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中
国
に
は
古
く
か
ら
天
神
地
祗
の
神
々
や
人
の
霊
魂
、
祖
霊
、

さ
ら
に
神
々
や
祖
霊
を
も
含
ん
だ
天
地
の
間
に
存
在
す
る
も
ろ

も
ろ
の
霊
的
存
在
と
し
て
の
鬼
神
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
世
界
が
存
在
し
て
い
た
。
神
々
鬼
神
霊
魂
の
世
界
は
死
後

の
冥
世
で
あ
る
と
と
も
に
現
世
で
も
あ
っ
て
、
現
世
冥
世
を
通

ず
る
超
自
然
の
神
性
霊
性
に
対
す
る
畏
怖
崇
敬
の
宗
教
的
と
い

っ
て
よ
い
信
仰
感
情
が
広
く
み
ら
れ
、
神
々
や
祖
霊
へ
の
祭
祀

を
行
な
い
、
福
禄
長
寿
を
祈
念
す
る
、
こ
の
よ
う
な
多
神
教
的

汎
神
教
的
な
世
界
の
う
ち
に
人
々
の
生
活
が
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

上
帝
鬼
神
霊
魂
に
つ
い
て
の
観
念
は
、
お
そ
ら
く
庶
民
層
で

は
さ
ほ
ど
の
時
代
的
変
化
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
知
識
人
の
思
想

は
じ
め
に

と
し
て
み
れ
ば
、
時
代
的
歴
史
的
変
遷
を
み
る
こ
と
が
で
き
、

と
く
に
宋
学
朱
子
学
に
お
い
て
、
天
を
理
法
と
み
な
し
て
天
の

も
つ
人
格
神
主
宰
神
的
性
格
を
稀
薄
に
し
、
鬼
神
を
気
の
作
用

に
還
元
し
、
霊
魂
不
滅
を
否
定
す
る
傾
向
を
み
せ
た
こ
と
は
大

き
な
画
期
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
鬼
神
が
人
の
吉
凶
禍
福
を
支
配
（

す
る
こ
と
を
否
定
す
る
古
く
か
ら
の
無
神
無
鬼
論
を
と
り
い
れ
、

一
種
の
合
理
主
義
的
見
地
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、
後
世
に
も
基

本
的
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

と
こ
ろ
が
、
明
代
に
な
る
と
、
と
く
に
末
期
で
は
上
帝
鬼
神

の
実
在
、
霊
魂
不
滅
が
ふ
た
た
び
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

朱
子
学
的
思
惟
に
よ
る
思
想
統
制
の
弛
緩
に
応
じ
た
現
象
で
あ

る
と
と
も
に
、
朱
子
学
内
部
に
も
事
実
上
み
ら
れ
る
鬼
神
や
霊

魂
が
存
在
性
を
顕
在
化
し
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
明

代
に
お
け
る
上
帝
鬼
神
霊
魂
観
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

明
代
に
お
け
る
上
帝
。
鬼
神
。
霊
魂
観

佐

野

公

治
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朱
子
の
世
界
構
成
論
と
し
て
の
理
気
論
に
お
い
て
は
、
理
と

は
所
以
然
の
故
、
所
当
然
の
則
と
し
て
、
世
界
の
存
在
根
拠
、

現
象
を
貫
い
て
い
る
法
則
性
で
あ
る
。
気
と
は
世
界
の
存
在
そ

の
も
の
で
あ
り
、
現
象
の
流
行
変
化
は
す
べ
て
気
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
。
天
に
つ
い
て
は
天
即
理
と
し
て
、
理
法
的
性
格

を
与
え
る
。
世
界
を
主
宰
し
、
人
の
運
命
を
左
右
す
る
意
志
を

も
っ
た
人
格
神
と
し
て
の
天
、
上
帝
は
朱
子
の
世
界
構
成
論
に

は
主
要
な
地
位
を
占
め
ず
、
明
確
な
姿
を
現
し
て
は
い
な
い
（
注

1
)
。

鬼
神
に
つ
い
て
は
、
「
陰
陽
の
消
長
」
と
し
て
、
気
の
体
系

の
中
に
お
か
れ
、
陰
陽
の
気
の
作
用
と
同
視
す
る
こ
と
か
ら
、

「
亭
毒
化
育
、
風
雨
晦
冥
も
み
な
こ
れ
（
鬼
神
）
で
あ
る
。
人

に
在
れ
ば
精
は
暁
で
あ
り
、
暁
と
は
鬼
の
盛
ん
な
も
の
で
あ
る
。

気
は
魂
で
あ
り
、
魂
と
は
神
の
盛
ん
な
も
の
で
あ
る
。
精
気
が

あ
つ
ま
っ
て
物
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
な
に
も
の
も
鬼
神
で
な

い
も
の
が
あ
ろ
う
か
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
六
条
）
と
、

逆
に
自
然
と
人
間
は
す
べ
て
鬼
神
の
作
用
と
も
い
わ
れ
る
（
注

上
帝
鬼
神

2
)
。

人
間
の
生
死
に
つ
い
て
は
、
「
気
が
あ
つ
ま
れ
ば
生
じ
、
気

が
散
ず
れ
ば
死
す
」
（
同
十
七
条
）
と
、
気
の
衆
散
と
し
て
説

か
れ
る
。
こ
の
気
は
天
地
の
生
生
作
用
に
よ
っ
て
つ
ね
に
新
し

く
作
り
出
さ
れ
る
か
ら
、
散
じ
た
気
が
ふ
た
た
び
あ
つ
ま
っ
て

人
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
「
釈
氏
は
人
は
死
し
て
鬼
と

な
り
、
鬼
は
ふ
た
た
び
人
と
な
る
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
で
あ

れ
ば
、
天
地
の
間
に
は
多
く
の
人
が
去
っ
た
り
来
た
り
す
る
だ

け
で
、
造
化
の
力
に
よ
っ
て
生
生
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な

る
。
か
な
ら
ず
や
そ
ん
な
道
理
は
な
い
」
（
同
十
九
条
）
と
、
）2
 

輪
廻
再
生
は
否
定
さ
れ
る
。
死
が
気
の
散
逸
だ
と
す
れ
ば
、
死

後
の
霊
魂
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
中
国
文

化
上
に
お
も
い
意
味
を
も
つ
祖
先
祭
祀
の
根
拠
も
失
な
わ
れ
か

ね
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
気
が
散
ず
る
に
は
時
間
的

経
過
が
あ
る
か
ら
、
散
じ
尽
き
な
い
間
に
は
祖
先
と
祀
る
子
孫

と
の
間
に
は
感
格
が
あ
り
、
ま
た
遠
い
祖
先
も
祭
祀
を
行
な
う

の
は
子
孫
で
あ
っ
て
、
両
者
に
は
一
気
が
通
じ
て
精
神
魂
暁
に

は
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ら
感
格
が
あ
る
と
す
る
（
同
五
十
ニ
・

五
十
七
条
）
。

こ
の
祭
祀
の
根
拠
づ
け
は
、
衆
散
を
い
う
気
論
か
ら
み
る
と
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く
い
ち
が
い
が
感
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
は
孝
悌
倫
理
を
お
も
く
み
る

儒
教
を
思
想
の
立
脚
点
と
す
る
、
朱
子
の
存
在
性
格
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
主
体
の
精
神
的
意
識

的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
客
体
の
対
応
が
あ
る
と
す
る
感
格
、

感
応
の
観
念
は
、
気
の
思
想
史
の
な
か
を
流
れ
る
基
本
的
な
観

念
で
あ
り
、
朱
子
も
そ
れ
に
よ
っ
て
祭
祀
を
根
拠
づ
け
て
い
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

存
在
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
、
朱
子
の
気
は
単
な
る
物
質
的

無
機
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
な
い
。
気
は
有
機
体
的
、
生
命
体

的
な
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
。
気
の
全
体
は
無
機
的
に
均

質
で
は
な
く
、
清
濁
精
組
の
ち
が
い
が
あ
り
、
よ
り
精
妙
で
霊

性
を
も
つ
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、

鬼
神
は
「
こ
の
気
の
う
ち
の
神
霊
に
似
て
い
る
」
（
同
八
条
）

と
、
気
の
体
系
の
う
ち
の
霊
的
な
部
分
と
し
て
、
特
殊
な
性
格

を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
鬼
神
の
霊
的
な
性

格
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
側
面
で
は
鬼
神
や
霊
魂
を
実
体
視

す
る
鬼
神
霊
魂
観
に
も
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
秘
的
な
超

自
然
現
象
、
霊
魂
が
他
者
の
胎
内
に
宿
っ
て
新
た
に
出
生
す
る

托
生
再
生
な
ど
の
見
聞
詞
は
朱
子
の
時
代
に
も
し
ば
し
ば
語
ら

れ
る
の
だ
が
、
朱
子
は
見
聞
例
を
も
認
め
て
神
秘
現
象
を
容
認

し
、
「
死
生
の
常
理
」
（
同
四
十
一
条
）
で
は
な
い
と
し
な
が

ら
、
托
生
の
事
実
を
も
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
朱
子
に
は
天
即
理
の
理
法
的
天
観
が
あ
り
、

鬼
神
霊
魂
を
気
の
現
象
と
し
て
旧
来
の
無
神
無
鬼
論
を
と
り
い

れ
る
一
方
に
は
、
鬼
神
霊
魂
の
存
在
を
否
定
し
な
い
側
面
も
あ

る
が
、
後
世
に
は
朱
子
の
鬼
神
霊
魂
観
と
し
て
は
、
理
気
論
の

直
接
的
帰
結
で
あ
る
前
者
の
面
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
く
。

宋
学
朱
子
学
の
概
念
用
語
を
解
説
す
る
『
北
渓
字
義
』
は
朱

子
の
鬼
神
論
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
、
「
鬼
神
は
陰
陽
二
気
の

屈
伸
往
来
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
巻
下
、
鬼
神
）
と
し
、
祭
祀

8
 

に
つ
い
て
は
感
格
感
応
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
（

な
鬼
神
祭
祀
論
は
後
世
に
も
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

降
っ
て
明
代
を
み
よ
う
。
優
勢
な
朱
子
学
的
思
惟
の
中
に
お

い
て
心
即
理
、
致
良
知
を
提
唱
し
て
新
生
面
を
拓
い
た
王
陽
明

（
守
仁
）
は
、
人
間
の
現
在
に
も
っ
ぱ
ら
の
関
心
を
も
ち
、
上

帝
や
鬼
神
に
つ
い
て
は
と
り
た
て
て
論
ぜ
ず
、
人
間
の
実
存
性

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
語
る
こ
と
が
多
い
。
「
良
知
は
造

化
の
精
霊
。
こ
の
精
霊
は
天
を
生
み
、
地
を
生
み
、
鬼
を
成
し
、

帝
を
成
す
」
（
『
伝
習
録
』
下
六
十
一
条
）
、
「
良
知
の
虚
は

天
の
太
虚
、
良
知
の
無
は
太
虚
の
無
形
」
（
同
六
十
九
条
）
、
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「
天
地
万
物
は
も
と
よ
り
人
と
一
体
。
そ
の
発
現
（
発
厳
）
の

も
っ
と
も
精
妙
の
と
こ
ろ
は
、
人
の
心
の
一
点
の
霊
明
」
（
同

七
十
四
条
）
、
「
天
地
に
充
塞
す
る
中
間
に
こ
の
霊
明
が
あ
る
」

（
同
百
三
十
六
条
）
と
い
う
。
天
地
万
物
と
人
と
は
一
体
で
あ

り
、
人
心
の
霊
明
は
天
地
の
も
っ
と
も
精
妙
の
と
こ
ろ
と
同
一

で
あ
る
。
天
地
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
心
の
霊
明

で
あ
る
良
知
は
宇
宙
天
地
そ
の
も
の
に
な
り
、
上
帝
鬼
神
を
生

成
し
、
天
地
を
生
み
だ
す
。
造
化
の
精
霊
で
あ
る
良
知
は
生
天

生
地
の
生
命
力
で
あ
り
、
そ
の
生
命
力
を
与
え
ら
れ
た
天
地
万

物
人
間
は
―
つ
の
大
き
な
生
命
共
同
体
有
機
体
に
な
っ
て
い
る
。

陽
明
の
こ
の
よ
う
な
天
人
合
一
、
万
物
一
体
説
は
生
涯
の
後

期
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
流
に
与
え
た
影
響

は
大
き
い
。
こ
の
天
人
合
一
の
世
界
に
は
天
地
鬼
神
も
包
摂
さ

れ
る
。
「
我
れ
の
霊
明
は
天
地
鬼
神
の
主
宰
で
あ
り
、
天
に
我

れ
の
霊
明
が
な
け
れ
ば
誰
れ
が
そ
れ
を
高
い
と
仰
ご
う
か
。
地

に
我
れ
の
霊
明
が
な
け
れ
ば
、
誰
れ
が
そ
れ
を
深
い
と
俯
し
み

よ
う
か
。
鬼
神
に
我
れ
の
霊
明
が
な
け
れ
ば
、
誰
れ
が
そ
の
吉

凶
災
祥
を
弁
別
し
よ
う
か
」
（
同
）
と
、
我
れ
の
、
良
知
の
実

在
を
前
面
に
押
し
た
て
、
天
人
合
一
の
良
知
の
な
か
に
お
い
て

の
み
、
天
地
鬼
神
は
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
天
地
鬼
神
を

人
の
主
観
的
意
識
の
投
影
と
み
る
の
で
は
な
い
。
「
天
地
鬼
神

万
物
は
我
れ
の
霊
明
を
離
れ
れ
ば
、
天
地
鬼
神
万
物
は
な
く
な

る
」
と
同
時
に
、
「
我
れ
の
霊
明
は
天
地
鬼
神
万
物
を
離
れ
れ

ば
、
我
れ
の
霊
明
も
ま
た
な
く
な
る
」
、
「
い
ま
死
ん
だ
人
を

み
れ
ば
、
彼
の
精
霊
は
遊
散
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
の
天
地

万
物
が
ま
だ
ど
こ
か
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
（
同
）
と
い
う
こ

と
か
ら
み
れ
ば
、
天
地
鬼
神
を
人
間
の
実
存
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

陽
明
の
高
弟
、
王
龍
渓
（
汝
中
）
は
、
「
吾
人
は
も
と
よ
り
天

4
 

地
万
物
と
同
体
、
霊
気
の
貫
か
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
（
『
王

龍
渓
先
生
全
集
』
巻
五
「
穎
賓
書
院
会
紀
」
）
、
「
天
地
間
は
（

一
気
の
み
…
…
そ
の
気
の
霊
を
良
知
と
謂
う
」
（
同
巻
八
「
易

与
天
地
準
一
章
大
旨
」
）
と
、
陽
明
の
天
人
合
一
の
良
知
を
継

承
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
陽
明
は
天
地
鬼
神
を
人
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
問
題
に
し
て
い
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
龍
渓
で
は
上
帝

鬼
神
の
存
在
性
が
よ
り
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
「
吾
人
は

時
時
に
能
く
上
帝
に
対
越
し
、
間
漫
す
る
時
を
な
く
す
れ
ば
、

そ
の
後
に
は
書
籍
に
も
と
め
る
こ
と
は
な
く
な
る
」
（
同
巻
一

「
撫
州
擬
蜆
台
会
語
」
）
、
「
終
日
、
上
帝
に
対
越
す
る
」
（
同
）
、

「
小
心
翼
翼
と
し
て
上
帝
に
対
越
す
る
」
（
同
巻
十
二
「
与
貢



玄
略
」
）
と
、
上
帝
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
暗
室
の
内
に
は
人
は
欺
く
べ
し
と
い
う
な
か
れ
、
鬼
神
は
時

時
に
昭
察
し
て
い
る
」
（
同
巻
九
「
答
李
克
斎
」
）
と
、
鬼
神

の
昭
察
を
四
六
時
中
に
意
識
し
て
い
る
。

龍
渓
は
失
火
に
よ
っ
て
家
屋
の
多
く
を
焼
失
し
、
什
器
典
籍

や
師
の
陽
明
の
遺
墨
が
隈
焙
に
帰
し
、
大
き
な
損
失
を
蒙
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
に
、
「
王
老
師
は
修
行
に
つ
と
め
な

か
っ
た
の
で
、
鬼
神
に
戯
破
さ
れ
て
こ
こ
に
至
っ
た
の
だ
」
と

指
摘
さ
れ
、
「
果
し
て
屋
漏
に
も
厳
し
く
し
て
鬼
神
に
愧
じ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
か
」
と
自
省
し
、
こ
の
災
難
は
「
み
な
行
業

の
招
く
と
こ
ろ
で
、
鬼
神
の
臨
緊
に
由
」
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

の
だ
と
、
行
業
を
反
省
し
て
い
る
（
同
巻
十
五
「
自
訟
長
語
示

児
輩
」
）
。

こ
こ
に
み
る
上
帝
鬼
神
の
実
在
観
、
神
々
や
鬼
神
が
昭
臨
し

て
人
間
の
行
為
を
監
視
し
て
い
る
こ
と
に
む
け
て
の
畏
怖
感
は

当
時
に
あ
っ
て
は
民
衆
ば
か
り
で
は
な
く
知
識
人
の
間
に
も
広

く
行
き
わ
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
注
3
)
。

龍
渓
に
な
ら
ぶ
陽
明
の
高
弟
、
王
心
斎
（
艮
）
は
師
の
も
と

へ
赴
こ
う
と
し
て
族
人
に
阻
止
さ
れ
、
「
善
を
為
す
は
必
ず
吉

7
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な
り
。
誠
は
天
を
動
か
す
べ
し
」
と
し
て
、
「
情
を
以
て
天
に

告
げ
」
て
天
を
動
か
し
て
奇
瑞
を
現
し
た
（
『
重
鍋
心
斎
王
先

生
全
集
』
所
収
年
譜
）
と
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
有
意
志
の
天
が

人
の
行
為
を
照
覧
し
て
い
る
と
の
観
念
を
背
景
に
も
つ
逸
話
で

あ
る
。
心
斎
が
陽
明
に
初
見
し
た
と
き
に
献
呈
し
た
詩
に
は
、

「
去
取
は
心
を
専
ら
に
し
て
上
帝
に
従
い
」
（
同
）
と
あ
る
。
そ

の
学
燈
を
継
い
だ
王
東
匝
は
、
「
繊
奄
も
あ
え
て
天
地
を
欺
か

ず
、
娃
歩
に
も
す
べ
か
ら
く
鬼
神
あ
る
を
知
る
べ
し
」
（
『
王
東

居
先
生
遺
集
』
巻
二
）
と
の
一
節
を
含
む
詩
を
壁
間
に
粘
っ
て

自
筈
し
て
い
る
。
東
匝
の
弟
、
東
隅
は
雷
嗚
を
聞
い
て
、
「
帝

は
甲
丁
を
遣
し
て
権
勢
を
壮
ん
に
し
、
露
震
の
一
声
、
光
は
地
）5

 

に
満
つ
」
（
『
王
東
隅
先
生
残
稿
』
「
聞
露
震
歌
」
）
と
う
た
(

う
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
帝
や
、
心
斎
の
い
う
上
帝
は
詩
語

で
あ
っ
て
、
重
い
存
在
感
を
伴
っ
て
は
い
な
い
と
も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
背
景
に
は
、
天
は
み
ず
か
ら
の
意
志
を
も
ち
、

そ
の
表
現
手
段
の
一
っ
と
し
て
雷
神
を
使
役
す
る
と
の
、
天
に

人
格
神
的
な
性
格
を
み
る
観
念
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
た

し
か
で
あ
る
。

当
時
に
は
、
最
高
神
と
し
て
の
上
帝
の
実
在
は
、
ほ
と
ん
ど

自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
胡
直
は
「
上
帝
は
こ
れ

有
り
や
」
と
問
い
、
「
も
し
も
上
帝
が
な
け
れ
ば
、
乾
坤
は
毀
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た
れ
、
天
地
万
物
は
止
息
す
る
。
そ
も
そ
も
上
帝
は
天
地
万
物

の
真
宰
で
あ
る
。
詩
書
孔
孟
の
上
帝
を
語
る
こ
と
は
悉
か
で
あ

り
、
ど
う
し
て
誤
言
と
い
え
よ
う
か
。
小
心
翼
翼
と
し
て
上
帝

に
昭
事
す
る
（
『
詩
経
』
）
と
い
う
。
あ
え
て
勉
め
ず
に
お
れ

よ
う
か
」
（
『
衡
鷹
精
舎
蔵
稿
』
巻
三
十
「
続
問
下
」
）
と
い

う
。
た
し
か
に
経
書
に
た
ち
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
上
帝
の
実
在

を
前
提
に
し
た
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
。
屠
隆
は
、
無
仏
無
神

無
鬼
、
無
因
果
無
輪
廻
を
説
く
者
に
む
け
て
、
「
す
べ
て
無
し

と
い
え
ば
、
上
帝
も
ま
た
無
い
の
か
」
と
詰
問
し
、
否
定
で
き

な
い
上
帝
の
実
在
を
テ
コ
に
し
て
、
一
挙
に
鬼
神
、
因
果
輪
廻

の
実
有
を
論
じ
て
み
せ
る
（
『
仏
法
金
湯
』
上
）
（
注
4
)
。

鬼
神
に
つ
い
て
み
る
と
、
龍
渓
を
を
師
と
し
た
周
海
門
（
汝

登
）
（
注
5
)
は
、
良
知
思
想
の
圏
内
に
あ
る
心
一
元
論
者
だ

が
、
そ
の
唯
心
の
世
界
に
も
鬼
神
は
姿
を
現
し
て
い
る
。
講
会

の
心
が
ま
え
と
し
て
、
「
我
輩
の
行
事
は
、
切
に
鬼
神
に
笑
わ

れ
、
鬼
神
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
始
め

が
あ
り
終
り
が
な
け
れ
ば
、
鬼
神
は
我
れ
を
笑
う
。
い
つ
わ
り

が
多
く
実
が
少
な
け
れ
ば
鬼
神
は
我
れ
を
責
め
る
。
鬼
神
が
笑

え
ば
忍
び
難
く
、
鬼
神
が
責
め
れ
ば
当
り
が
た
い
。
こ
れ
を
慎

め
こ
れ
を
慎
め
」
と
い
う
。
有
意
義
な
講
会
で
あ
れ
と
の
願
い

を
鬼
神
を
比
喩
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
し

か
し
、
「
一
切
惟
心
」
を
教
説
と
し
な
が
ら
、
自
分
の
心
が
鬼

神
そ
の
も
の
だ
（
自
心
便
是
鬼
神
）
と
の
こ
と
ば
を
な
ぜ
否
定

す
る
の
か
と
の
問
い
に
、
（
箇
々
の
人
心
に
は
仲
尼
が
居
る
」

と
の
語
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
固
執
し
て
「
魯
国
の
仲
尼
」

を
抹
殺
は
で
き
な
い
。
「
心
即
鬼
神
、
鬼
神
即
心
」
と
は
、
「
真

に
行
為
が
鬼
神
の
吉
凶
に
合
」
致
し
た
か
ら
い
わ
れ
る
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
は
「
敬
し
て
憚
る
」
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
「
鬼
神
の

怨
惰
を
う
け
、
身
に
陰
譴
が
及
ぶ
」
（
『
東
越
証
学
録
』
巻
九
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「
小
会
題
詞
」
、
「
小
会
題
詞
之
後
」
）
と
い
う
。
心
が
鬼
神
）（

 

そ
の
も
の
と
い
う
の
は
心
の
惑
い
に
よ
っ
て
鬼
神
が
現
前
す
る
、

心
象
と
し
て
鬼
神
は
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
陽
明
は
邪
鬼
が

正
し
い
人
を
迷
わ
す
こ
と
に
つ
い
て
、
「
鬼
が
迷
わ
す
の
で
は

な
く
、
心
が
み
ず
か
ら
迷
う
の
だ
」
（
『
伝
習
録
』
下
百
十
七

条
）
と
、
心
の
幻
想
と
み
る
の
は
こ
の
考
え
に
近
く
、
一
種
の

合
理
主
義
的
見
地
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

も
一
方
に
は
根
強
い
。
海
門
の
一
切
惟
心
か
ら
す
れ
ば
、
心
意

識
の
投
影
と
し
て
鬼
神
を
捉
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
こ
こ
で
は
魯
の
孔
子
が
実
在
す
る
の
と
同
じ
く
、
鬼

神
の
実
在
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。



鬼
神
を
認
め
る
論
者
の
多
く
は
、
同
時
に
上
帝
の
実
在
を
も

認
め
る
の
だ
ろ
う
。
上
帝
は
唯
一
神
で
は
な
く
神
々
鬼
神
の
頂

点
に
立
つ
性
格
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
胡
直
は
、
「
も
し
も
鬼

神
が
な
け
れ
ば
上
帝
も
ま
た
虚
器
と
な
っ
て
し
ま
う
」
（
先
引

「
続
問
下
」
）
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
神
祗
群
神
や
人
の
死
後
の
鬼
、

霊
魂
の
存
在
を
い
う
。
屠
隆
は
先
に
み
た
よ
う
に
、
上
帝
の
実

在
か
ら
鬼
神
、
因
果
輪
廻
の
実
有
を
論
じ
、
「
九
重
の
上
に
大

明
の
天
子
が
あ
れ
ば
百
官
万
民
が
あ
り
、
し
か
る
後
に
世
道
を

成
す
」
現
世
の
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
階
層
秩
序
と
同
じ
く
、
「
九

需
の
上
に
玉
皇
上
帝
が
あ
れ
ば
群
真
万
霊
が
あ
り
、
し
か
る
後

に
天
道
を
成
す
」
の
で
あ
っ
て
、
「
も
し
も
す
べ
て
無
し
と
す

れ
ば
上
清
は
一
孤
帝
に
な
る
で
は
な
い
か
」
（
『
仏
法
金
湯
』
）

と
、
他
界
に
お
け
る
上
帝
を
中
心
と
す
る
神
々
霊
魂
の
階
層
秩

序
を
み
る
の
で
あ
る
（
注
6
)
。

明
末
に
お
け
る
神
々
鬼
神
は
、
朱
子
学
の
登
場
に
よ
っ
て
影

を
ひ
そ
め
て
い
た
伝
統
的
な
も
の
の
復
活
で
あ
る
が
、

l
~

も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
学
者
知
識
人
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、

宋
元
代
に
お
い
て
も
民
間
の
観
念
が
投
影
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
小
説
野
史
な
ど
で
は
、
鬼
神
霊
魂
は
依
然
と
し
て
健
在
だ
っ

，
 

9
0
た
の
だ
が
‘
|
—
こ
れ
は
す
で
に
経
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
上

帝
鬼
神
の
直
接
の
再
現
で
は
な
く
、
屠
隆
が
玉
皇
上
帝
や
上
清

を
い
う
こ
と
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
、
民
間
信
仰
的
な
、
あ
る
い

は
道
教
的
な
神
々
も
そ
こ
に
は
し
の
び
込
ん
で
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
古
く
か
ら
の
伝
統
的
な
上
帝
鬼
神
観
に
、
民
間
信
仰
的

な
道
教
的
な
神
々
が
加
わ
っ
た
、
そ
の
意
味
で
は
新
し
い
上
帝

鬼
神
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

補
足
す
れ
ば
、
李
卓
吾
に
も
「
鬼
神
論
」
（
『
焚
書
』
巻
三
）

が
あ
る
。
「
天
即
理
」
「
鬼
神
は
二
気
の
良
能
」
と
い
う
朱
子

に
つ
い
て
、
天
を
理
と
す
れ
ば
祭
天
は
祭
理
に
な
り
、
鬼
神
を

二
気
と
す
れ
ば
、
鬼
神
を
祭
る
の
は
、
良
能
を
祭
る
こ
と
に
な
）

る
と
い
う
の
は
、
卓
吾
一
流
の
皮
肉
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
卓
(

吾
も
天
や
鬼
神
に
神
霊
と
し
て
の
性
格
を
み
て
い
た
こ
と
が
感

ぜ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
理
の
万
人
共
有
性
か
ら
天
の
祭
祀
特
権

を
批
判
し
、
祭
祀
内
容
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
も
お
よ
ぶ
広

が
り
を
み
せ
る
の
だ
が
、
周
の
始
祖
は
、
大
人
の
足
跡
を
み
て

そ
の
拇
指
を
踏
み
、
感
じ
て
生
み
出
さ
れ
た
鬼
子
で
あ
り
、
周

公
以
上
は
鬼
孫
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
世
に
鬼
だ
と
い

う
の
を
諒
む
の
は
、
幽
明
の
故
に
通
ぜ
ず
、
鬼
神
の
情
状
を
知

ら
な
い
か
ら
だ
と
い
い
、
孔
子
も
鬼
神
を
敬
し
た
こ
と
を
指
摘

し
て
「
後
の
君
子
は
鬼
を
敬
す
れ
ば
可
な
り
」
と
い
う
。
こ
こ
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に
は
、
卓
吾
も
鬼
神
に
対
す
る
敬
虔
な
感
情
を
共
有
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

羅
近
渓
の
良
知
霊
魂
説

こ
こ
で
、
龍
渓
と
な
ら
べ
て
二
渓
と
も
呼
ば
れ
た
羅
近
渓
（
汝

芳
）
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

近
渓
は
「
一
切
の
謀
慮
に
、
一
切
の
云
為
に
懺
然
と
し
て
上

帝
は
こ
れ
に
臨
む
」
（
『
近
渓
子
集
』
楽
巻
二
十
三
条
）
、
「
暗

室
の
屋
漏
に
上
帝
は
昭
臨
す
る
。
み
ず
か
ら
戒
厳
し
な
け
れ
ば
、

神
は
陰
か
に
極
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
も
善
を
為
そ
う
と
謀
ら
な

け
れ
ば
、
禍
い
の
下
る
の
を
恐
れ
ず
に
お
れ
よ
う
か
」
（
同
二

十
九
条
）
と
、
上
帝
、
「
天
命
の
臨
監
」
（
同
御
巻
二
十
九
条
）

を
い
う
。
こ
こ
に
も
吉
凶
禍
福
を
与
え
る
有
意
志
の
上
帝
や
神

々
が
現
れ
て
い
る
。

『
中
庸
』
の
「
天
の
命
、
こ
れ
を
性
と
謂
う
」
に
つ
い
て
、

「
明
ら
か
に
こ
れ
は
天
の
命
を
人
の
性
と
し
て
い
る
。
人
の
性

は
そ
の
ま
ま
天
の
命
で
あ
っ
て
、
合
一
し
て
測
り
知
る
こ
と
も

で
き
な
い
こ
と
を
い
う
の
だ
」
（
同
楽
巻
二
十
三
条
）
と
、
天

命
と
人
性
と
の
相
即
合
一
を
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
近
渓
も
ま

た
天
人
の
合
一
を
い
い
、
「
天
は
人
を
離
れ
ず
」
（
同
）
と
、

天
と
人
と
を
合
体
さ
せ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
わ
が
こ
の
身
が
、

「
随
時
随
所
に
み
な
天
」
（
同
射
巻
四
十
六
条
）
で
あ
る
こ
と

を
謳
歌
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
天
命
の
あ
る
と
こ
ろ
は
生
死

禍
福
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
棟
然
と
し
て
儘
れ
伯
れ
な
け
れ
ば
、

…
…
天
命
の
一
言
は
か
え
っ
て
汝
の
狂
薬
と
な
る
」
（
同
）
と

警
め
る
。
天
人
の
距
離
が
縮
ま
り
、
合
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
「
天
命
の
臨
監
」
が
直
接
に
わ
が
身
に
お
よ
ぶ
の
で

あ
る
。
す
で
に
み
た
龍
渓
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。

8
 

龍
渓
や
近
渓
の
万
物
一
体
、
天
人
合
一
の
世
界
に
も
、
上
帝
鬼
）

神
が
厳
然
と
臨
在
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。

龍
渓
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
わ
た
し
は
近
ご
ろ
生
死
の
一
関

を
考
え
て
か
な
り
明
白
に
な
っ
た
」
（
『
全
集
』
巻
十
「
与
敗

楚
個
」
、
ま
た
巻
十
一
「
与
張
陽
和
」
を
参
照
）
な
ど
と
、
死

生
へ
の
思
索
を
続
け
て
い
る
。
「
生
に
死
が
あ
る
の
は
、
昼
に

夜
が
あ
る
よ
う
な
も
の
、
昼
を
知
れ
ば
夜
を
知
る
の
で
あ
り
、

二
つ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
参
透
す
れ
ば
、

そ
れ
は
尽
性
、
そ
れ
は
立
命
、
そ
れ
こ
そ
入
聖
の
血
脈
路
だ
」

（
同
上
巻
十
一
「
答
李
漸
庵
」
）
と
、
死
生
を
参
透
す
る
の
は
、

尽
性
立
命
の
聖
人
に
至
る
道
と
し
て
い
る
。
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龍
渓
の
死
生
観
と
し
て
は
、
「
生
死
の
一
事
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
説
く
こ
と
が
あ
る
。
生
死
に
任
ね
る
者
が
あ
り
、
生
死
を

超
え
る
者
が
あ
る
。
…
…
縁
に
応
じ
て
生
ま
れ
、
…
…
縁
が
尽

き
て
死
ぬ
。
…
…
一
日
で
も
よ
く
百
年
で
も
よ
い
。
妄
機
委
順

し
、
我
れ
は
心
を
容
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
任
ね
る
だ
け
だ
。

生
死
を
超
え
る
説
に
至
れ
ば
、
さ
ら
に
向
上
の
一
機
が
あ
る
。

…
…
生
ま
れ
て
も
生
ま
る
る
な
く
、
生
ま
れ
て
楽
し
む
こ
と
を

知
ら
な
い
。
死
し
て
死
す
る
な
く
、
死
し
て
も
悲
し
む
こ
と
を

知
ら
な
い
」
（
同
巻
五
「
天
柱
山
房
会
語
」
）
と
、
生
死
に
委

ね
忘
機
委
順
す
る
生
死
の
超
え
方
の
上
に
、
さ
ら
に
生
死
を
無

み
し
等
し
な
み
に
み
る
超
え
方
を
説
く
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
を

ほ
か
に
し
て
さ
ら
に
一
段
の
功
夫
が
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
し

な
が
ら
、
「
良
知
は
虚
寂
明
通
す
る
。
こ
れ
は
無
始
以
来
の
不

壊
の
元
神
。
も
と
も
と
生
無
く
も
と
も
と
死
無
き
も
の
。
…
…

千
聖
は
み
な
過
ぎ
ゆ
く
影
、
万
年
は
一
息
の
ご
と
き
だ
。
ま
た

な
ん
の
生
死
を
い
う
べ
き
か
」
（
同
）
と
い
う
、
生
死
の
超
克

に
良
知
を
も
ち
だ
す
の
は
、
永
続
す
る
良
知
に
よ
っ
て
有
限
の

生
を
超
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
龍
渓

は
陽
明
の
良
知
説
を
継
承
す
る
の
だ
が
、
「
良
知
が
人
心
に
在

る
の
は
、
万
古
に
亘
り
、
宇
宙
に
塞
が
り
、
同
じ
く
な
い
も
の

は
な
い
」
（
『
伝
習
録
』
中
「
答
欧
陽
崇
一
」
）
と
い
わ
れ
る

時
空
を
超
え
る
良
知
の
普
遍
性
は
、
龍
渓
に
な
る
と
さ
ら
に
明

確
に
さ
れ
て
、
良
知
に
永
遠
不
滅
の
実
体
性
を
賦
与
す
る
の
で

あ
る
。
「
先
師
（
陽
明
）
の
宗
旨
は
虚
霊
寂
照
で
、
こ
れ
こ
そ

万
劫
不
壊
の
真
性
」
（
『
全
集
』
巻
九
「
与
呂
沃
洲
」
）
、
「
性

と
は
万
劫
無
漏
の
真
体
」
（
同
巻
十
四
「
寿
史
玉
陽
年
兄
七
十

序
」
）
、
「
性
は
万
劫
不
壊
の
真
体
、
い
わ
ゆ
る
無
漏
の
清
浄

法
身
」
（
同
巻
九
「
与
魏
水
洲
」
）
と
良
知
真
性
の
永
遠
不
滅

を
説
い
て
い
る
。
こ
の
良
知
は
、
い
わ
ば
永
遠
不
滅
の
生
命
と

み
て
よ
く
、
龍
渓
は
そ
の
よ
う
な
良
知
を
み
ず
か
ら
に
獲
得
す

，
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
の
有
限
を
超
え
、
生
死
を
超
脱
す
る
（

の
で
あ
る
。

近
渓
も
ま
た
良
知
思
想
の
圏
内
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
龍
渓

で
は
ま
だ
抽
象
的
に
永
遠
不
滅
な
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
た

良
知
は
、
近
渓
で
は
具
象
化
し
、
つ
い
に
霊
魂
と
同
じ
に
な
っ

て
く
る
。

近
渓
は
、
良
知
は
「
本
来
の
面
目
」
だ
と
い
う
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
、
「
良
知
は
も
ち
ろ
ん
良
知
だ
が
、
し
か
し
良
知
に

は
ま
こ
と
の
―
つ
の
面
目
が
あ
る
か
ら
（
然
良
知
却
実
有
個
面

目
）
、
杜
撰
に
む
り
を
し
て
名
付
け
た
の
で
は
な
い
。
…
…
良
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知
と
だ
け
い
っ
て
面
目
を
い
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
体
は
こ
ん
な

に
も
実
落
、
そ
の
用
は
こ
ん
な
に
も
神
妙
で
あ
る
こ
と
を
表
せ

な
い
。
ま
た
そ
の
本
来
も
と
も
と
よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
り
、
生
を

侯
っ
て
存
し
、
死
に
随
っ
て
亡
び
る
も
の
で
は
な
く
、
現
存
す

る
相
対
の
面
目
は
そ
の
発
現
（
発
跛
）
の
と
こ
ろ
に
す
ぎ
ず
、

近
小
に
滞
融
し
て
い
て
、
も
と
よ
り
吾
れ
の
良
知
の
面
目
と
等

し
く
並
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
現
で
き
な

い
」
（
『
近
渓
子
集
』
御
巻
十
八
条
）
と
い
う
。

相
対
の
面
目
と
は
明
ら
か
に
身
体
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
置
し
て
、
良
知
に
面
目
が
あ
る
と
の
奇
妙
な
言
い
方

か
ら
は
、
良
知
は
生
死
に
随
っ
て
存
亡
す
る
の
で
は
な
い
、
具

象
的
で
知
覚
を
そ
な
え
た
、
い
わ
ば
永
遠
の
生
物
体
と
し
て
表

象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
霊
魂

に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
渓
は
、
心
は
「
天
と
地
と
を
統
べ
、
古
を
貫

き
今
に
及
び
、
こ
の
身
の
中
に
渾
融
し
て
い
る
」
（
同
射
巻
3

条
）
と
、
心
身
の
渾
融
を
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
身
心
観
と
し

て
み
る
と
心
に
優
位
を
お
く
傾
向
が
強
い
。
こ
れ
は
霊
魂
観
と

も
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
龍
渓
の
心
身
観
と
の
比

較
に
お
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。

龍
渓
は
身
体
の
衛
生
、
養
生
を
お
も
く
み
る
。
い
つ
の
時
代

に
も
み
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
明
代
に
お
い
て
は
と
く
に
延
命
長

生
へ
の
希
求
が
強
く
語
ら
れ
る
。
民
間
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
知
識
人
の
間
に
も
衛
生
長
生
法
が
実
践
さ
れ
て
い
た
。

「
養
生
の
術
を
好
む
」
（
『
全
集
』
巻
四
「
留
都
会
紀
」
、
ま

た
巻
九
「
与
播
笠
江
」
）
、
「
中
年
に
長
生
を
好
み
、
ま
た
修

命
の
術
を
習
い
お
こ
な
う
」
（
同
巻
十
四
「
寿
史
玉
陽
年
兄
七

十
序
」
）
な
ど
と
、
龍
渓
の
身
辺
に
限
っ
て
み
て
も
、
養
生
延

命
術
は
盛
行
し
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
「
朝
に
道
を
聞
け
ば
、

タ
に
死
す
と
も
可
な
り
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
生
死
に
括
淡
と
せ
①ー

よ
と
の
自
己
規
制
が
働
く
こ
と
も
あ
っ
て
、
延
命
長
生
を
公
言
（

し
た
り
、
そ
の
た
め
の
秘
術
に
熱
中
し
た
り
す
る
の
は
は
ば
か

ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
学
問
研
究
も
そ
れ
と
無
縁

な
の
で
は
な
い
。
「
談
学
の
餘
に
、
ほ
し
い
ま
ま
に
養
生
の
説

に
及
ぶ
」
（
同
巻
十
四
「
西
川
朱
君
寿
言
」
）
と
い
っ
た
よ
う
な

こ
と
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
近
渓
の
講
学
に
参

じ
て
、
「
平
生
は
玄
を
談
ず
る
こ
と
を
き
わ
め
て
喜
び
、
ひ
と

た
び
人
は
長
生
で
き
る
と
聞
く
と
、
ま
こ
と
踊
躍
す
る
気
持
を

お
さ
え
き
れ
な
い
」
と
告
白
す
る
長
生
術
の
愛
好
者
は
、
「
形

気
の
修
練
」
の
苦
し
さ
に
悩
ん
で
い
た
と
き
、
近
渓
の
「
本
来
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の
面
目
」
説
を
拝
聴
で
き
て
、
「
長
生
は
こ
の
も
の
を
指
す
」

（
『
近
渓
子
集
』
楽
巻
三
十
五
条
）
と
、
長
生
法
の
伝
授
と
し

て
う
け
と
り
、
感
激
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代

の
趨
勢
を
ふ
ま
え
て
、
龍
渓
は
心
身
渾
融
、
心
身
相
依
を
提
唱

す
る
。
心
身
相
依
と
は
『
周
易
参
同
契
発
揮
』
（
巻
二
）
の
語

で
、
息
と
は
狭
義
に
は
呼
吸
を
い
う
が
、
こ
の
書
に
依
っ
て
、

「
心
が
息
に
依
る
と
は
、
神
に
よ
っ
て
気
を
取
す
る
こ
と
、
気

が
心
に
依
る
と
は
、
気
に
よ
っ
て
神
を
摂
す
る
こ
と
で
あ
る
。

神
は
性
で
あ
り
、
気
は
命
で
あ
る
、
神
と
気
と
が
渾
融
す
る
の

は
、
性
命
合
一
の
宗
で
あ
る
」
（
『
全
集
』
巻
十
五
「
易
測
授

張
叔
学
」
）
と
い
う
の
を
み
る
と
、
心
と
は
精
神
的
側
面
、
息

と
は
広
く
は
身
体
的
側
面
を
い
い
、
そ
の
両
面
が
調
和
し
て
渾

融
一
体
に
な
る
の
が
「
抱
一
長
生
の
訣
」
（
同
）
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

龍
渓
は
、
注
釈
を
通
し
て
道
教
の
主
要
経
典
で
あ
る
『
周
易

参
同
契
』
を
理
解
し
、
み
ず
か
ら
の
「
性
命
の
学
」
（
注
7
)

に
養
生
術
を
も
と
り
い
れ
る
。
明
末
に
顕
著
な
三
教
包
摂
の
具

体
例
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
「
世
の
男
女
を
仮
り
て
鼎

器
と
し
、
採
取
を
籍
り
て
薬
物
と
し
、
烹
煉
を
認
め
て
火
候
と

す
る
の
は
、
み
な
邪
偽
の
小
術
で
あ
り
、
大
道
を
評
す
る
所
以

で
は
な
い
」
（
同
）
と
も
い
う
。
鼎
器
と
は
霊
丹
を
錬
成
す
る

器
、
薬
物
と
は
霊
丹
の
素
材
、
火
候
と
は
錬
成
の
功
夫
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
錬
丹
生
成
法
や
房
中
術
を
そ
の
ま
ま
容
認
す
る
の

で
は
な
く
、
『
周
易
参
同
契
発
揮
』
に
い
う
の
は
「
み
な
寓
言
」

（
同
）
と
み
て
、
そ
れ
を
抽
象
し
て
精
神
の
養
生
法
に
読
み
か

え
て
摂
取
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
道
教
的
な
養
生
延
命
術
を
そ
の
ま
ま
み
と
め
る

の
で
は
な
い
が
、
講
学
の
場
で
は
静
座
を
実
践
し
（
注
8
)
、

「
静
座
を
習
お
う
と
す
れ
ば
調
息
を
入
門
と
す
る
」
。
「
心
と

息
と
が
相
い
依
る
」
調
息
法
に
よ
っ
て
、
「
生
を
衛
る
」
（
同

巻
十
五
「
調
息
法
」
）
と
、
静
座
、
調
息
を
説
い
て
養
生
を
重
〇

ん
じ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
渓
の
心
身
観
は
心
に
優
位
を
お
く
傾
向

が
み
ら
れ
る
。
「
内
典
に
吾
人
の
咽
喉
よ
り
以
下
は
鬼
窟
で
あ

る
と
い
う
。
天
は
吾
れ
に
こ
の
心
神
を
与
え
る
こ
と
、
か
く
も

広
大
、
か
く
も
高
明
。
つ
ま
り
（
天
地
の
）
両
間
に
塞
が
り
、

六
合
に
弥
漫
し
て
い
る
。
な
ぜ
に
こ
の
業
障
を
作
り
、
鬼
窟
の

中
に
拘
囚
さ
れ
る
の
か
」
と
、
養
生
家
の
守
中
の
法
を
否
定
し
、

「
心
和
す
れ
ば
気
は
和
し
、
気
が
和
す
れ
ば
形
は
和
す
る
。
息

を
ど
う
し
て
調
え
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
、
調
息
法
を
否
定
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す
る
（
『
歌
天
台
先
生
文
集
』
巻
十
「
守
中
訳
」
）
。
こ
れ
は
、

「
真
我
は
躯
殻
を
離
れ
な
い
」
（
『
全
集
』
）
巻
四
「
答
楚
個

敗
子
問
」
）
と
し
て
、
心
身
渾
融
を
説
く
龍
渓
の
批
判
を
浴
び

て
い
る
。

も
と
よ
り
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
近
渓
は
身
心
の
渾
融
を

か
な
ら
ず
し
も
軽
く
み
る
の
で
は
な
い
。
精
神
的
煩
懲
に
苦
し

ん
で
い
た
時
期
に
得
た
老
翁
の
教
示
（
注
9
)
は
、
志
慮
の
あ
り

方
に
よ
っ
て
身
体
の
精
爽
や
絆
纏
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
、
志

慮
を
解
き
放
っ
て
天
地
と
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
の

久
延
を
も
望
め
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
聞
い
て

一
種
の
回
心
体
験
を
得
て
い
る
。
心
と
身
と
は
連
関
性
を
も
つ

こ
と
を
近
渓
も
体
得
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
人
間
の
原
初
態

で
あ
る
赤
子
の
核
提
へ
の
回
帰
は
、
近
渓
の
教
説
の
中
心
に
あ

る
が
、
そ
の
赤
子
が
欣
欣
と
常
に
歓
笑
し
て
い
る
の
は
、
「
そ

の
と
き
に
は
身
心
は
ま
だ
互
い
に
凝
衆
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ

が
少
少
長
成
す
る
と
、
心
思
は
雑
乱
し
て
、
愁
苦
は
ど
う
し
よ

う
も
な
く
な
る
」
（
『
肝
壇
直
鈴
』
下
）
と
い
う
。
理
想
態
と

し
て
の
赤
子
核
提
に
は
、
身
心
の
二
端
が
凝
衆
融
合
し
て
い
る

と
い
う
の
は
、
近
渓
も
身
心
の
融
合
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
身
心
論
と
し
て
み
る
と
、
心
、
精
神
に
よ
り
比
重

を
か
け
て
い
る
。

「
諸
君
は
、
い
わ
ゆ
る
本
来
の
面
目
を
に
わ
か
に
忘
れ
た
の

か
。
そ
も
そ
も
形
骸
は
顕
わ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
体
は
滞
擬

し
て
い
る
。
本
心
は
隠
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
用
は
円
通
し
て

い
る
。
…
…
形
骸
は
活
き
て
い
る
と
き
に
も
や
は
り
滞
擬
に
苦

し
む
。
ま
し
て
こ
わ
ば
り
什
れ
て
死
ね
ば
な
お
の
こ
と
。
心
は

躯
殻
に
あ
っ
て
も
や
は
り
能
＜
円
通
す
る
。
ま
し
て
形
骸
を
離

れ
て
超
脱
す
れ
ば
、
化
に
乗
じ
天
に
御
し
、
六
虚
を
周
遊
す
る

2
 

こ
と
、
推
測
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
」
（
『
近
渓
子
集
』
楽
巻
三

十
三
条
）
。

こ
こ
で
は
、
先
に
み
た
相
対
の
面
目
で
あ
る
身
体
が
、
有
限

の
限
定
さ
れ
た
作
用
し
か
も
ち
え
な
い
の
に
く
ら
べ
、
本
来
の

面
目
で
あ
る
良
知
は
無
限
定
の
円
通
な
作
用
を
も
ち
、
死
後
に

は
身
体
を
離
れ
て
天
地
の
化
育
に
乗
じ
て
現
世
冥
世
を
自
由
に

往
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
有
限
の
肉
体
と
比
較
し
て
心
の

永
遠
不
滅
の
価
値
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
本
来
の
面

目
が
霊
魂
に
ひ
と
し
い
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
近
渓
に
お
い
て
は
、
霊
魂
は
面
目
を
具
え
た
い

わ
ば
生
命
体
と
し
て
明
確
な
存
在
性
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
「
精
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気
は
物
と
為
り
、
滸
魂
は
変
を
為
す
」
の
『
易
経
』
の
語
は
、

し
ば
し
ば
鬼
神
霊
魂
を
論
ず
る
典
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
、
「
精
気
は
物
と
為
る
」
と
は
こ
の
身
体
を
指
し
、

「
滸
魂
は
変
を
為
す
」
と
は
こ
の
心
を
指
し
、
「
形
状
即
面
目
」

で
あ
る
こ
と
を
い
う
と
み
る
。
そ
し
て
、
「
魂
が
能
＜
滸
ぶ
」

こ
と
に
よ
っ
て
始
め
に
来
た
り
、
終
り
に
返
る
こ
と
が
で
き
、

生
死
が
あ
る
。
「
形
に
は
生
死
が
あ
る
が
、
魂
に
は
去
来
が
あ

る
だ
け
だ
か
ら
、
こ
の
良
知
霊
明
は
昼
夜
に
通
貫
す
る
こ
と
が

で
き
、
変
易
に
し
て
無
方
、
神
妙
に
し
て
無
体
な
の
だ
」
、
「
後

世
に
は
こ
の
良
知
面
目
を
真
に
認
識
し
な
い
こ
と
か
ら
、
形
体

が
毀
壊
す
る
と
霊
も
ま
た
消
滅
す
る
と
み
な
し
て
い
る
」
（
同

三
十
六
条
）
と
い
う
。
良
知
は
本
来
面
目
で
あ
り
、
霊
魂
で
も

あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
。
生
時
に
は
身
体
と
霊
魂
が

合
体
し
て
「
形
状
即
面
目
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
死
後
に
は
良

知
、
霊
魂
は
面
目
を
具
え
た
具
象
的
存
在
と
し
て
遊
離
し
、
現

世
と
冥
世
と
を
去
来
す
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
霊

魂
の
実
在
論
と
み
て
よ
か
ろ
う
（
注
10)
。

現
世
を
去
っ
た
霊
魂
の
往
く
と
こ
ろ
は
、
天
宮
地
府
だ
と
い

う
。
「
魂
が
滸
ぶ
こ
と
は
御
説
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
そ
の
滸

び
去
る
と
き
に
は
、
は
た
し
て
真
実
に
天
宮
地
府
の
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
か
」
と
設
問
し
て
、
「
四
書
五
経
に
も
そ
の
説
は
具

わ
っ
て
い
る
」
と
こ
れ
を
論
証
し
て
み
せ
、
人
が
死
ぬ
と
霊
魂

は
消
滅
し
、
主
宰
す
ら
も
な
く
な
る
と
す
れ
ば
、
「
祭
天
享
地
、

奉
先
祀
神
」
の
天
地
祖
霊
の
祭
祀
も
「
空
理
」
を
叩
拝
す
る
こ

と
に
な
っ
て
、
「
世
教
人
倫
」
を
損
う
こ
と
は
な
は
だ
し
い
と

指
摘
し
て
い
る
（
同
上
）
。
空
理
を
叩
拝
す
る
こ
と
に
な
る
と

は
、
先
に
み
た
李
卓
吾
と
同
じ
く
、
宋
学
朱
子
学
の
鬼
神
霊
魂

観
へ
の
批
判
で
あ
る
。
経
書
に
論
拠
を
も
と
め
、
宋
学
朱
子
学

を
超
え
る
の
で
あ
る
（
注
11)
。

そ
し
て
、
不
滅
の
霊
魂
に
よ
る
永
遠
の
生
命
を
得
て
死
生
を
①

超
克
し
よ
う
と
す
る
。
天
に
は
太
陽
が
あ
っ
て
、
そ
の
回
転
に

cl

よ
っ
て
昼
夜
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
人
心
に
お
け
る

太
陽
で
あ
る
心
は
、
昭
朗
活
溌
で
や
む
こ
と
が
な
い
。
「
だ
か

ら
死
死
生
生
も
環
の
ご
と
く
輪
の
ご
と
く
、
往
来
し
て
や
ま
な

い
」
と
、
死
生
は
昼
夜
の
ご
と
く
に
く
り
返
さ
れ
、
人
の
生
は

永
遠
の
循
環
だ
か
ら
死
を
傷
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

（
『
肝
壇
直
鈴
』
下
）
。

こ
の
、
霊
魂
は
実
在
し
天
宮
地
府
と
現
世
を
往
来
す
る
と
い

う
霊
魂
観
は
、
経
書
に
典
拠
を
も
と
め
る
の
だ
が
、
実
は
経
書

的
な
古
代
以
来
の
観
念
と
い
う
よ
り
は
、
先
に
屠
隆
に
み
た
、
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輪
廻
観

民
間
信
仰
的
道
教
的
な
観
念
に
よ
り
近
い
よ
う
に
み
え
る
。
天

宮
地
府
の
語
も
民
間
信
仰
的
道
教
的
な
他
界
を
意
味
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
霊
魂
は
不
滅
で
あ
り
、
現
世
に
来
遊
し
、
女
性
の
胎

内
に
投
胎
し
て
新
し
い
生
を
獲
得
し
、
ふ
た
た
び
死
ね
ば
肉
体

か
ら
分
離
し
て
冥
世
に
返
り
、
循
環
を
く
り
返
す
と
い
う
再
生

転
生
の
観
念
は
、
民
間
に
は
深
く
浸
透
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

小
説
随
筆
な
ど
に
は
そ
の
よ
う
な
再
生
転
生
の
見
聞
が
し
ば
し

ば
記
録
さ
れ
て
い
る
。
近
渓
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
民
間
的
土
着

的
な
観
念
を
み
ず
か
ら
の
死
生
霊
魂
観
に
摂
り
い
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
良
知
を
霊
魂
と
み
る
奇
嬌
と
も
み
ら
れ
る
良
知
説
も
、

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
明
末
の
生
の
現
実
に
密
着
し
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
明
末
思
想
の
庶
民
性
を
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
近
渓

思
想
の
庶
民
性
を
い
う
な
ら
ば
、
右
に
述
べ
た
点
を
も
含
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

霊
魂
が
現
世
と
冥
世
と
を
来
遊
す
る
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば

輪
廻
再
生
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
朱
子
は
天
地
の
生
生

作
用
に
よ
っ
て
気
は
つ
ね
に
新
し
く
作
り
出
さ
れ
る
と
し
、
輪

廻
説
で
は
人
が
天
地
の
間
に
来
往
す
る
だ
け
に
な
っ
て
、
造
化

の
生
生
作
用
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
と
批
判
す
る
。
輪
廻
は

仏
教
に
由
来
す
る
観
念
で
あ
り
、
朱
子
は
輪
廻
説
批
判
を
仏
教

批
判
の
―
つ
の
柱
に
し
て
い
る
。

後
世
の
朱
子
学
者
も
輪
廻
説
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
明
代
の

篤
実
な
朱
子
信
奉
者
、
胡
敬
斎
（
居
仁
）
は
、
「
帰
根
返
元
、

死
生
輪
廻
の
説
は
造
化
を
識
ら
ぬ
も
の
」
（
『
居
業
録
』
巻
四
）

と
、
造
化
の
生
生
作
用
に
も
と
づ
い
て
輪
廻
を
否
定
す
る
。
明

末
の
願
憲
成
は
、
造
化
の
一
端
と
し
て
は
因
果
輪
廻
を
認
め
な

が
ら
も
、
天
地
の
生
生
作
用
を
お
も
く
み
て
、
輪
廻
説
を
前
面
心

に
出
す
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
る
（
『
証
性
編
』
巻
五
）

し
か
し
、
明
代
で
は
、
と
く
に
仏
教
者
や
仏
教
に
好
意
を
寄

せ
る
人
々
に
は
顕
著
な
の
だ
が
、
輪
廻
を
肯
定
す
る
傾
向
も
強

い
。
永
楽
帝
の
謀
師
と
な
っ
た
挑
広
孝
は
、
「
形
気
に
は
尽
き

る
こ
と
が
あ
る
が
、
心
識
に
は
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
一
切
衆

生
に
は
も
と
も
と
生
滅
と
不
生
滅
と
は
な
い
。
…
…
こ
の
心
識

は
業
に
従
っ
て
発
現
す
る
が
故
に
、
生
死
に
輪
転
し
六
道
に
升

沈
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
」
（
『
道
餘
録
』
）
と
し
、
当
時
の

見
聞
例
を
あ
げ
て
、
心
識
の
不
尽
不
滅
、
六
道
輪
廻
を
事
実
と

す
る
。



と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
六
道
輪
廻
説
と
は
、
「
諸
欲
の
因
縁
を

以
て
三
悪
道
に
墜
堕
し
、
六
趣
中
に
輪
廻
し
て
備
さ
に
諸
の
苦

毒
を
受
く
」
（
『
法
華
経
』
方
便
品
）
と
あ
る
よ
う
に
、
因
縁

に
よ
っ
て
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
阿
修
羅
、
人
、
天
の
六
趣
六

道
の
い
ず
れ
か
に
転
生
し
、
因
縁
の
究
ら
な
い
間
は
、
車
輪
が

転
じ
て
窮
ら
な
い
ご
と
く
に
転
生
を
く
り
返
す
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
因
縁
、
業
識
の
も
た
ら
す
苦
果
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
教

で
は
、
諸
法
皆
空
の
真
な
る
仏
の
悟
り
を
得
て
、
因
果
の
束
縛

か
ら
解
脱
す
る
こ
と
を
本
来
と
し
、
輪
廻
は
そ
の
た
め
に
説
か

れ
る
方
便
門
で
あ
り
、
輪
廻
現
象
そ
の
も
の
が
仏
の
真
理
な
の

で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
、
輪
廻
は
か
え
っ
て
生
の
永
遠
と
し

て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
明
初
の
空
谷
景
隆
は
、
死
に
よ

っ
て
肉
体
が
朽
滅
す
れ
ば
、
「
神
も
ま
た
諷
散
す
る
」
と
い
う

朱
子
を
批
判
し
、
肉
体
は
消
滅
し
て
も
「
神
識
は
生
滅
せ
ず
」
、

「
業
に
随
っ
て
報
を
受
け
、
殻
を
出
で
て
殻
に
入
り
、
或
い
は

苦
し
み
、
或
い
は
楽
し
む
」
（
『
尚
直
編
』
自
序
）
と
し
、
不

生
不
滅
の
神
識
が
去
来
す
る
輪
廻
を
、
苦
も
あ
り
楽
も
あ
る
こ

と
と
す
る
。
こ
こ
で
苦
と
い
っ
て
も
、
輪
廻
の
全
体
を
苦
果
と

7
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み
る
の
で
は
な
く
、
輪
廻
を
循
環
す
る
永
遠
の
生
の
連
続
と
し

て
、
苦
も
あ
り
楽
も
あ
る
こ
と
と
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

胡
直
は
「
輪
廻
に
つ
い
て
は
吾
れ
は
あ
え
て
言
お
う
と
し
な

い
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
「
仏
氏
は
倫
物
を
尽
く
棄
て
て
、
も

っ
ぱ
ら
こ
れ
を
超
え
よ
う
と
つ
と
め
る
の
で
あ
り
、
仏
氏
は
輪

は
か

廻
に
趨
い
て
再
生
の
利
を
規
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
今
儒

者
は
仏
氏
を
攻
め
、
仏
氏
が
再
生
の
利
益
を
規
ろ
う
と
し
て
い

る
と
い
う
の
は
、
そ
の
病
弊
に
的
中
し
て
い
な
い
」
（
『
衡
鷹

精
舎
蔵
稿
』
巻
三
十
「
続
問
」
下
）
と
い
う
。
輪
廻
説
が
再
生

の
利
益
を
図
る
考
え
方
だ
と
し
て
儒
者
が
批
判
す
る
と
指
摘
し

て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
当
時
の
輪
廻
観
を
示
し
て
い
る
）5
 

と
み
れ
ば
興
味
ぶ
か
い
。
つ
ま
り
輪
廻
は
超
脱
す
べ
き
苦
果
と

Cl

し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
ふ
た
た
び
生
れ
変
っ
て
現
世
の
生
を

受
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
輪
廻
は
仏
教
の
い
う
六
道
輪
廻
そ
の
ま
ま

で
は
な
い
。
地
獄
餓
鬼
畜
生
道
な
ど
へ
の
転
生
は
意
識
さ
れ
ず
、

現
世
と
冥
世
と
の
間
で
の
、
人
間
か
ら
人
間
へ
の
転
生
再
生
へ

短
絡
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
説
随
筆
に
み
ら
れ
る
転
生
再

生
の
例
は
、
動
物
な
ど
へ
の
生
れ
変
り
、
地
獄
に
墜
ち
た
話
な

ど
も
あ
る
が
、
好
ん
で
語
ら
れ
る
の
は
、
人
か
ら
人
へ
の
再
生
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投
胎
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
再
生
投
胎
と
し
て
輪
廻
を
み
る
こ

と
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
注
12)
。
そ
こ
に
は
当
時
の

生
の
永
遠
へ
の
希
求
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ

か
ら
、
輪
廻
は
仏
教
説
受
容
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
切
実
な

生
の
問
題
と
し
て
論
題
に
な
っ
て
い
く
。

『
尚
直
編
』
を
う
け
た
祝
允
明
（
注
13)
は
、
人
は
死
し
て

断
滅
す
る
と
し
て
輪
廻
再
生
を
否
定
す
る
の
は
、
周
公
孔
子
の

「
聖
人
の
意
に
も
と
る
」
（
『
罪
知
録
』
巻
六
）
と
い
う
。
屠

隆
は
天
神
地
祗
、
人
心
の
神
霊
は
「
変
滅
せ
ざ
る
」
存
在
で
あ

り
、
死
後
に
は
「
知
」
が
あ
り
「
鬼
神
」
が
あ
り
「
因
果
輪
廻
」

の
あ
る
こ
と
は
、
昼
夜
、
寒
暑
、
陰
陽
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、

周
公
孔
子
も
否
定
し
て
い
な
い
と
い
う
（
『
仏
法
金
湯
』
）
。

霊
魂
不
滅
、
輪
廻
再
生
は
自
然
秩
序
と
同
じ
く
真
理
で
あ
り
、

聖
人
の
教
え
に
も
一
致
す
る
と
公
言
す
る
の
で
あ
る
。
輪
廻
説

を
聖
人
の
教
え
に
結
び
つ
け
る
大
胆
な
発
言
か
ら
は
、
朱
子
離

れ
の
進
行
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
怪
力
乱
神
を
語
ら
な
い
一
種
の
合
理
精
神
が
あ

り
、
釈
老
を
異
端
視
す
る
朱
子
学
的
な
思
想
規
制
が
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
明
代
で
も
輪
廻
を
公
然
と
語
る
こ
と

は
か
な
ら
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
輪
廻
は
仏
教
色
の
強
い
こ
と

ば
で
あ
り
、
ま
た
好
ん
で
語
ら
れ
る
輪
廻
再
生
の
事
例
は
怪
異

な
話
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。

周
海
門
は
輪
廻
に
つ
い
て
は
い
え
な
い
と
し
、
鬼
神
に
問
題

を
ず
ら
せ
て
答
え
る
。
「
鬼
神
の
情
状
を
知
る
」
の
語
が
あ
る

か
ら
、
鬼
神
の
実
在
を
「
信
ず
る
」
（
『
東
越
証
学
録
』
巻
四

「
越
中
会
語
」
）
と
い
う
の
は
、
霊
魂
と
含
義
が
重
な
る
鬼
神

を
語
る
こ
と
を
通
し
て
、
間
接
に
霊
魂
不
滅
、
輪
廻
を
信
ず
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
。

胡
直
は
、
輪
廻
に
言
及
す
る
に
先
立
っ
て
、
「
吾
れ
は
あ
え

て
言
お
う
と
し
な
い
」
と
前
置
き
し
て
い
た
が
、
龍
渓
も
、
孔
①ー

子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
—
ー
語

ら
な
い
と
は
存
在
事
実
が
あ
る
の
を
前
提
に
し
て
、
こ
れ
を
語

ら
な
い
の
だ
か
ら

l
~

輪
廻
の
事
実
は
明
ら
か
だ
が
、
人
を
惑

わ
す
こ
と
を
避
け
て
語
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
、
み
ず
か
ら
も
問

答
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
輪
廻
は
公
言
を
は
ば
か
る
こ
と
で
も

あ
る
。龍

渓
が
「
大
衆
中
の
尤
も
よ
ろ
し
く
問
う
べ
き
と
こ
ろ
の
こ

と
で
は
な
く
、
ま
た
、
ま
さ
に
答
え
る
べ
き
と
こ
ろ
の
こ
と
で

も
な
い
」
と
強
い
調
子
で
い
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
輪
廻
の
説

明
を
得
よ
う
と
、
「
諸
友
は
請
叩
し
て
や
ま
ず
」
、
つ
い
に
そ



の
発
言
を
引
き
だ
す
。
こ
こ
に
も
輪
廻
は
単
な
る
教
説
の
如
何

を
こ
え
た
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

龍
渓
は
、
念
と
識
に
よ
っ
て
「
生
死
輪
廻
」
が
あ
る
。
そ
れ
が

起
滅
し
て
停
ら
な
い
の
が
生
死
の
根
因
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
古

今
の
通
理
」
、
「
現
在
の
実
事
」
で
あ
る
。
儒
者
が
異
端
と
し

て
諒
ん
で
い
わ
な
い
の
は
「
惑
い
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て

「
至
人
に
は
心
が
無
い
の
で
念
は
息
み
、
お
の
ず
か
ら
輪
廻
も

な
く
、
識
は
知
に
変
ず
る
。
至
人
に
は
知
が
無
い
の
で
、
識
は

空
じ
、
お
の
ず
か
ら
生
死
も
な
い
」
（
『
全
集
』
巻
七
「
新
安

斗
山
書
院
会
語
」
）
と
い
う
。
念
識
に
よ
っ
て
輪
廻
が
あ
る
が
、

念
識
を
空
に
し
た
至
人
は
輪
廻
を
超
脱
す
る
と
、
仏
教
の
輪
廻

観
に
即
し
て
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
篤
く
仏
教
を
信
じ
た
妻
に

因
果
報
応
を
教
え
て
、
「
一
念
が
善
因
な
ら
ば
、
終
り
に
善
果

を
成
し
、
一
念
が
悪
因
な
ら
ば
、
終
り
に
悪
果
を
成
す
。
そ
の

応
ず
る
こ
と
は
響
の
ご
と
く
で
あ
る
。
悪
を
止
め
善
を
修
め
、

因
果
に
昧
く
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
大
修
行
の
人
。
一
念
は
万
年
、

生
滅
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
輪
廻
も
な
い
。
生
を
知
れ
ば
死
を

知
る
の
だ
」
（
同
巻
二
十
「
亡
室
純
鯨
張
氏
安
人
哀
辞
」
）
と

い
う
。
至
人
、
大
修
行
の
人
に
お
い
て
は
究
極
と
し
て
は
輪
廻

，
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因
果
は
超
脱
さ
れ
る
の
だ
が
、
現
在
の
実
事
と
し
て
は
輪
廻
因

果
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

良
知
霊
魂
が
現
世
と
冥
世
と
を
来
往
す
る
と
み
る
近
渓
は
、

輪
廻
再
生
を
信
ず
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
は
幼
時
か

ら
仏
教
に
親
し
み
、
親
友
か
ら
は
「
近
世
の
士
大
夫
の
仏
を
好

む
者
」
と
も
批
評
さ
れ
て
い
る
（
注
14)
。
任
地
で
の
教
化
に

因
果
報
応
の
説
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
（
同

巻
十
一
「
与
羅
近
渓
」
）
。

近
渓
が
山
東
省
東
昌
府
の
知
府
に
在
任
し
た
と
き
の
こ
と
で

あ
る
。
前
世
に
北
直
隷
易
州
の
人
で
あ
っ
た
張
承
勲
な
る
人
物

c
 

が
、
東
昌
府
下
の
家
庭
に
嬰
児
と
し
て
再
生
し
た
事
件
が
起
き

た
。
こ
れ
を
記
録
し
た
『
戒
庵
老
人
漫
筆
』
（
巻
六
）
に
よ
る

Cl

と
、
こ
の
話
し
は
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
、
生
員
な
ど
に
よ
り

地
方
の
奇
遇
と
し
て
府
に
上
呈
さ
れ
た
。
羅
知
府
が
成
長
し
た

児
童
を
召
見
す
る
と
、
児
童
は
知
府
を
「
公
祖
」
と
呼
ぶ
。
庶

民
に
ふ
さ
わ
し
い
敬
称
を
用
い
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
て
も
こ
れ

に
応
え
ず
、
さ
ら
に
「
老
師
」
と
呼
ぶ
。
公
祖
と
呼
ん
だ
の
は
、

児
童
が
前
世
で
は
挙
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
挙
人
と
し
て
知

府
を
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
呼
称
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
老
師

と
呼
び
か
え
た
の
は
、
前
世
に
羅
の
教
え
を
親
し
く
う
け
た
こ

と
か
ら
、
弟
子
が
師
を
呼
ぶ
呼
称
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
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転
生
詞
は
詩
に
も
紀
述
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ

る。
近
渓
自
身
も
こ
の
転
生
詞
を
記
述
し
て
い
る
か
ら
、
右
の
資

料
に
い
う
羅
知
府
と
は
近
渓
の
こ
と
を
い
う
と
知
ら
れ
る
。
児

童
の
前
世
に
親
し
く
教
え
た
こ
と
の
あ
っ
た
近
渓
は
、
「
生
死

不
二
、
滸
魂
為
変
」
の
道
理
を
訓
え
、
「
釈
氏
の
輪
廻
の
説
は

ま
こ
と
に
匪
り
な
ら
ず
」
（
『
羅
明
徳
公
文
集
』
巻
三
「
張
承

勲
」
）
と
、
輪
廻
を
な
ま
な
ま
し
く
実
感
し
て
い
る
。
こ
こ
で

い
う
輪
廻
も
、
前
世
か
ら
現
世
へ
の
再
生
来
往
と
い
う
観
念
だ

ろ
う
。近

渓
の
二
子
は
と
も
に
道
士
の
も
と
に
入
門
し
た
が
、
近
渓

も
加
わ
っ
た
旅
途
で
発
病
し
、
道
士
と
も
ど
も
二
子
も
前
後
し

て
死
去
す
る
。
彼
は
こ
の
臨
終
を
見
と
っ
て
、
い
わ
ば
仙
人
が

昇
仙
す
る
よ
う
な
逝
世
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の

二
子
が
没
後
に
現
世
に
来
遊
し
た
見
聞
記
を
、
そ
の
嗣
子
の
一

人
が
書
い
て
い
る
。
近
渓
や
そ
の
身
辺
の
人
々
に
と
っ
て
、
霊

魂
の
来
遊
‘
輪
廻
再
生
は
身
近
か
な
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
注

15)
。

近
渓
や
胡
直
と
親
交
の
あ
っ
た
敢
天
台
（
定
向
）
は
、
地
獄

輪
廻
に
つ
い
て
、
「
吾
人
の
当
下
現
在
に
受
け
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
、
た
だ
死
去
し
た
後
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
」
（
『
歌
天

台
先
生
文
集
』
巻
十
「
六
道
訳
」
）
と
い
う
。
そ
の
輪
廻
観
は

か
な
ら
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
が
、
「
仏
氏
の
輪
廻
六
道
の
説

も
こ
の
心
の
応
感
変
化
の
微
か
ら
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
意
を
識
る
な
ら
ば
、
幽
明
人
鬼
、
古
今
内
外
は
ど
う
し
て

み
な
こ
の
心
こ
の
性
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
も
し
も
こ
れ
を

虚
仮
の
名
象
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
心
を
知
り
性
を
知
る
者

で
は
な
い
」
（
同
巻
十
九
「
書
大
事
訳
」
）
と
い
う
の
を
み
る

と
、
万
法
唯
心
の
仏
教
的
世
界
に
は
輪
廻
が
あ
る
が
、
そ
の
世

界
か
ら
み
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
現
在
に
も
死
後
に
も
輪
廻
が
あ
る
③

と
み
る
の
で
あ
っ
て
、
輪
廻
地
獄
は
「
幻
」
で
は
な
く
、
「
虚

Cl

仮
の
名
象
」
で
も
な
い
と
、
事
実
上
は
こ
れ
を
認
め
る
の
で
あ

る。
以
上
か
ら
み
る
と
、
霊
魂
は
不
滅
で
あ
り
、
現
世
と
冥
世
と

を
来
往
し
て
転
生
再
生
を
く
り
返
す
と
い
う
観
念
は
根
強
く
存

在
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
小
説
随
筆
に
み
ら
れ
る
転
生

再
生
の
怪
奇
な
事
例
を
、
近
渓
の
よ
う
に
ま
る
ご
と
信
ず
る
の

は
極
端
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
ま
っ
た
く
の
虚
構
と

し
て
退
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
知
識
人
思
想
家
の
共
感
を
得

る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
々
、
鬼
神
霊
魂
が
現
世
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お
わ
り
に

冥
世
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
は
存
在
し
て
い
る
と
す
る
神
性
霊
性

の
実
在
観
、
そ
れ
に
む
け
て
の
畏
怖
信
仰
の
感
情
、
そ
の
よ
う

な
基
盤
の
う
え
に
学
問
や
思
索
が
営
ま
れ
、
文
学
小
説
も
創
作

さ
れ
た
と
い
え
る
。
も
ろ
も
ろ
の
文
化
営
為
は
深
い
と
こ
ろ
で

相
関
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

人
の
吉
凶
禍
福
を
司
る
鬼
神
の
働
き
や
、
因
果
輪
廻
を
否
定

す
る
傾
向
は
明
末
に
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
帝
鬼
神
霊
魂

の
実
在
観
、
そ
れ
に
む
け
て
の
畏
怖
信
仰
の
感
情
は
、
庶
民
層

ば
か
り
で
は
な
く
、
知
識
人
思
想
家
に
も
広
く
行
き
わ
た
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
、
以
上
に
み
た
の
は
、
実
は
陽
明
学
の
後
流
や

そ
の
影
響
を
う
け
た
一
部
を
主
と
し
て
と
り
あ
げ
た
に
す
ぎ
な

い
が
、
当
時
の
鬼
神
観
、
霊
魂
観
の
主
要
な
一
端
を
み
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
う
。

明
代
に
お
い
て
は
、
神
々
は
身
近
か
に
存
在
し
て
い
た
。
神

々
の
臨
監
を
前
に
し
て
、
人
々
は
日
常
行
為
の
善
悪
を
反
省
す

る
。
功
過
格
と
呼
ぶ
日
常
行
為
の
反
省
記
録
簿
は
知
識
人
の
間

に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
（
注
16)
。
住
居
や
墓
地
の
選
定
に
は
、

時
日
、
方
角
、
地
理
を
卜
す
る
風
水
師
、
地
理
師
、
堪
輿
家
な

ど
と
い
う
専
門
知
識
を
有
す
る
方
術
者
が
活
躍
し
て
い
た
。
学

者
思
想
家
も
堪
輿
風
水
を
排
除
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
没

後
に
も
し
ば
し
ば
遷
葬
改
葬
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
堪
輿
風
水

思
想
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
明
代
学

術
の
祖
と
さ
れ
る
陳
白
沙
（
献
章
）
は
、
没
後
に
嗣
子
た
ち
に

福
祥
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
は
墳
墓
の
不
吉
が
主
因
だ
と
さ

れ
、
改
葬
さ
れ
て
い
る
（
『
陳
献
章
集
』
附
録
、
湛
甘
泉
撰
「
白

沙
先
生
改
葬
墓
誌
銘
」
）
。

祖
霊
は
夢
兆
に
現
わ
れ
、
ま
た
白
昼
に
も
現
前
す
る
。
官
は

，
 

右
餃
都
御
史
に
至
っ
た
林
廷
玉
の
弟
、
廷
珪
（
静
庵
）
は
旅
途

cl

に
病
を
得
て
、
故
郷
に
帰
り
門
に
お
よ
ん
で
卒
す
る
。
「
そ
の

こ
も

魂
は
鬱
っ
て
散
ぜ
ず
、
家
人
は
毎
に
夢
籐
に
そ
れ
に
接
し
、
時

に
は
紡
彿
と
し
て
そ
の
声
迩
を
聞
く
。
設
け
ら
れ
た
霊
几
の
間

の
器
物
は
、
み
ず
か
ら
動
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
家
人
は
そ
こ
で

紫
姑
神
に
侍
す
る
法
の
ご
と
く
に
、
几
に
箕
を
置
き
灰
を
布
＜

と
、
箕
は
み
ず
か
ら
挙
が
っ
た
の
で
、
人
に
扶
け
さ
せ
る
と
、

う
ご

箕
は
衰
衰
と
休
ま
ず
に
運
き
、
詩
文
を
書
い
た
」
（
『
虚
斎
禁

先
生
文
集
』
巻
二
「
静
庵
先
生
伝
」
）
。
こ
の
よ
う
な
「
死
し

て
死
せ
ざ
る
」
異
事
が
し
ば
し
ば
記
録
さ
れ
、
死
者
は
み
ず
か
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注

ら
も
現
わ
れ
、
ま
た
箕
巫
な
ど
の
術
者
に
憑
依
し
て
現
前
す
る
。

廷
珪
の
霊
魂
は
家
人
が
編
纂
し
た
そ
の
詩
文
集
に
『
静
庵
遺
文
』

と
命
名
し
て
自
序
を
寄
せ
て
い
る
（
同
）
。
こ
の
異
事
を
伝
え

た
禁
清
は
広
く
読
ま
れ
た
『
易
経
蒙
引
』
『
四
書
蒙
引
』
な
ど

の
著
書
を
も
つ
著
名
な
学
者
だ
が
、
自
家
の
「
名
節
の
傾
き
、

門
戸
の
落
は
、
疑
う
ら
く
は
ま
た
墳
宅
の
気
数
の
衰
え
の
然
ら

し
め
る
と
こ
ろ
」
（
同
巻
二
「
与
柴
墟
儲
静
夫
書
」
）
と
風
水

堪
輿
説
を
信
じ
て
、
佳
地
を
得
て
遷
葬
す
る
べ
く
腐
心
し
て
い

る
（
注
17)
。

こ
こ
に
は
多
神
教
的
汎
神
教
的
な
―
つ
の
宗
教
的
な
世
界
が

あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
神
々
と
の
牧
歌
的
な
共
存
の
世
界
で

は
な
く
、
多
分
に
迷
路
に
入
り
こ
ん
で
い
く
よ
う
な
感
を
免
れ

な
い
。
こ
う
し
た
点
に
も
検
討
を
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
の
鬼
神
実
在
観
、
霊
魂
不
滅
観
は
、
そ
う

し
た
世
界
の
―
つ
の
表
象
で
あ
り
、
知
識
人
も
こ
れ
を
共
有
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
一
九
九
三
、
四
、
七
）

中
国
に
お
い
て
宋
代
以
降
の
天
が
理
法
的
性
格
を
も
つ
こ

と
に
つ
い
て
は
、
溝
口
雄
三
「
中
国
の
天
（
上
）
（
下
）
」

（
『
文
学
』
一
九
八
七
年
十
二
月
、
八
八
年
二
月
号
）
、
張

立
文
『
中
国
哲
学
範
瞬
発
展
史
（
天
道
篇
）
』
（
第
二
章
）

を
参
照
。
張
氏
は
朱
子
の
天
は
道
理
の
天
と
み
る
が
、
一
方

で
は
主
宰
者
の
天
と
し
て
の
性
格
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と

に
も
注
意
し
て
い
る
。

2

朱
子
の
鬼
神
論
に
つ
い
て
は
、
三
浦
國
雄
「
朱
子
鬼
神
論

補
」
（
『
人
文
研
究
』
三
七
巻
）
を
参
照
。

3

余
英
時
氏
は
明
清
時
代
に
つ
い
て
、
天
地
、
鬼
神
、
報
応
①⑫

 

な
ど
の
観
念
は
士
大
夫
に
対
し
て
も
拘
束
力
を
発
揮
し
、
民

間
信
仰
は
、
決
し
て
下
層
人
民
に
の
み
属
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
上
層
士
大
夫
文
化
の
構
成
要
素
で
も
あ
っ
た
と
説
く

（
『
中
国
近
世
の
宗
教
倫
理
と
商
人
精
神
』
森
紀
子
訳
、
下

篇
四
）
。

な
お
明
末
の
林
兆
恩
が
天
に
対
す
る
敬
虔
な
信
仰
を
も
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
林
国
平
『
林
兆
恩
与
三
一
教
』
を
参

照
。
兆
恩
研
究
は
数
多
い
が
右
書
は
こ
れ
を
一
新
し
て
い
る
。

4

屠
隆
の
因
果
応
報
、
輪
廻
転
生
観
に
つ
い
て
は
、
荒
木
見

悟
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
』
第
九
章
を
も
参
照
。
な
お
管
東

ー
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涙
（
志
道
）
に
も
因
果
輪
廻
説
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

同
書
に
指
摘
が
あ
る
。

5

周
海
門
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
岡
田
武
彦
『
王
陽
明
と
明

末
の
儒
学
』
、
荒
木
見
悟
『
明
代
思
想
研
究
』
、
拙
著
『
四

書
学
史
の
研
究
』
を
参
照
。

6

上
清
と
は
玉
清
元
始
天
尊
、
上
清
霊
宝
天
尊
、
太
清
道
徳

天
神
の
三
清
の
一
神
で
あ
る
。
清
代
の
風
俗
を
伝
え
る
『
清

嘉
録
』
（
巻
十
二
）
に
は
、
十
二
月
二
十
五
日
は
玉
皇
が
下

降
し
て
人
の
善
悪
を
察
す
る
日
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
香
案
を
設

け
て
迎
え
る
。
こ
れ
を
「
接
玉
皇
」
と
い
う
と
あ
る
。
同
書

に
引
く
『
景
臀
浪
書
』
に
は
、
「
十
二
月
二
十
五
日
、
玉
皇

三
清
は
諸
天
を
巡
視
し
、
来
年
の
禍
福
を
定
め
る
」
と
あ
る
。

7

性
命
と
は
天
命
の
性
、
尽
心
存
性
、
修
身
立
命
な
ど
の
経

書
の
語
に
由
来
す
る
概
念
と
し
て
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
。

宋
学
の
始
祖
、
周
漉
渓
に
は
、
「
性
命
を
正
す
」
（
『
通
書
』
）

の
語
が
あ
る
。
『
北
渓
字
義
』
に
は
、
宋
代
の
当
時
に
「
性

命
を
高
談
」
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

い
ま
明
代
に
つ
い
て
み
る
と
、
性
命
へ
の
関
心
が
高
揚
し

て
い
る
。
部
諮
渠
は
「
性
命
を
直
指
」
（
『
南
詢
録
』
何
継

高
序
）
し
、
「
性
命
を
思
う
こ
と
は
な
は
だ
重
」
（
同
本
文
）

か
っ
た
。
周
海
門
は
し
き
り
に
性
命
を
談
じ
、
「
性
命
の
学
」

を
い
う
．
（
『
東
越
証
学
録
』
巻
八
「
呉
氏
鄭
太
安
人
陸
紹
南

呉
公
母
子
継
寿
序
」
）
、
海
門
と
同
年
の
進
士
、
焦
泡
園
（
紘
）

は
、
「
こ
の
時
に
は
世
間
で
は
争
っ
て
性
命
の
学
を
い
っ
て

い
た
」
（
『
漁
園
集
』
巻
二
十
七
「
都
君
汝
梅
墓
表
」
）
と
、

十
六
世
紀
後
半
の
「
性
命
の
学
」
の
流
行
を
い
う
。
明
末
の

性
命
と
は
端
的
に
い
え
ば
、
溝
口
雄
三
「
明
末
を
生
き
た
李

卓
吾
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
五
冊
、
四
六
頁
）

が
鋭
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
の
い
の
ち
性
命
と
み
て
よ
い
。

龍
渓
も
性
命
を
い
う
。
そ
の
「
性
命
合
一
説
」
は
ま
と
ま

っ
た
専
論
だ
が
、
こ
れ
を
見
る
と
科
挙
の
答
案
に
用
い
る
文
侶

体
、
八
股
文
で
書
か
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は

独
自
な
論
説
と
い
え
て
も
、
内
容
的
に
は
本
文
に
み
た
近
渓

の
天
命
人
性
の
相
即
説
と
も
共
通
す
る
論
旨
で
あ
っ
て
、
大

き
な
特
色
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
龍
渓
の
特
色
は
、
い

ま
の
本
文
に
み
た
心
息
相
依
、
心
身
渾
融
と
し
て
の
性
命
合

一
を
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
道
教
に
お
い
て
も
性
命
双
修
を

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
酒
井
忠
夫
『
善
書
の
研
究
』
（
第

三
章
）
に
指
摘
を
み
る
が
、
「
今
世
の
方
士
は
、
大
率
性
命

双
修
の
説
を
創
為
し
て
人
を
哄
誘
す
る
が
、
士
大
夫
は
往
往
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に
こ
れ
を
信
ず
る
」
（
『
四
友
斎
叢
説
』
二
十
一
「
釈
道

二
」
）
と
い
わ
れ
、
性
命
双
修
は
当
時
の
流
行
で
あ
っ
た
。

龍
渓
は
「
養
徳
と
養
生
と
は
、
も
と
も
と
両
事
で
は
な
い
」

（
『
全
集
』
巻
九
「
与
李
原
野
」
）
と
の
前
提
を
た
て
、
道

教
の
性
命
双
修
説
を
も
吸
収
し
て
、
性
命
合
一
を
説
く
の
で

あ
る
。
龍
渓
の
三
教
包
摂
の
具
体
的
内
容
が
こ
こ
に
も
み
ら

れ
る
。

8

日
原
利
国
編
『
中
国
思
想
史
』
下
所
収
の
拙
稿
を
参
照
。

9

拙
稿
「
羅
近
渓
の
人
物
像
（
一
）
」
（
『
愛
知
県
立
大
学

文
学
部
論
集
』
四
0
号
）
を
参
照
。

10

荒
木
見
悟
『
明
末
思
想
研
究
』
（
第
五
章
「
羅
近
渓
の
思

想
」
）
は
、
こ
の
文
章
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
神
霊
実
在
の
理

論
的
説
明
で
は
な
く
、
風
教
護
持
の
た
め
の
倫
理
的
要
請
が

先
立
っ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
霊
魂
は

消
滅
し
祖
霊
も
存
在
し
な
い
と
み
れ
ば
、
そ
の
帰
結
と
し
て

祭
祀
の
意
義
も
失
な
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
主
眼
は

霊
魂
不
滅
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
お
く
。

た
だ
し
、
有
限
な
身
体
的
要
素
を
か
な
ら
ず
し
も
重
ん
じ

な
い
近
渓
が
、
実
際
に
は
奇
怪
な
延
命
術
を
行
な
っ
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
代
知
識
人
の
一
側
面
I

羅

近
渓
の
隠
さ
れ
た
人
間
像
ー
|
」

第
四
二
号
）
を
参
照
。

11

わ
が
国
の
崎
門
派
の
三
宅
尚
斎
は
、
朱
子
の
忠
実
な
継
承

者
た
ら
ん
と
し
な
が
ら
、
そ
の
実
は
朱
子
説
を
新
た
に
関
係

づ
け
し
、
あ
る
い
は
再
解
釈
し
て
、
祭
祀
に
お
け
る
祖
霊
来

格
を
論
拠
づ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
子
安
宣
邦
「
『
鬼
神
』

と
『
理
』
」
（
『
思
想
』
一
九
九
一
年
十
一
月
号
）
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
朱
子
の
継
承
を
め
ざ
す
尚
斎
は
、
朱

子
説
に
も
と
づ
い
て
鬼
神
祖
霊
の
実
在
を
根
拠
づ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
所
拠
に
し
た
朱
子
所
説
）2
 

2
 

の
―
つ
は
「
膠
子
晦
に
答
う
」
書
翰
で
あ
っ
た
。

明
代
の
胡
直
も
こ
の
書
翰
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
朱
子

が
性
は
理
、
知
覚
は
気
で
あ
り
、
精
神
魂
暁
の
知
覚
を
も
つ

も
の
は
み
な
気
の
作
用
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
仁
の
側
隠
、

義
の
羞
悪
、
礼
の
辞
譲
、
智
の
是
非
は
す
べ
て
覚
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
、
覚
は
性
で
あ
り
理
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

人
心
の
覚
は
生
に
よ
っ
て
存
し
、
死
に
よ
っ
て
亡
び
る
も
の

で
は
な
い
と
、
性
、
理
で
あ
る
覚
の
永
遠
性
を
主
張
す
る
（
『
衡

鷹
精
舎
蔵
稿
』
巻
二
十
「
申
言
上
」
）
。
こ
れ
は
人
の
現
在

の
心
は
そ
の
ま
ま
に
理
だ
と
み
る
陽
明
心
学
の
思
想
圏
に
身

（
『
東
海
学
園
国
語
国
文
』



を
お
い
た
発
言
で
あ
り
、
朱
子
学
か
ら
の
脱
却
の
進
行
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
死
後
に
も
知
覚
は
失
な
わ
れ
な
い
と
の
考

え
は
、
近
渓
の
本
来
面
目
説
に
近
く
、
胡
直
は
知
覚
を
具
え

た
霊
魂
を
想
定
す
る
の
だ
ろ
う
。

い
ま
の
議
論
で
胡
直
が
論
拠
と
す
る
の
は
経
書
で
あ
る
。

「
先
儒
は
ど
う
し
て
易
書
孔
孟
と
異
な
る
の
か
。
ま
た
ど
う

し
て
そ
れ
に
由
ろ
う
と
し
な
が
ら
自
覚
し
な
い
の
か
」
（
同
）

と
、
宋
学
朱
子
学
の
も
う
―
つ
奥
に
あ
る
経
書
の
価
値
、
権

威
に
も
と
づ
い
て
、
朱
子
を
も
超
え
る
の
で
あ
る
。
同
じ
朱

子
の
言
説
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
彼
此
の
二
人
は
対
照
的
な

態
度
の
ち
が
い
を
み
せ
て
い
る
。

12

林
兆
恩
は
因
果
輪
廻
を
民
衆
教
化
の
方
便
と
し
て
は
こ
れ

を
認
め
る
が
、
そ
の
輪
廻
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
六
道
輪
廻

と
は
異
な
り
、
「
人
生
衆
則
成
形
、
散
則
成
気
、
衆
而
復
散
、

散
而
復
衆
」
の
を
「
輪
廻
の
旨
」
と
す
る
（
林
国
平
先
掲
書
）
。

衆
散
と
は
現
世
と
冥
世
と
の
来
往
循
環
と
い
う
観
念
に
近
い

だ
ろ
う
。

13

祝
允
明
の
見
解
が
『
尚
直
編
』
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

5
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こ
と
に
つ
い
て
は
、
間
野
潜
龍
『
明
代
文
化
史
研
究
』
（
第

五
章
）
を
参
照
。

14

注
10
の
拙
稿
を
参
照
。

15

前
注
に
同
じ
。

16

陽
明
門
下
の
黄
縮
、
都
守
益
、
王
心
斎
門
下
の
林
春
の
例

が
あ
る
。
ま
た
近
渓
の
次
子
は
臨
終
に
際
し
て
、
自
紀
し
た

功
課
簿
を
焚
い
て
斗
府
に
上
呈
し
て
い
る
。
功
課
格
は
本
来

こ
の
よ
う
に
神
々
の
照
覧
に
供
す
る
た
め
の
記
録
で
あ
る
。

以
上
は
前
注
の
拙
稿
を
参
照
。
ま
た
周
海
門
の
講
会
で
も
功

過
を
録
し
た
こ
と
は
、
『
東
越
証
学
録
』
巻
九
「
題
重
修
八
）3

 

士

会

録

」

に

み

え

る

。

⑫

17

明
末
の
李
楽
は
、
「
今
世
の
士
大
夫
が
相
い
衆
れ
ば
、
大

都
、
堪
輿
な
ど
の
話
を
講
じ
、
ま
た
星
命
な
ど
の
学
を
話
す
」

（
『
見
聞
雑
記
』
巻
九
）
と
い
う
。
明
代
に
お
い
て
も
自
然

超
自
然
現
象
へ
の
関
心
は
き
わ
め
て
旺
盛
で
あ
る
。
道
教
や

方
術
の
盛
行
も
こ
の
よ
う
な
関
心
と
連
関
し
て
い
る
。
明
末

に
至
る
と
、
む
し
ろ
そ
の
傾
向
は
深
ま
る
よ
う
に
み
え
る
。

朱
子
学
が
少
な
く
と
も
表
面
で
は
合
理
主
義
的
色
彩
を
も
つ

の
に
対
し
て
、
明
代
に
は
神
秘
主
義
へ
の
傾
斜
が
顕
著
に
な

る
と
も
い
え
よ
う
。


