
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
つ
き

に
逆
ら
っ
て
無
理
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
箇
所
で
履
軒
は
、

愚
者
や
貪
者
の
気
質
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
明
確
に
述

べ
る
。
履
軒
か
ら
見
て
、
民
衆
は
ま
さ
に
愚
者
あ
る
い
は
貪
者
と

も
い
う
べ
き
存
在
で
、
彼
ら
を
教
導
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
民
衆
を
相
手
に
政
治
を
行
な
う
聖
人
は
憂
い
の

や
む
こ
と
は
な
い
。

前
章
で
取
り
上
げ
た
天
地
篇
「
至
徳
の
世
」
の
箇
所
の
『
離
題
』

と
同
様
、
こ
の
箇
所
の
解
釈
も
履
軒
と
通
説
と
で
は
全
く
異
な
る
。
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こ
れ
は
履
軒
が
誤
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
彼
が

意
図
的
に
独
自
の
注
解
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
「
聖

人
」
「
仁
義
の
人
」
の
語
が
見
え
る
箇
所
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
理

想
的
人
格
者
へ
の
履
軒
の
思
い
入
れ
が
強
い
こ
と
を
表
し
て
い
る

と
考
え
る
。

さ
ら
に
外
物
篇
に
見
え
る
『
離
題
』
を
検
討
す
る
。
外
物
篇
に

「
官
事
は
衆
宜
に
果
つ
（
注
ll)

（
役
所
の
仕
事
は
民
衆
の
好
み
に
合

わ
せ
る
た
め
の
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
）
」
と
あ
り
、
そ
の
箇
所
に
履

軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

今
「
官
事
」
を
処
置
し
て
、
事
々
当
に
停
ま
り
、
彼
も
亦

た
宜
し
く
、
此
れ
も
亦
た
宜
し
き
を
欲
す
る
が
故
に
窒
塞
し

て
通
ら
ず
。
大
抵
の
事
「
衆
宜
」
を
備
う
る
者
無
し
。
喜
ぶ

者
有
れ
ば
、
必
ず
怒
る
者
有
り
。
唯
だ
其
の
大
小
軽
重
を
見

る
の
み
。
下
の
「
草
木
の
倒
植
す
る
」
は
、
以
て
此
れ
を
喩

う
。
一
た
び
善
政
有
り
て
、
而
し
て
工
商
市
を
歌
わ
ば
、
則

ち
姦
民
横
眉
す
る
（
不
愉
快
に
な
る
）
は
、
必
至
の
勢
な
り
。

う
れ

あ
に
他
う
る
に
足
ら
ん
。

の
倒
植
す
る
」
と
は
、
『
荘
子
』
の
、
続
く
箇
所
に
見
え

る
語
で
、
草
木
が
逆
さ
ま
に
な
っ
た
不
自
然
な
状
態
を
い
う
。
役

所
の
仕
事
は
民
衆
の
ど
ん
な
要
求
に
も
応
え
よ
う
と
し
て
実
際
に

は
そ
れ
が
で
き
ず
、
や
は
り
政
策
に
満
足
す
る
者
と
不
満
足
な
者

と
が
存
在
す
る
。
統
治
者
が
善
政
を
施
し
て
職
人
や
商
人
が
そ
れ

ぞ
れ
の
商
売
で
町
が
賑
わ
っ
て
い
て
も
、
良
か
ら
ぬ
民
衆
が
不
愉

快
に
な
る
よ
う
な
状
況
は
避
け
ら
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
履
軒

は
い
う
。

こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
履
軒
は
全
て
の
民
衆
を
満
足
さ
せ
ら

れ
る
よ
う
な
政
策
を
施
す
こ
と
が
難
し
い
と
述
べ
る
。
ま
た
、
「
姦

民
」
の
語
を
用
い
て
、
如
何
に
統
治
者
が
善
政
を
施
し
て
も
そ
れ

に
感
化
さ
れ
ず
、
不
満
を
持
つ
民
衆
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
を
強
調
す
る
。
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
民
衆
は
や
は
り
愚
民
だ
か

ら
、
全
体
を
考
え
る
統
治
者
の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

従
っ
て
、
自
分
勝
手
に
自
己
の
立
場
の
み
を
考
え
て
好
き
放
題
を

い
う
。
総
合
的
に
見
て
ど
の
よ
う
な
政
策
が
最
も
適
当
か
を
考
え

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
上
記
の
『
離
題
』
も
、
履
軒
が
民
衆

を
愚
民
視
す
る
観
点
を
持
つ
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
例
の
他
に
も
、
例
え
ば
、
天
地
篇
に
将
間
勉
と
季
徹
と

の
問
答
が
あ
り
、
そ
の
箇
所
に
お
け
る
『
離
題
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
『
荘
子
』
本
文
で
は
、
季
徹
が
将
間
勉
に
答
え
て
「
大
聖
の

天
下
を
治
む
る
や
、
民
心
を
揺
蕩
（
鼓
舞
す
る
）
し
て
、
之
を
し

て
教
え
を
成
し
俗
を
易
え
、
み
な
其
の
賊
心
（
凶
暴
な
心
）
を
滅

ぼ
し
、
而
し
て
み
な
其
の
独
志
を
進
め
、
性
の
自
ら
為
す
が
若
く
、

而
し
て
（
注
12)
其
の
由
り
て
然
る
所
を
知
ら
ざ
ら
し
む
」
と
述
べ
て
、

「
大
聖
」
の
天
下
統
治
の
方
法
に
つ
い
て
語
る
。
こ
の
箇
所
に
対
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「
進
」
と
は
、
之
を
崇
ぶ
な
り
。
然
れ
ど
も
揺
愚
の
民
を
し

て
独
志
を
進
め
し
む
る
も
、
其
れ
亦
た
難
し
。
「
発
舜
」
と
雖

も
能
く
せ
ざ
る
者
有
り
、
高
き
か
な
〔
荘
子
の
〕
言
や
。
祇

だ
以
て
其
の
空
論
に
し
て
実
無
き
を
見
る
。

「
発
舜
」
の
語
は
『
荘
本
文
中
に
見
え
る
こ
と
か
ら
履
軒

が
引
用
す
る
。
こ
の
箇
所
で
も
履
軒
は
民
衆
を
「
騒
愚
の
民
」
と

述
べ
て
、
そ
の
愚
民
観
を
明
確
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
箇
所
の

『
口
義
』
「
生
ま
れ
な
が
ら
〔
聖
人
の
感
化
を
〕
知
る
の
性
自
ら

有
る
が
如
し
、
而
れ
ど
も
上
の
化
を
為
す
を
知
ら
ず
。
故
に
『
其

の
由
り
て
然
る
所
を
知
ら
』
ず
と
日
う
」
に
対
し
て
、
履
軒
は
「
註

宜
し
く
性
の
固
よ
り
有
る
が
如
し
と
言
う
べ
し
。
若
し
生
ま
れ
な

が
ら
の
知
な
ら
ば
、
あ
に
之
を
衆
人
に
望
む
を
容
れ
ん
や
」
と
い

う
。
民
衆
が
聖
人
の
感
化
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
『
ロ

義
』
で
は
民
衆
の
生
来
の
性
格
と
し
て
そ
れ
が
可
能
だ
と
認
め
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
性

格
と
し
て
聖
人
の
感
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
民
衆
に
は
期
待
で

き
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
履
軒
は
自
ら
の
愚
民
観
を
明
確
に

述
べ
る
。
統
治
者
と
し
て
の
聖
人
が
如
何
に
感
化
し
よ
う
と
し
て

も
、
民
衆
は
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
れ
は
そ
の
精
神

の
在
り
方
が
相
違
す
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
n
1
3
)
0

し
て
、
『
離
題
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

従
っ
て
、
現
実
世
界
に
生
き
る
聖
人
は
民
衆
の
毀
誉
褒
貶
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
上
述
し
た
庚
桑
楚
篇
「
聖
人
は
天
に
エ

に
し
て
人
に
拙
し
。
…
」
の
箇
所
に
履
軒
は
ま
た
次
の
よ
う
な
『
離

題
』
を
施
す
。

誉
有
れ
ば
必
ず
毀
有
り
。
聖
人
誉
を
避
く
る
能
わ
ず
、
亦
た

毀
を
逃
る
能
わ
ず
。
遂
に
其
の
身
を
労
す
る
に
至
り
、
或
い

は
以
て
楚
難
に
遭
う
。
是
れ
を
之
「
人
に
拙
し
」
と
謂
う
。

こ
の
箇
所
で
は
、
聖
人
は
民
衆
か
ら
の
称
揚
も
批
判
も
避
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
履
軒
は
述
べ
て
い
る
。
彼
の
考
え
に
拠
れ
ば
、

聖
人
は
理
想
的
人
格
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
民
衆
か
ら
称
揚
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は
う
な
ず
け
る
。
そ
の
聖
人
に
し
て
も

民
衆
か
ら
の
批
判
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
心
労
で
心
身
を

擦
り
減
ら
し
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
災
難
に
遭
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
を
「
人
に
拙
し
」
と
い
う
。
こ
れ
は
や
は
り
聖
人
が
こ
の
現

実
世
界
に
民
衆
と
共
に
住
む
こ
と
か
ら
く
る
不
可
避
の
事
象
だ
と

履
軒
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
民
衆
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
彼

ら
民
衆
が
や
は
り
愚
民
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
愚
か
な
民
衆
に
対
し
て
、
聖
人
は
如
何
に
対

応
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
参
照
す
べ
き
は
在
宥
篇
に
見
え
る
『
離
題
』
で
あ
る
。

在
宥
篇
に
雲
将
と
鴻
蒙
と
い
う
架
空
の
人
物
に
よ
る
問
答
が
あ
る
。
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そ
こ
で
は
人
を
治
む
る
の
過
ち
」
を
犯
す
雲
将
に
対
し
て
、
鴻

蒙
が
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

暗
、
心
養
せ
よ
。
汝
は
徒
処
無
為
に
し
て
(IL11)
、
物
自
ら
化

せ
ん
。
…
万
物
云
云
と
し
て
各
お
の
其
の
根
に
復
る
。
各
お

の
其
の
根
に
復
り
て
、
而
も
知
ら
ず
。
渾
渾
沌
沌
と
し
て
終

身
離
れ
ず
。
若
し
彼
之
を
知
ら
ば
、
乃
ち
是
れ
之
を
離
る
。

う
か
が

其
の
名
を
問
う
無
く
、
其
の
情
を
閾
う
無
く
ば
、
物
固
よ

り
自
ら
生
ず
。

本
文
で
は
、
「
心
養
せ
よ
」
の
語
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
鴻
蒙
が
道
家
的
な
用
語
を
用
い
て
雲
将
を
諭
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
独
自
の
解
釈
を
施

す
。
ま
ず
、
『
離
題
』
で
は
「
『
物
自
ら
化
』
す
も
、
亦
た
吾
が
陶

鉤
の
上
に
在
り
。
物
自
ら
能
＜
然
る
に
非
ず
」
と
い
う
。
「
陶
鉤
」

と
は
『
漢
書
』
郡
陽
伝
に
見
え
る
語
で
、
聖
王
が
天
下
を
よ
く
治

め
る
こ
と
の
璧
え
で
あ
る
（
注
15)
。
『
離
題
』
に
お
い
て
「
陶
鉤
」
が

用
い
ら
れ
る
場
合
、
履
軒
は
当
然
、
そ
の
主
体
は
聖
人
だ
と
考
え

て
い
る
。
こ
こ
で
履
軒
は
、
万
物
が
自
然
に
感
化
さ
れ
る
の
は
聖

人
の
統
治
に
よ
る
の
だ
と
い
い
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
聖
人
が

天
下
を
治
め
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
続
く
『
離
題
』

で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
根
に
復
る
」
と
は
、
物
其
の
全
き
を
得
る
な
り
。
而
し
て

お
さ

之
を
為
む
る
者
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
実
我
が
無
為
の
徳

い
た

之
に
致
り
て
、
而
し
て
彼
之
を
知
ら
ざ
る
の
み
。
故
に
渾
々

沌
々
と
し
て
我
終
身
物
と
相
い
離
れ
ざ
る
の
み
。
彼
荀
し

其
の
之
を
為
む
る
者
を
知
ら
ば
、
是
れ
我
の
徳
欠
醐
に
し
て
、

而
し
て
物
と
相
い
離
隔
す
。
其
の
妙
彼
知
ら
ざ
る
処
に
在
り
。

通
説
で
は
、
「
渾
渾
沌
沌
と
し
て
終
身
離
れ
」
な
い
の
は
、
い
わ

ゆ
る
道
家
的
な
「
道
」
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
履
軒
は
「
渾
々
沌

々
と
し
て
我
終
身
物
と
相
い
離
れ
ざ
る
の
み
」
と
い
う
。
履
軒
の

い
う
「
我
」
と
は
明
ら
か
に
統
治
者
た
る
聖
人
で
あ
る
。
ま
た
、

上
記
の
『
離
題
』
に
お
け
る
「
物
」
と
は
聖
人
に
よ
っ
て
統
治
さ

れ
る
民
衆
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
箇
所
に
お
い
て
履
軒
は

聖
人
の
天
下
統
治
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
履
軒
の
解
釈
は
以

下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
民
衆
に
自
分
た
ち
を
統
治
す

る
者
が
い
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
な
い
よ
う
な
統
治
方
法
が
理
想
的

で
あ
る
。
も
し
統
治
者
の
存
在
を
意
識
す
れ
ば
、
民
衆
は
愚
民
だ

か
ら
外
物
篇
の
例
の
よ
う
に
根
拠
の
な
い
無
理
な
要
求
を
統
治
者

た
る
聖
人
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
な
れ

ば
そ
れ
は
統
治
者
の
徳
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
民
衆
に

統
治
者
の
存
在
を
意
識
せ
し
め
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
聖
人
に
よ
る

統
治
の
「
妙
」
で
あ
る
と
。
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民
衆
は
愚
民
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
聖
人
に
よ
る
統
治
の
意
図

を
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
従
っ
て
、
聖
人
か
ら
す
れ
ば
、

彼
の
意
図
を
誤
解
さ
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
を
知
ら
せ
な
い
方

が
よ
い
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
に
よ
る
統

治
方
法
は
、
ま
さ
し
く
「
鼓
腹
撃
壌
」
の
故
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
よ
う
な
発
の
統
治
と
同
様
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
尭
は
儒

教
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
る
五
帝
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
発

の
統
治
と
同
様
の
統
治
方
法
を
履
軒
は
称
揚
す
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
彼
の
心
中
に
は
や
は
り
儒
者
の
意
識
が
中
心
に
あ
る
こ
と
が
窺

え
る
。
ま
た
、
聖
人
に
と
っ
て
「
終
身
物
と
相
い
離
れ
」
な
い
こ

と
が
重
要
だ
と
述
べ
る
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

聖
人
も
民
衆
と
同
様
、
こ
の
現
実
世
界
で
生
き
る
こ
と
を
こ
の
表

現
は
改
め
て
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
聖
人
は
そ
の
統
治
の
意
図
を
む
し
ろ
民
衆
に
知
ら

せ
な
い
方
が
よ
い
。
従
っ
て
、
民
衆
と
同
じ
現
実
世
界
に
い
な
が

ら
、
聖
人
は
民
衆
か
ら
の
理
解
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

先
に
聖
人
と
民
衆
と
は
そ
の
精
神
の
在
り
方
が
相
違
す
る
と
述
べ

た
。
や
は
り
聖
人
は
精
神
的
に
孤
独
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例

え
ば
、
在
宥
篇
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

大
人
の
教
え
は
、
形
の
影
に
於
け
る
、
声
の
響
き
に
於
け
るお

も

が
若
く
し
て
、
問
う
こ
と
有
ら
ば
而
し
て
之
に
応
ず
。
其
の
懐

う
所
を
尽
く
し
て
、
天
下
の
配
と
為
り
、
無
孵
に
処
り
て
、

ひ

っ

さ

ゆ

ど

う

ど

う

無
方
に
行
き
、
汝
を
撃
げ
て
適
き
て
、
之
を
撓
撓
に
復
す
。

以
て
無
端
に
遊
び
、
無
労
に
出
入
し
て
、
日
と
与
に
始
め
無

し
。
形
躯
を
頌
論
し
て
、
大
同
に
合
す
。

こ
の
箇
所
は
民
衆
に
対
す
る
「
大
人
」
の
教
え
が
優
れ
る
こ
と

を
い
う
。
そ
し
て
、
履
軒
は
こ
の
箇
所
に
次
の
よ
う
な
『
離
題
』

を
施
す
。

①
「
懐
う
所
を
尽
く
し
て
」
以
て
に
応
ず
」
と
雖
も
、
然

れ
ど
も
衆
人
終
に
以
て
相
い
随
う
に
足
ら
ず
。
故
に
「
之
を

撓
々
」
の
中
に
「
復
す
」
。
而
し
て
其
の
「
大
同
に
合
す
」
る

者
は
、
則
ち
依
然
と
し
て
「
独
り
往
き
独
り
来
る
」
の
み
。

復
た
能
＜
従
う
の
人
無
し
。

②
「
撓
々
」
と
は
、
世
間
を
謂
う
。

大
人
の
居
る
所
に
非
ず
。

即
ち
衆
人
の
本
位
な
り
。

「
大
人
」
と
は
、
履
軒
に
と
っ
て
当
然
な
が
ら
理
想
的
人
格
者

た
る
聖
人
を
意
味
す
る
。
こ
の
箇
所
に
お
け
る
履
軒
の
考
え
は
お

お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
聖
人
が
如
何
に
考
え
を
尽
く
し

て
民
衆
に
対
応
し
て
も
、
彼
ら
が
結
局
、
聖
人
に
付
き
従
っ
て
ゆ

く
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
聖
人
の
心
情
を
理
解
す
る
こ
と
は
期

待
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
民
衆
は
こ
の
現
実
世
界
で
ほ
し
い
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マ
マ

②
「
聖
人
天
下
を
駿
か
す
」
と
は
、
仁
義
の
外
に
別
に

事
有
る
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
天
下
を
登
動
驚
駿
す
る

件
の

（
驚
か

ま
ま
に
独
善
的
に
ふ
る
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
聖

人
は
「
独
り
往
き
独
り
来
る
」
の
み
で
あ
る
。
「
独
り
往
き
独
り
来

る
」
と
は
、
在
宥
篇
の
前
部
分
に
見
え
る
語
で
、
本
来
、
理
想
的

人
格
者
が
独
り
自
由
に
世
界
を
往
来
す
る
様
子
を
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
『
離
題
』
で
は
聖
人
が
精
神
的
に
孤
独
な
状
態
に
あ
る
こ
と

を
い
う
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
聖
人
は
精
神
的
に
孤
独
で
あ
る
。
孤
高
と
い
っ
て

も
よ
い
。
そ
し
て
、
聖
人
は
天
下
の
統
治
者
で
あ
る
。
民
衆
に
理

解
さ
れ
な
く
て
も
よ
く
天
下
を
統
治
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
聖
人
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
そ
れ
は
「
仁

義
」
の
実
現
で
あ
る
。
以
下
の
例
は
拙
稿
一
に
お
い
て
も
取
り
上

げ
た
が
、
再
度
検
討
す
る
。
そ
れ
は
外
物
篇
「
聖
人
の
天
下
を
賊

よ
ぎ

か
す
所
以
は
、
神
人
未
だ
嘗
て
過
り
て
而
し
て
問
わ
ず
」
に
対
す

る
『
離
題
』
で
あ
る
。

①
「
賊
」
字
、
宜
し
く
着
眼
す
べ
し
。
夫
の
聖
賢
君
子
、
其
の

徳
は
固
よ
り
衆
を
超
え
、
而
し
て
其
の
知
も
亦
た
衆
を
超
ゆ

れ
ば
、
則
ち
時
有
り
て
其
の
事
を
行
な
う
は
大
い
に
衆
慮
の

外
に
出
る
者
有
り
。
衆
人
〔
理
解
す
る
こ
と
を
〕
得
ず
し
て

驚
愕
す
。
是
れ
を
之
指
す
の
み
。

せ
る
）
所
以
は
、
其
の
大
い
に
衆
の
行
な
い
に
異
な
る
こ
と

有
る
を
以
て
な
り
。
未
だ
平
常
の
仁
義
も
て
天
下
を
治
む
る

の
事
を
以
て
之
を
解
す
べ
か
ら
ず
。

①
の
『
離
題
』
に
お
い
て
は
、
上
記
の
在
宥
篇
等
の
例
で
述
べ

た
と
同
様
、
聖
人
の
精
神
が
民
衆
の
精
神
と
全
く
異
な
る
高
い
水

準
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
従
っ
て
、
高
い
水
準
に
基
づ
く
聖
人
の

行
動
は
時
に
は
民
衆
の
意
表
を
突
く
と
こ
ろ
と
な
り
、
彼
ら
を
驚

か
せ
る
。
②
の
『
離
題
』
で
は
、
聖
人
の
説
く
「
仁
義
」
が
民
衆

を
驚
か
せ
る
原
因
だ
と
よ
り
具
体
的
に
履
軒
は
い
う
。
し
か
も
そ

の
「
仁
義
」
は
「
平
常
の
仁
義
」
で
は
な
い
。
い
わ
ば
真
の
「
仁

義
」
で
あ
る
。
こ
の
真
の
「
仁
義
」
を
説
く
こ
と
が
履
軒
の
主
張

の
要
点
で
あ
る
。

履
軒
は
仁
義
の
実
現
が
天
下
を
統
治
す
る
聖
人
の
目
的
だ
と
考

え
る
。
仁
義
は
い
う
ま
で
も
な
く
儒
教
に
お
け
る
最
高
の
徳
目
の

―
つ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
履
軒
が
聖
人
と
い
う
理
想
的
人
格
者
を

儒
教
的
聖
人
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
履
軒
の
説
く
理
想
的
人
格
者
と
し
て
の
聖

人
は
平
常
の
仁
義
で
は
な
く
、
真
の
仁
義
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い

る
。
履
軒
に
と
っ
て
、
平
常
の
仁
義
と
真
の
仁
義
と
は
相
違
す
る
。

で
は
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
の
か
。
そ
の
相
違
は
、
儒
者
と
し
て

の
履
軒
が
立
つ
独
自
の
立
場
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
点
を
次
章
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四
、
儒
者
と
し
て
の
履
軒
の
立
場

実
際
の
と
こ
ろ
、
『
荘
子
』
に
お
い
て
、
聖
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
人

格
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
道
家
的
な
理
想
的
人
格
者
と

し
て
称
揚
さ
れ
る
箇
所
も
あ
れ
ば
、
儒
教
的
な
理
想
像
と
し
て
批

判
的
に
描
か
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
た
だ
、
前
章
ま
で
に
検
討
し
て

き
た
よ
う
に
、
履
軒
の
『
離
題
』
に
あ
っ
て
は
『
荘
子
』
中
の
聖

人
は
儒
教
的
な
理
想
的
人
格
者
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
天
下

を
統
治
す
る
理
想
的
人
格
者
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
は
天
下
を
統
治
し
な
が
ら
、
被
統

治
者
た
る
民
衆
と
は
全
く
異
な
る
高
い
精
神
を
持
っ
て
お
り
、
民

衆
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
聖
人

は
精
神
的
に
孤
独
な
、
孤
高
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

聖
人
は
民
衆
に
理
解
さ
れ
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
異
端
で
あ
る
荘

子
に
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
履
軒
は
い
う
。
本
稿
に
お
い

て
取
り
上
げ
た
中
で
は
、
天
地
篇
や
馬
蹄
篇
に
対
す
る
『
離
題
』

が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
地
篇
「
至
徳
の

世
、
云
々
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』
「
聖
人
な
る
者
…
、
〔
民

衆
の
た
め
に
善
政
を
施
し
て
〕
則
ち
標
枝
（
標
識
）
た
ら
ん
と
欲

し
て
得
る
な
り
。
此
れ
荘
生
の
知
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
」
、
馬
蹄
篇

に
お
い
て
検
討
す
る
。

「
至
徳
の
世
は
、
云
々
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』
「
後
世
の
聖

人
〔
は
、
民
衆
が
自
然
状
態
の
馬
の
ご
と
く
無
節
操
に
な
る
の
を

防
ご
う
と
す
る
。
そ
れ
が
〕
是
れ
礼
の
生
ず
る
所
な
り
。
…
巳
に

是
れ
又
た
荘
生
の
知
ら
ざ
る
所
な
り
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

上
記
の
『
離
題
』
以
外
に
も
、
聖
人
が
異
端
で
あ
る
荘
子
に
理

解
さ
れ
な
い
と
い
う
例
は
『
離
題
』
に
多
い
。
例
え
ば
、
餅
拇
篇

「
聖
人
は
す
な
わ
ち
身
を
以
て
天
下
に
殉
ず
」
に
対
す
る
『
離
題
』

が
挙
げ
ら
れ
る
。

聖
人
天
下
に
殉
ず
る
の
意
有
り
、
而
し
て
天
下
に
殉
ず
る
の

聖
人
無
し
。
以
て
聖
人
の
徳
盛
ん
な
る
を
見
る
べ
し
。
是
れ

漆
園
子
の
知
る
所
に
非
ず
。

こ
の
箇
所
も
『
荘
子
』
本
文
で
は
、
聖
人
を
「
性
を
傷
つ
け
身

を
以
て
殉
と
為
る
」
者
、
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
つ
き
の
天
性
を
傷

つ
け
て
我
が
身
を
天
下
の
犠
牲
と
す
る
者
と
見
な
し
て
貶
め
て
い

る
。
し
か
し
、
履
軒
は
「
天
下
に
殉
」
じ
よ
う
と
す
る
聖
人
の
意

を
肯
定
的
に
見
て
、
聖
人
を
擁
護
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

聖
人
の
意
図
を
荘
子
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
聖
人
は
愚
民
た
る
民
衆
に
も
理
解
さ
れ
ず
、

異
端
た
る
荘
子
に
も
理
解
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の

よ
う
な
聖
人
観
を
持
つ
履
軒
は
儒
者
と
し
て
如
何
な
る
立
場
に
立

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
前
章
の
外
物
篇
の
例
に
お
い
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て
、
聖
人
は
真
の
仁
義
を
説
く
と
い
う
履
軒
の
主
張
が
象
徴
し
て

い
る
。
そ
れ
は
真
の
儒
者
と
し
て
の
彼
の
立
場
で
あ
る
。
履
軒
に

と
っ
て
真
の
儒
者
と
は
ど
の
よ
う
な
儒
者
か
。
そ
れ
は
、
従
来
の

宋
学
の
立
場
の
み
に
と
ら
わ
れ
ず
自
分
自
身
の
頭
脳
で
思
考
す
る

儒
者
で
あ
る
。

履
軒
は
自
分
自
身
、
儒
者
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼

自
身
、
懐
徳
堂
に
学
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
い
わ
ば
当
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
懐
徳
堂
学
派
は
三
宅
石
庵
や
履
軒
の
父
で
あ
る
中
井

竪
庵
の
頃
に
は
、
儒
教
の
中
で
宋
学
を
主
と
し
て
お
り
な
が
ら
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
陽
明
学
に
も
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
た
。

い
わ
ゆ
る
「
鶴
学
（
学
派
の
境
界
が
明
確
で
な
い
学
問
）
」
と
い
わ

れ
て
い
た
の
も
石
庵
の
頃
で
あ
る
（
注
16)°

し
か
し
、
履
軒
の
兄
中

井
竹
山
が
懐
徳
堂
の
学
主
と
な
り
、
懐
徳
堂
学
派
の
中
心
的
存
在

と
な
っ
た
頃
に
は
、
竹
山
の
学
問
は
宋
学
重
視
の
立
場
で
あ
っ
た

か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
懐
徳
堂
学
派
を
代
表
す
る
立
場
に
な
っ

た。
竹
山
の
弟
で
あ
り
な
が
ら
履
軒
の
立
場
は
竹
山
ら
と
は
や
や
異

な
る
。
そ
れ
は
竹
山
が
学
主
と
な
っ
て
以
降
、
一
時
、
京
都
の
高

辻
家
に
出
仕
し
た
り
、
一
年
で
大
坂
に
戻
っ
て
か
ら
も
懐
徳
堂
内

に
は
居
住
せ
ず
、
懐
徳
堂
と
は
別
の
水
哉
館
と
い
う
塾
を
開
い
て

自
ら
弟
子
た
ち
を
独
自
に
教
育
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺

え
る
。
履
軒
自
身
、
儒
者
の
意
識
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
基
本
的

に
は
竹
山
と
同
様
に
宋
学
重
視
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼

は
従
来
の
宋
学
の
み
を
尊
信
す
る
儒
者
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

宋
学
の
立
場
か
ら
少
し
距
離
を
置
い
て
独
自
の
立
場
に
立
つ
こ
と

を
め
ざ
す
儒
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識
が
履
軒
に
存
在
し

た。
天
道
篇
に
お
い
て
「
古
の
大
道
を
明
ら
か
に
す
る
者
」
の
重
視

す
る
も
の
と
し
て
、
「
先
ず
天
を
明
ら
か
に
し
て
、
而
し
て
道
徳

之
に
次
ぎ
、
…
仁
義
之
に
次
ぎ
、
…
」
と
続
き
、
「
天
」
か
ら
数

え
て
九
番
目
に
「
賞
罰
之
に
次
ぐ
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
そ
の

箇
所
に
履
軒
は
次
の
よ
う
な
『
離
題
』
を
施
す
。

た

と

い

た

ず

縦
令
天
天
命
を
討
ぬ
る
も
、
の
真
儒
聖
賢
の
天
下
を
治
む

る
は
、
あ
に
賞
罰
を
以
て
先
と
為
さ
ん
や
。

履

軒

は

こ

の

箇

所

で

と

い

う

。

こ

の

「

真

儒

」

と

は

ま
さ
に
履
軒
に
と
っ
て
真
の
儒
者
を
表
す
語
で
は
な
か
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
は
林
羅
山
に
よ
っ
て
ま
ず
宋
学
が
幕
府
公
認
の
教
え
と

さ
れ
る
端
緒
が
開
か
れ
た
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
後
期
ま
で
に
伊

藤
仁
斎
や
荻
生
祖
練
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
古
義
学
や
古
文
辞
学
な
ど
独

自
の
立
場
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
宋
学
を

批
判
的
に
見
る
独
自
の
立
場
を
標
榜
す
る
儒
者
が
輩
出
し
て
い
た

時
代
の
風
潮
の
中
に
履
軒
も
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
寛
政
異
学
の
禁

で
宋
学
が
正
統
の
教
え
だ
と
さ
れ
て
、
時
、
宋
学
に
よ
る
引
き
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締
め
が
為
さ
れ
る
。
し
か
し
、
宋
学
の
立
場
の
み
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

自
己
の
立
場
を
明
確
に
主
張
す
る
儒
者
が
翡
出
す
る
流
れ
は
変
わ

ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
真
儒
」
の
語
に
は
、
従
来
の
宋

学
の
立
場
の
み
に
と
ら
わ
れ
ず
真
の
儒
者
で
あ
り
た
い
と
い
う
履

軒
自
身
の
願
望
が
図
ら
ず
も
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
離
題
』
に
見
え
る
聖
人
は

儒
教
的
聖
人
、
す
な
わ
ち
、
天
下
を
統
治
す
る
理
想
的
人
格
者
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
履
軒
は
自
身
の
「
真

儒
」
と
し
て
の
立
場
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う

に
考
え
る
う
え
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ

は
『
荘
子
』
に
見
え
る
聖
人
の
語
を
儒
教
的
聖
人
と
解
す
る
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
履
軒
が
『
荘
子
』
全
体
を
儒
教
的
に
解
釈
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

履
軒
は
聖
人
を
儒
教
的
聖
人
と
考
え
、
時
に
は
文
意
を
曲
げ
て

ま
で
も
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
中
野
三
敏

は
江
戸
期
の
老
荘
学
に
つ
い
て
、
当
時
の
儒
者
に
し
て
老
荘
を
説

く
者
は
ほ
と
ん
ど
が
儒
老
、
仏
老
、
あ
る
い
は
易
・
老
の
一
致
を
説

く
と
い
う

n17)°

こ
れ
は
三
教
一
致
と
い
わ
れ
、
老
荘
の
思
想
と

儒
教
•
仏
教
の
思
想
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
一
致
す
る
と
い
う
考

え
で
あ
る
。
上
記
の
履
軒
の
立
場
は
、
中
野
氏
が
指
摘
す
る
三
教

致
の
立
場
と
同
じ
だ
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
。
例
え
ば
、
履
軒
が

『
雌
題
』
を
書
き
こ
ん
だ
『
口
義
』
な
ど
は
宋
学
用
語
を
用
い
て

『
荘
子
』
を
解
釈
す
る
か
ら
、
ま
さ
に
儒
老
一
致
の
立
場
で
あ
る
。

こ
の
『
口
義
』
の
立
場
と
『
離
題
』
の
立
場
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
説
明
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

『
離
題
』
を
見
れ
ば
、
履
軒
は
『
口
義
』
の
宋
学
的
解
釈
を
批

判
す
る
。
例
え
ば
、
大
宗
師
篇
「
其
の
嗜
欲
深
き
者
は
、
其
の
天

機
浅
し
」
の
箇
所
に
お
け
る
『
離
題
』
「
〔
『
口
義
』
の
「
天
機
と

は
天
理
な
り
」
の
解
釈
は
〕
又
た
宋
儒
の
天
理
と
異
な
り
、
湊
合

し
て
（
寄
せ
集
め
て
）
解
を
作
す
を
得
ず
」
や
則
陽
篇
「
異
を
合

し
て
以
て
同
と
為
し
、
同
を
散
じ
て
以
て
異
と
為
す
」
の
箇
所
に

お
け
る
『
離
題
』
「
〔
『
口
義
』
の
い
う
〕
『
一
理
を
同
じ
く
す
』
『
一

理
を
具
う
』
は
、
是
れ
宋
学
よ
り
す
る
の
言
な
り
。
荘
子
を
解
す

る
所
以
に
非
ず
」
等
で
あ
る
。

な
ぜ
『
口
義
』
の
宋
学
的
解
釈
を
履
軒
は
批
判
す
る
の
か
。
そ

れ
は
『
荘
子
』
が
あ
く
ま
で
も
儒
教
と
は
異
な
る
「
異
端
」
の
書

だ
か
ら
で
あ
る
（
化
18)
。
異
端
で
あ
る
か
ら
そ
の
『
荘
子
』
中
に
見

え
る
語
を
儒
教
の
論
理
に
当
て
は
め
て
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お

の
ず
と
牽
強
付
会
の
解
釈
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
在

宥
篇
「
何
を
か
道
と
謂
う
。
天
道
有
り
、
人
道
有
り
。
云
々
」
の

箇
所
に
『
口
義
』
が
宋
学
的
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

お

さ

つ

れ

て
、
履
軒
は
「
栽
斎
は
理
学
を
為
め
て
、
而
も
老
荘
を
好
む
。
毎

に
牽
合
調
停
の
言
多
し
。
此
れ
力
を
喝
く
し
て
荘
子
を
引
き
、
儒

籍
に
附
す
」
と
述
べ
て
、
『
口
義
』
の
注
解
態
度
を
批
判
す
る
。
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い
ぬ

そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
例
え
ば
、
斉
物
論
篇
「
其
の
｛
昧
る
や

魂
交
わ
り
、
其
の
覚
む
る
や
形
開
き
、
云
々
」
の
箇
所
に
「
荘
子

を
読
む
と
き
は
、
只
だ
荘
子
を
以
て
之
を
解
せ
ば
可
な
り
」
と
い

う
。
こ
の
『
離
題
』
が
履
軒
の
立
場
を
象
徴
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
異
端
の
書
『
荘
子
』
を
無
理
に
儒
教
に
引
き
よ
せ
て
解
釈
す

る
の
で
は
な
く
、
異
端
は
異
端
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
注
釈

態
度
だ
と
い
う
。
少
な
く
と
も
彼
は
儒
教
思
想
と
老
荘
思
想
と
が

根
本
に
お
い
て
一
致
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
『
口
義
』

の
宋
学
的
解
釈
の
立
場
と
『
離
題
』
の
立
場
と
は
基
本
的
に
相
違

す
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
、
問
題
と
な
る
の
は
履
軒
が
聖

人
の
語
に
対
す
る
場
合
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
‘
聖
人
の
語
は
儒
教
の
経
書
や
道
家
の
文
献

な
ど
中
国
の
古
典
中
に
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
中
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
人
格
者
と
し

て
描
か
れ
る
。
例
え
ば
、
儒
教
的
聖
人
や
道
家
的
聖
人
と
さ
れ
る

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
性
格
の
異
な
る
人
格
者
と
し
て
描
か
れ
る
。

し
か
し
、
『
荘
子
』
に
見
え
る
聖
人
に
対
し
て
、
『
離
題
』
に
お
け

る
履
軒
の
立
場
は
一
貫
し
て
い
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
履
軒
は

『
荘
子
』
本
文
に
お
い
て
聖
人
を
い
わ
ゆ
る
道
家
的
聖
人
と
す
る

箇
所
で
は
そ
れ
を
儒
教
的
聖
人
と
読
み
か
え
、
儒
教
的
聖
人
と
し

て
批
判
さ
れ
る
箇
所
で
は
そ
れ
を
擁
護
す
る
解
釈
を
施
す
。
す
な

わ
ち
、
『
離
題
』
に
お
い
て
履
軒
は
一
貫
し
て
聖
人
の
語
を
儒
教
的

終
わ
り
に

聖
人
と
解
す
る
。
注
解
す
る
箇
所
に
よ
っ
て
異
な
る
性
格
の
人
格

者
と
し
て
聖
人
を
と
ら
え
る
こ
と
は
な
い
。
『
離
題
』
は
確
か
に
『
荘

子
』
に
対
す
る
注
釈
書
で
あ
る
。
履
軒
自
身
も
『
荘
子
』
に
よ
っ

て
『
荘
子
』
を
解
す
る
立
場
で
注
解
を
施
す
。
た
だ
、
履
軒
は
儒

者
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
立
場
か
ら
『
荘
子
』
に
見
え
る
聖
人
を

一
貫
し
て
儒
教
的
聖
人
と
と
ら
え
る
。
こ
の
履
軒
の
立
場
は
よ
く

認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

以
上
、
『
離
題
』
に
見
え
る
履
軒
の
聖
人
観
を
検
討
し
て
き
た
。

履
軒
は
『
荘
子
』
を
異
端
の
書
と
認
め
る
。
そ
し
て
、
儒
教
の
論

理
に
従
っ
て
牽
強
付
会
の
解
釈
を
施
す
こ
と
な
く
、
異
端
を
異
端

の
ま
ま
に
素
直
な
解
釈
を
施
そ
う
と
す
る
。
た
だ
、
履
軒
自
身
は

儒
者
の
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
『
荘
子
』
に
見
え
る
聖
人
を
儒

教
的
聖
人
と
解
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
天
下
を
統
治
す

る
理
想
的
人
格
者
と
解
し
て
『
離
題
』
を
施
す
。

江
戸
期
の
儒
者
た
ち
は
、
荻
生
祖
彼
の
古
文
辞
学
派
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
儒
教
の
経
書
の
み
な
ら
ず
、
『
老
子
』
『
荘
子
』
と
い

っ
た
道
家
の
書
や
『
韓
非
子
』
『
管
子
』
と
い
う
法
家
系
の
書
な
ど
、

諸
子
学
の
典
籍
も
幅
広
く
読
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
中
国
古
代
の
思

想
全
般
に
対
し
て
当
時
の
儒
者
た
ち
が
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
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注

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
履
軒
が
子
』

に
対
し
て
注
釈
を
施
す
こ
と
も
当
時
の
儒
者
と
し
て
は
あ
る
意
味

で
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
老
荘
に
対
す
る
履
軒
の
『
離

題
』
は
当
時
に
お
け
る
三
教
一
致
の
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
老
荘
に
対
す
る
注
解
を
取
り
上
げ
て
、
履
軒
の
聖

人
観
を
探
る
意
義
は
何
か
。
履
軒
は
儒
者
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、

彼
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
儒
教
の
経
書
で
あ
る
。
た
だ
、
真

の
儒
者
た
る
履
軒
の
意
識
は
、
異
端
た
る
『
荘
子
』
と
い
う
否
定

的
媒
介
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
明
確
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
儒
教
的
聖
人
像
も
同
様
に
、
こ
の

否
定
的
媒
介
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
が
一
層
鮮
明
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。
私
が
『
離
題
』
を
取
り
上
げ
る
意
義
は
こ

こ
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
履
軒
は
や
は
り
儒
者
で
あ
り
、
彼
に
は
『
七

経
離
題
』
『
七
経
逢
原
』
と
い
う
厖
大
な
経
学
研
究
が
あ
る
。
彼
の

聖
人
観
を
探
る
に
は
こ
れ
ら
の
経
学
研
究
に
見
え
る
聖
人
観
も
あ

わ
せ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
検
討
を
通
し
て
、
履
軒
の
聖
人
観
を
よ
り
明
確
に
し
、
日
本

近
世
思
想
史
上
に
お
け
る
履
軒
の
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

0
0
 

(
1
)

拙
稿
「
中
井
履
軒
の
『
荘
子
』
観
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
収
号
所

収
、
一
九
九
八
年
）
。
（
以
下
、
拙
稿
一
と
称
す
る
）

拙
稿
「
中
井
履
軒
『
荘
子
離
題
』
と
林
希
逸
『
荘
子
殿
斎
口
義
』
と
」

（
『
中
国
研
究
集
刊
』
成
号
所
収
、
年
）
。
（
以
下
、
拙
稿
二

と
称
す
る
）

(
2
)

拙
稿
一
、
四
十
頁
に
お
い
て
、
筆
者
は
「
聖
人
の
居
る
べ
き
場
所

は
『
有
無
混
然
』
た
る
万
物
斉
同
の
境
地
で
あ
る
」
と
記
し
た
。
こ

の
「
境
地
」
の
語
は
不
適
当
で
あ
る
。
本
稿
の
論
点
に
従
え
ば
、
「
有

無
混
然
」
と
は
こ
の
現
実
世
界
を
指
し
、
そ
の
世
界
は
す
な
わ
ち
、

万
物
斉
同
的
世
界
だ
と
履
軒
が
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
3
)

拙
稿
一
「
履
軒
の
聖
人
観
」
の
項
を
参
照
。

(
4
)

「
恨
」
に
つ
い
て
履
軒
は
『
離
題
』
で
「
恨
は
良
の
煩
文
な
り
。
即

ち
拙
の
反
に
し
て
、
猶
巧
の
ご
と
し
」
と
解
す
る
。
こ
の
注
解
に
従

スノ

(
5
)

拙
稿
「
中
井
履
軒
の
老
子
観
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
暑
号
所
収
、

一
九
九
七
年
）
参
照
。

(
6
)
拙
稿
一
「
履
軒
の
聖
人
観
」
の
項
を
参
照
。

た
か

(
7
)
『
離
題
』
に
「
『
標
枝
』
は
是
れ
喬
き
枝
に
し
て
以
て
表
標
と
為
す

べ
き
者
な
り
。
君
長
上
に
在
る
有
り
。
亦
た
表
標
た
る
の
み
。
作
為

号
令
有
る
こ
と
無
し
」
と
あ
る
解
釈
に
従
う
。

(
8
)

『
尚
書
』
舜
典
に
「
帝
日
く
、
沓
、
汝
二
十
有
二
人
、
欽
ま
ん
か

(75) 
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な
。
惟
れ
時
れ
亮
に
天
功
」
と
あ
っ
て
、
舜
を
補
佐
す
る
二
十
二

名
の
賢
臣
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
『
離
題
』
中
の
「
二
十
四
相
」
は
恐

ら
く
「
二
十
二
相
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(
9
)
『
離
題
』
の
「
已
は
止
な
り
」
の
解
釈
に
従
う
。

(10)
拙
稿
二
「
中
井
履
軒
の
『
万
物
斉
同
』
解
釈
」
の
項
を
参
照
。

(11)
『
口
義
』
の
「
果
は
、
実
な
り
、
塞
な
り
」
の
解
釈
に
従
う
。

(12)
『
口
義
』
本
で
は
「
而
」
の
下
に
「
民
」
字
が
あ
る
が
、
『
離
題
』

に
「
『
而
民
』
の
『
民
』
、
疑
う
ら
く
は
術
な
り
」
と
あ
る
の
に
従
っ

て
、
「
民
」
を
削
っ
た
。

(13)
履
軒
は
、
民
衆
が
生
来
の
性
格
と
し
て
は
聖
人
の
感
化
を
受
け
入

れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
逆
に
い
え

ば
、
学
問
等
の
方
法
を
用
い
て
民
衆
を
教
育
す
れ
ば
、
民
衆
も
壁
人

の
感
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
儒
者
と
し
て
の
履
軒
の
立
場
を
示
す
―
つ
の
例
だ
と
考
え
る
。

履
軒
は
確
か
に
愚
民
観
を
も
っ
て
い
た
。
愚
民
観
と
い
え
ば
、
『
老
子
』

に
お
い
て
も
愚
民
観
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
た
だ
、

履
軒
の
愚
民
観
と
『
老
子
』
の
愚
民
親
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。

履
軒
は
民
衆
に
聖
人
の
感
化
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
を
認
め
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
『
老
子
』
は
民
衆
を
愚
民
の
ま
ま
に
放
任
す
る
こ
と
を

主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
愚
民
観
の
相
違
に
つ
い
て
は
拙
稿

「
『
老
子
離
題
』
に
見
え
る
中
井
履
軒
の
聖
人
観
」
（
『
阿
南
工
業
高
等

専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第
38
号
所
収
、
二

0
0
二
年
）
の
「
民
衆
の

性
格
」
の
項
を
参
照
。

(14)
『
離
題
』
に
「
『
徒
処
』
、
猶
戸
居
の
ご
と
し
。
亦
た
無
為
の
事
に
し

て
、
無
為
と
対
も
て
説
く
」
と
あ
る
の
に
従
う
。
「
戸
居
」
と
は
在
宥

篇
や
天
運
篇
に
見
え
る
語
で
、
在
宥
篇
の
『
口
義
』
で
は
「
『
戸
居
』

と
は
、
其
の
居
る
こ
と
戸
（
死
体
）
の
如
く
然
り
」
と
あ
り
、
そ
れ

が
通
説
で
あ
る
。
た
だ
、
履
軒
は
そ
の
箇
所
に
「
『
戸
居
』
は
、
無
為

を
謂
う
」
と
こ
の
箇
所
の
『
荘
子
』
本
文
に
対
す
る
の
と
同
様
の
『
離

題
』
を
施
し
て
、
通
説
と
は
異
な
る
解
釈
を
す
る
。

(15)
『
漢
書
』
郡
陽
伝
に
「
是
を
以
て
聖
王
世
を
制
し
俗
を
御
し
て
、

独
り
陶
鉤
の
上
に
化
す
」
と
あ
る
。

(16)

西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
（
上
巻
は
一
九
一

0
年
に
下
巻
は
一
九
一

一
年
に
印
行
・
一
九
八
四
年
に
懐
徳
堂
友
の
会
よ
り
復
刻
）
「
石
i

奄
の

学
問
著
述
」
の
項
を
参
照
。

(17)

中
野
三
敏
「
近
世
中
期
に
於
け
る
老
荘
思
想
の
流
行
」
（
『
戯
作
研

究
』
所
収
・
中
央
公
論
社
・
一
九
八
一
年
）
参
照
。

(18)
拙
稿
一
参
照
。

(76) 


