
近
世
日
本
の
思
想
界
、
更
に
は
日
本
の
知
的
世
界
全
般
を
通
じ
て
ゑ
て
も
、

荻
生
沮
侠
は
類
稀
な
る
体
系
的
な
思
惟
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
あ
る
ま
い
。
「
天
」
、
そ
の
「
天
」
と
人
間
世
界
と
の
媒
介
的
存
在
者
と

し
て
の
「
聖
人
」
、
そ
の
「
聖
人
」
の
「
制
作
」
を
俟
っ
て
実
現
さ
れ
る
人
間

●
●
●
●

の
も
ろ
も
ろ
の
文
化
的
・
政
治
的
い
と
な
み
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
い
と
な
ゑ

の
跡
と
し
て
の
言
葉
、
い
わ
ば
形
而
上
の
問
題
、
政
治
・
文
学
・
歴
史
等
々
を

含
ん
だ
事
と
物
の
問
題
、
言
語
の
問
題
が
見
事
な
有
機
的
連
関
を
も
っ
て
構
築

さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
い
っ
た
祖
侠
の
学
問
体
系
の
中
で
、
実
証
的

な
古
文
辞
学
の
方
法
が
最
も
祖
裸
の
合
理
性
が
強
く
発
揮
さ
れ
た
部
分
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
「
天
」
及
び
「
聖
人
」
「
鬼
神
」
の
問
題
は
そ
の
頂
上
部
を
な
し
、

祖
侠
の
神
秘
性
が
最
も
多
く
残
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
祖
裸
に
と

っ
て
「
天
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
天
命
」
と
は
、
「
天
道
」
と
は
、
そ
し

て
「
天
」
と
「
聖
人
」
と
の
関
係
は
等
々
、
「
天
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
祖
侠

の
明
蜥
な
学
問
体
系
の
中
に
お
い
て
は
最
も
不
明
確
な
領
域
で
あ
り
、
従
来
の

一
、
問
題
の
所
在 祖

棟
に
お
け
る
「
天
」
と
「
作
為
」

祖
裸
研
究
で
ゑ
す
ご
さ
れ
て
き
た
、
否
、
承
す
ご
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
が

持
つ
意
味
内
容
が
深
く
考
察
ざ
れ
る
事
が
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

祖
侠
の
社
会
観
・
政
治
観
を
も
っ
て
、
祖
侠
を
近
代
的
思
惟
の
論
理
的
鉱
脈

の
始
点
と
し
て
設
定
し
た
り
、
近
代
に
つ
な
が
る
政
治
固
有
の
原
理
の
発
見
者

と
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
学
問
観
を
も
っ
て
、
科
学
的
実
証
的
な
文
献
学
の

確
立
者
と
し
て
仙
侠
を
規
定
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な
祖
裸
像
が
結
ば

れ
よ
う
。
し
か
し
、
「
天
」
の
問
題
を
含
め
た
祖
裸
の
統
一
的
な
全
体
像
と
な

る
と
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
暖
昧
模
糊
と
し
て
お
り
、
祖
侠
の
思
想
は
に
わ
か

に
難
解
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
私
は
こ
こ
で
祖
侠
の
思
想
を
統
括
的
に
理
解

す
る
一
階
梯
と
し
て
、
祖
侠
の
「
天
」
に
つ
い
て
の
思
想
を
考
察
の
対
象
と
し

て
ゑ
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
祖
採
の
「
天
」
に
つ
い
て
の
思
想
を
如
何
に
理
解
す

ま
つ
り

る
か
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
祖
侠
に
と
っ
て
政
治
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
祖

係
に
と
っ
て
言
葉
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
物
と
は
何
で
あ
っ
た
の

か
、
と
い
っ
た
祖
裸
の
思
想
全
般
の
理
解
に
密
接
不
可
分
に
か
か
わ
っ
て
く
る

基
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

小
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二
、
丸
山
真
男
氏
の
祖
侠
解
款

従
来
の
儒
教
教
義
史
乃
至
は
学
説
史
の
域
を
脱
皮
し
、
思
惟
の
論
理
構
造
と

そ
の
社
会
的
機
能
に
ま
で
た
ち
い
っ
て
、
祖
裸
学
に
思
惟
様
式
の
近
代
性
の
淵

源
を
確
定
し
た
の
は
丸
山
真
男
氏
で
あ
る
。
今
、
氏
の
祖
裸
に
関
す
る
見
解
を

要
約
し
て
ゑ
る
。

氏
は
ま
ず
朱
子
学
を
自
然
法
的
秩
序
思
想
と
し
て
規
定
す
る
。
そ
こ
で
は
天

地
に
上
下
が
あ
る
ご
と
く
人
間
に
も
貴
賤
の
上
下
が
あ
る
と
い
っ
た
形
で
、
人

間
関
係
に
お
け
る
社
会
的
秩
序
が
永
遠
の
理
法
と
し
て
の
自
然
秩
序
と
の
ア
ナ

ロ
ジ
ィ
ー
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
五
倫
五
常
・
礼
楽
等
々
の
人
間

規
範
の
妥
当
根
拠
が
「
自
然
」
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
自
然
は

規
範
化
さ
れ
、
規
範
は
自
然
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
い
っ
た
「
規
範
と

自
然
と
の
連
続
的
構
成
」
を
断
ち
切
っ
て
、
「
自
然
の
論
理
」
に
か
わ
る
「
作

為
の
論
理
」
を
発
見
し
た
の
が
Ⅲ
裸
で
あ
る
。
「
夫
れ
、
道
は
先
生
の
立
つ
る

（
１
１
）

所
、
天
地
自
然
に
之
有
る
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
柵
係
の
言
葉
が
そ
の
事
情
を
端

的
に
物
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
「
自
然
の
論
理
」
か
ら
「
作
為
の
論
理
」
へ
の
転
換
の
思
想
史
上

の
革
新
的
意
義
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
種
々
の
社
会
的
秩
序
を
外
的
所
与
と
し

て
運
命
的
に
受
け
と
る
事
か
ら
、
逆
に
秩
序
に
能
動
的
に
働
き
か
け
、
秩
序
を

基
礎
付
け
る
者
と
し
て
の
人
間
の
主
体
的
営
為
へ
の
目
醒
め
に
他
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
人
間
を
と
り
ま
く
あ
る
社
会
的
状
況
を
人
間
の
作
為
的
介
在
を
許

さ
な
い
永
遠
の
不
可
変
数
項
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
主
体
的
作
為

に
依
拠
す
る
可
変
数
項
と
し
て
捉
え
る
視
座
が
設
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

●
●

る
。
丸
山
氏
の
巧
玖
な
い
い
ま
わ
し
に
従
え
ば
、
「
秩
序
か
ら
行
為
し
た
人
間

●
●

（
２
）

が
秩
序
へ
と
行
為
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
氏
の
別
の
か
の
有
名
な
図
式

（
ｑ
Ｊ
）
●

に
よ
れ
ば
『
で
あ
る
』
こ
と
か
ら
『
す
る
』
こ
と
へ
の
自
覚
で
あ
る
）
秩
序
か

●

●
●

ら
で
は
な
く
秩
序
へ
と
行
為
す
る
の
で
あ
る
以
上
、
イ
デ
ー
に
基
礎
付
け
ら
れ

ぺ
ル
ゾ
ー
ン

た
人
格
で
は
な
く
、
逆
に
イ
デ
ー
を
基
礎
付
け
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
人
格
の
登

場
が
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
丸
山
氏
は
こ
の
政
治
的
人
格
を
祖
侠
の
「

道
」
の
制
作
者
と
し
て
の
聖
人
に
読
み
こ
も
う
と
す
る
。
朱
子
学
の
自
然
法
的

秩
序
思
想
の
究
極
原
理
即
ち
「
理
」
を
否
定
し
、
そ
れ
に
か
わ
る
聖
人
ｌ
し
か

も
そ
の
聖
人
と
は
道
の
体
現
者
と
し
て
で
は
な
く
、
道
の
制
作
者
と
し
て
の
聖

人
観
を
確
定
し
た
仙
棟
こ
そ
近
代
的
な
政
治
思
惟
の
出
発
点
を
な
す
と
い
う
訳

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
丸
山
氏
は
こ
の
祖
侠
の
「
作
為
」
概
念
に
神
の
ご
と
き
絶
対
的

創
造
者
と
し
て
の
性
格
を
与
え
る
。
氏
は
言
う
。

聖
人
（
Ｉ
先
王
）
が
道
の
絶
対
的
作
為
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
聖
人

が
一
切
の
政
治
的
社
会
的
制
度
に
先
行
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

●
●

る
。
自
然
的
秩
序
の
論
理
に
於
て
聖
人
が
秩
序
の
中
に
侭
か
れ
て
ゐ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
を
完
全
に
縛
換
さ
せ
る
立
場
は
当
然
に
聖
人
を
か
か
る
内

在
性
か
ら
救
ひ
出
し
て
、
逆
に
無
秩
序
か
ら
秩
序
を
作
り
出
す
者
と
し
て

の
地
位
を
與
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
聖
人
の
作
為
以
前
は
『
無
』
で
あ
り
、
作

為
以
後
は
『
全
』
で
あ
る
。
『
聖
人
の
作
為
』
を
契
機
と
し
て
前
後
は
深

（
４
Ｔ
）

淵
を
以
て
断
絶
し
て
い
る
。

秩
序
に
従
っ
て
作
為
す
る
の
で
は
な
く
、
作
為
の
後
に
秩
序
が
現
出
す
る
の

で
あ
る
。
決
し
て
そ
れ
は
イ
デ
ー
の
顕
現
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

更
に
丸
山
氏
は
西
洋
思
想
史
の
流
れ
を
範
に
と
り
つ
つ
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る

神
の
超
越
的
性
格
を
定
義
し
て
、
「
そ
れ
自
身
に
自
然
的
に
イ
デ
ー
を
神
が
實

一
一



三
、
「
天
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
見
解

し
か
し
果
し
て
そ
の
よ
う
な
事
が
全
面
的
に
首
肯
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
祖
侠
の
著
作
に
注
意
深
く
あ
た
っ
て
承
る
と
、
祖
侠
が
「
聖
人
」
の
「
作

為
」
乃
至
そ
の
跡
と
し
て
の
「
道
」
を
語
る
際
、
そ
れ
は
十
中
八
九
、
「
天
」

と
の
関
係
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
事
が
判
る
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

（
６
）

先
王
の
道
は
、
天
に
本
づ
き
、
天
命
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
（
傍
点

引
用
者
以
下
同
じ
）
・

●
●
●
●
●
●

（
７
）

こ
れ
を
堯
舜
の
、
礼
を
制
す
る
や
、
天
道
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
。

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

聖
帝
・
明
王
、
み
な
天
に
法
り
て
天
下
を
治
め
天
道
を
奉
じ
て
以
て
そ
の

（
８
）

政
教
を
行
ふ
。

一
連
の
こ
れ
ら
の
用
語
例
を
見
る
限
り
、
先
王
の
道
の
存
立
根
拠
に
「
天
」

が
控
え
て
い
る
事
は
疑
い
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
聖
人
の
作
為
行
為
は
あ
る
一

定
の
基
準
ｌ
「
天
」
と
い
う
制
約
を
被
る
事
に
な
る
。
聖
人
の
作
為
は
も
は

や
全
き
無
前
提
・
無
条
件
か
ら
の
作
為
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
は
あ
る
一
定
の

基
準
に
従
っ
た
作
為
で
あ
る
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
祖
採
自

（
９
）

身
の
言
葉
に
従
え
ば
「
制
作
す
る
所
以
の
意
は
こ
れ
を
天
地
に
取
り
」
で
あ
る
。

現
す
る
の
で
は
な
い
。
神
は
己
れ
の
内
に
な
ん
ら
の
可
能
性
を
藏
せ
ざ
る
現
實

的
實
在
で
あ
る
。
こ
の
現
實
在
と
し
て
の
神
が
全
能
の
主
權
者
と
し
て
、
無
よ

り
し
て
債
値
秩
序
を
作
為
す
る
」
と
言
い
、
か
く
し
て
「
自
然
的
秩
序
思
想
の

縛
換
に
際
し
て
、
彼
方
に
於
て
神
の
螢
ん
だ
役
割
こ
そ
、
此
虚
柤
棟
學
に
於
け

（
５
）

る
聖
人
の
役
割
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
は
も
や
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
付
け

ら
れ
る
。
畢
寛
絶
対
的
創
造
主
体
と
し
て
の
神
の
座
を
聖
人
が
占
め
る
と
い
う

訳
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
一
体
何
故
に
祖
係
は
か
く
も
「
天
」
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
い
ず
れ
も
積
極
的
に
は
賛
成
し
か
ね
る
二
、
三
の
考
え
ら
れ
る
解
釈
を

提
示
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
は
、
柤
裸
は
人
間
規
範
の
正
当
性
の
根
拠
を
完

全
に
人
間
そ
の
も
の
に
収
敵
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
天
（
Ｉ
自
然
）
に

求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
か
る
意
味
で
そ
れ
は
自
然
法
秩
序
思
想
の
解
体

の
不
徹
底
さ
の
所
産
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
描
か
れ
る
祖
裸
像
は
近
代
的
政
治
思
惟
へ
の

過
渡
的
徴
候
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
今
度
は
逆
に
祖
侠
を
し
て
余
り
に
モ
ダ
ー
ン
に
解
釈
す
る
立
場
も

想
定
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
近
代
政
治
の
原
理
を
発
見
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近

●
●
●
●

代
的
政
治
思
惟
に
潜
ん
だ
支
配
の
カ
ラ
ク
リ
ま
で
柤
侠
は
先
取
り
し
て
い
た
と

す
る
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
政
治
世
界
に
お
け
る
主
体
的
作
為
の
論

理
の
活
用
を
治
者
に
向
っ
て
は
解
放
し
、
被
治
者
に
向
っ
て
は
こ
れ
を
閉
ざ

し
、
体
制
維
持
の
た
め
に
政
治
的
虚
構
を
虚
構
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
た
か
も
永

遠
の
自
然
秩
序
と
み
え
る
よ
う
に
仕
か
け
る
事
を
も
く
ろ
む
八
政
治
技
術
の
巨

匠
Ｖ
と
い
う
祖
裸
像
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
「
術
な
る
者
は
、
こ
れ
に
由
り

て
以
て
行
は
ぱ
自
然
に
し
て
そ
の
至
る
を
覚
え
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
、
『
民
は

こ
れ
に
由
ら
し
む
く
し
』
の
ご
と
き
は
、
こ
の
意
あ
り
け
だ
し
先
王
の
道

（
叩
）

は
、
み
な
術
な
り
」

こ
の
考
え
方
に
即
し
て
行
け
ば
柤
裸
が
「
天
」
を
彼
の
思
惟
体
系
の
中
に
頻

度
多
く
持
ち
出
し
て
き
た
の
は
政
治
的
支
配
を
被
治
者
に
向
っ
て
よ
り
円
滑
に

遂
行
す
る
た
め
の
政
治
的
手
段
乃
至
は
装
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
事
実
、
「
こ
れ
堯
舜
の
礼
を
制
す
る
や
、
天
道
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行

一
一
一



●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
（
皿
）

ふ
。
そ
の
教
へ
を
神
に
す
る
所
以
な
り
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
祖
侠
の
発

言
は
、
天
を
神
秘
化
し
た
際
の
そ
れ
が
被
治
者
に
お
よ
ぼ
す
政
治
的
効
果
を
祖

株
が
知
悉
し
て
い
た
こ
と
を
十
分
匂
わ
せ
て
い
る
。
支
配
者
は
「
信
心
深
い
必

要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
信
心
深
く
見
え
る
こ
と
は
必
要
だ
」
と
い
う
所
謂
マ
キ

ア
ヴ
ェ
リ
の
支
配
技
術
を
祖
侠
は
十
分
察
知
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
三
番
目
の
解
釈
と
し
て
は
、
政
治
的
観
点
に
限
定
せ
ず
も
っ
と
幅

広
く
解
釈
し
て
、
祖
侠
が
「
天
」
へ
の
畏
敬
を
執
勘
な
ま
で
に
強
調
し
た
の
は

彼
の
聖
人
信
仰
及
び
朱
子
学
的
「
理
」
の
否
定
と
同
様
、
儒
教
的
思
惟
の
枠
組

を
保
全
せ
ん
が
た
め
の
論
理
的
要
請
で
あ
っ
た
、
と
す
る
考
え
方
も
成
立
す
る

で
あ
ろ
う
。

確
か
に
柤
侠
は
支
配
の
道
具
と
し
て
の
「
天
」
を
語
る
事
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
効
果
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
結
果
的
に
み
れ
ば
祖
侠
の
「
天
」

へ
の
畏
敬
が
彼
の
思
惟
を
儒
教
的
思
惟
体
系
の
中
に
と
ど
め
さ
せ
る
八
か
な

め
Ｖ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
如
上
の
よ
う
な
見
解
は

柤
侠
の
「
天
」
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
機
能
を
果
し
た
か
と
い
う
事
の

答
え
に
は
な
っ
て
も
、
柤
侠
の
「
天
」
の
思
想
実
体
如
何
に
つ
い
て
の
解
答
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、
当
の
柤
侠
自
身
が
「
天
」
の
思

想
の
持
つ
様
々
な
思
想
的
機
能
を
熟
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た

め
に
の
承
祖
裸
が
「
天
」
を
強
調
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
彼
が

知
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
思
索
す
る
事
に
自
己
の
存
在
を
賭
け
て
い
る
な
ら
ば
、

思
想
を
機
能
面
か
ら
の
ゑ
構
築
す
る
の
で
は
満
足
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ

と
己
の
内
的
深
部
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
「
天
」
の
思
想
も
語
ら
れ
て
い
て

然
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

印
象
の
域
を
出
て
い
な
い
事
を
十
分
承
知
で
結
論
め
い
た
事
を
言
え
ば
、
一

四
、
「
天
」
と
「
作
為
」

そ
れ
で
は
再
び
祖
侠
に
と
っ
て
「
天
」
と
は
何
か
。
柤
侠
は
「
天
」
そ
の
も

の
は
人
間
に
と
っ
て
不
可
知
で
あ
る
と
し
、
積
極
的
に
そ
の
内
実
を
語
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
外
延
を
埋
め
る
と
い
う
形
で
「
天
」
の
輪
郭
を
描
い
て
承
せ

る
。
祖
係
は
ま
ず
太
陽
や
星
が
運
行
す
る
青
空
を
さ
し
て
天
と
い
う
。
「
日
月

（
胆
）

星
辰
こ
こ
に
繁
り
、
風
雨
寒
暑
こ
こ
に
行
は
る
。
」
し
か
し
無
論
そ
う
い
っ
た

物
理
的
な
自
然
現
象
的
意
味
で
の
天
体
の
み
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
天
」
は
「
活
物
」
で
あ
り
、
意
図
意
志
す
る
所
あ
る
も
の
で
あ
る
。
万
物
を

し
て
万
物
の
有
様
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い
る
究
極
的
な
な
に
も
の
か
田
葛
尉
で

あ
る
。
「
万
物
の
命
を
受
く
る
所
に
し
て
、
百
神
の
宗
な
る
者
な
り
。
至
尊
に
し

（
皿
）

て
比
な
く
、
能
く
蹴
え
て
こ
れ
を
上
ぐ
者
な
し
。
」
存
在
を
し
て
存
在
た
ら
し

め
て
い
る
存
在
の
根
底
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
認
識
能
力
の
到
底
及
び
得
な

い
超
越
的
包
括
者
的
存
在
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
し
「
天
」
を
こ
の

よ
う
に
解
す
る
事
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
祖
侠
の
「
作
為
」
の
背
後
世
界
に

「
天
」
が
控
え
て
い
た
と
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
は
甚
だ
重
要
な
意
味

が
孕
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
柤
侠
の
「
天
」
観
は
彼

歩
譲
っ
て
な
る
ほ
ど
聖
人
信
仰
、
鬼
神
崇
拝
に
つ
い
て
は
治
国
安
民
の
た
め
と

い
う
政
治
技
術
的
観
点
か
ら
た
て
ら
れ
た
論
理
的
要
請
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

天
へ
の
畏
敬
に
つ
い
て
は
表
現
こ
そ
ま
ず
い
が
、
何
ら
か
の
宗
教
的
感
情
に
近

い
も
の
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
又
、
一
般
大

衆
、
被
治
者
に
対
し
て
天
へ
の
畏
敬
を
説
く
事
の
持
つ
政
治
的
効
果
を
十
分
知

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
の
内
的
問
題
と
し
て
は
は
る
か
に
そ
の
射
程
を

越
え
た
所
で
「
天
」
を
思
索
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
一
一
一



の
世
界
観
自
然
観
の
究
極
な
有
様
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
、
今
か
り
に
天
を
自

然
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
理
解
し
て
み
る
事
が
で
き
よ
う
。
（
も
ち
ろ
ん

そ
の
際
の
自
然
と
は
死
物
と
し
て
の
物
理
的
自
然
で
は
な
く
、
「
活
物
」
、
生
け

る
自
然
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
生
の
根
源
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
る
）
そ
う
す
る
と
「
天
」
に
基
づ
く
「
作
為
」
と
は
現
代
的
な
も
の
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、
脚
然
に
対
す
る
作
為
で
は
な
く
、
自
然
を
含
ん
だ
自
然
に
の

っ
と
っ
た
作
為
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
は
侭
侠
を
理
解
す
る
に

あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
あ
た
り
の
事
状
を
『
中
庸
』
の
「
性
に
率
ふ
を
こ
れ
道
と
謂
ふ
」
に
つ

い
て
の
祖
侠
の
解
釈
で
確
か
め
て
ゑ
よ
う
。
「
性
に
率
ふ
を
こ
れ
道
と
謂
ふ
・
」

こ
の
句
の
真
意
は
「
天
地
自
然
に
こ
の
道
あ
り
と
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
ま

た
、
人
の
性
の
自
然
に
率
ひ
て
作
為
を
仮
ら
ず
と
謂
ふ
に
も
非
ざ
る
な
り
。
」

（
通
）

そ
う
で
は
な
く
「
聖
人
、
人
の
性
に
率
ひ
て
こ
の
道
を
作
為
す
と
謂
ふ
な
り
」

で
あ
る
。
天
地
自
然
が
そ
の
ま
ま
道
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
人
の
作
為

を
俟
っ
て
道
が
実
現
す
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
作
為
は
ど
こ
ま
で

も
「
人
の
性
に
率
っ
た
」
作
為
で
あ
る
。
「
人
の
性
に
率
ひ
て
こ
の
道
を
作
為

す
」
と
い
う
文
は
「
作
為
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
読
む
事
も
で
き
る
が
、

「
人
の
性
に
率
ひ
て
」
の
方
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
侭
い
て
読
む
こ
と
も
又
大
い
に

可
能
で
あ
る
。
柤
侠
は
向
然
を
そ
の
ま
ま
道
と
す
る
よ
う
な
事
は
し
な
い
。
人

の
制
作
が
加
わ
る
事
に
よ
っ
て
文
化
的
価
値
が
実
現
す
る
と
い
う
。
そ
こ
に
自

然
に
対
す
る
人
間
の
文
化
的
営
為
の
意
味
を
認
め
る
。
が
同
時
に
そ
れ
は
自
然

を
全
く
排
除
し
た
所
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
（
こ
の
意
味
で
柤
侠
が
作

為
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
今
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
加
工
と
い
う
よ
う
な
意
に
限

定
さ
れ
て
用
い
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
実
に
侭
侠
は
自
然
と
文
化
、
自
然
と
人

間
と
の
密
接
な
内
的
連
関
に
つ
い
て
の
通
暁
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
自

然
に
し
て
然
る
者
は
、
天
地
の
道
な
り
・
営
為
運
用
す
る
所
あ
る
者
は
、
人
の

（
皿
）

性
な
り
。
」
自
然
が
即
文
化
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
自
然
を
離

れ
て
文
化
は
存
在
し
え
な
い
。

『
弁
道
』
『
弁
名
』
に
先
立
つ
著
作
『
讓
園
随
筆
』
で
も
こ
う
い
っ
た
関
係

は
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。

聖
人
の
道
は
、
人
道
な
り
。
し
か
も
天
を
以
て
則
と
す
。
天
を
以
て
則
と

（
脂
）

す
る
も
、
ま
た
人
の
道
な
れ
ば
な
り
。

聖
人
の
道
は
も
ち
ろ
ん
形
而
下
的
日
常
経
験
の
世
界
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
飽
く
迄
も
人
間
世
界
を
越
え
た
形
而
上
的
根
源
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。
仙
裸
は
朱
子
学
の
所
謂
「
天
人
相
関
」
と
は
ま
た
異
っ
た
文
脈
で

「
人
」
と
「
天
」
と
の
織
り
な
す
統
合
の
有
様
を
模
索
し
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
「
天
」
と
「
人
」
と
の
有
機
的
均
衡
、
も
し
そ
の
平
衡
感
覚
を
失
な
う

と
、
老
荘
の
徒
や
仏
徒
の
犯
し
た
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。
即
ち

老
荘
は
人
を
舎
て
て
天
に
従
ふ
。
故
に
そ
の
道
彼
に
在
り
。
こ
れ
を
見
る

の
承
。
居
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
浮
屠
は
人
に
任
ず
る
の
み
。
天
を
以
て

（
妬
）

則
と
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
人
を
喪
ふ
。

こ
こ
で
祖
侠
は
形
而
上
学
に
い
た
ず
ら
に
ふ
け
り
日
常
的
人
間
関
係
を
忘
れ

た
者
と
し
て
老
荘
を
、
逆
に
日
常
的
人
間
関
係
に
の
み
埋
没
し
、
そ
の
超
越
的

形
而
上
的
高
ゑ
か
ら
の
基
礎
付
け
を
無
視
し
た
者
と
し
て
仏
者
を
批
判
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
先
王
の
道
は
地
上
的
な
日
常
経
験
の
世
界
と
経
験
世
界
を
越
え

た
世
界
と
が
出
会
い
統
合
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
『
弁
名
』
中
の
禍
侠
の
言
葉
を

（
Ⅳ
）

借
り
れ
ば
「
先
王
の
道
、
天
・
人
合
し
て
こ
れ
を
一
に
す
」
で
あ
る
。

似
侠
は
朱
子
学
的
な
意
味
で
の
「
天
人
合
こ
、
即
ち
「
天
」
の
法
則
を
そ

一
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の
ま
ま
人
間
の
守
る
べ
き
道
と
す
る
無
媒
介
な
直
結
性
を
厳
と
し
て
退
け
て
、

「
天
」
と
「
人
」
と
の
連
続
性
を
裁
ち
切
っ
た
。
し
か
し
、
と
同
時
に
「
天
」

と
「
人
」
と
の
新
た
な
次
元
で
の
深
い
結
び
付
き
を
考
え
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
「
天
」
と
「
人
」
と
の
相
互
交
流
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
経
験
世
界

と
そ
れ
を
基
礎
付
け
る
形
而
上
世
界
と
の
深
い
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
柤
侠
が

い
か
に
真
剣
に
取
り
組
み
、
思
索
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
か
と
い
う
事
は
彼
の
「

天
命
」
に
つ
い
て
の
見
解
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
柤
侠
は
「
天
」
そ
の
も

の
は
決
し
て
人
間
の
認
識
の
対
象
と
は
な
り
得
ず
不
可
知
で
あ
る
と
す
る
。
な

ぜ
な
ら
天
と
人
間
と
は
存
在
の
原
理
を
別
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
天
は

人
間
に
対
し
て
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
体
系
で
は
な
い
。
「
天
」
そ
の
も
の
は
知

り
得
な
い
が
、
「
天
」
が
下
し
た
「
命
」
を
知
る
と
い
う
形
で
そ
の
通
路
が
開

か
れ
る
。
「
命
」
は
通
常
こ
れ
を
運
命
と
も
使
命
と
も
解
し
得
る
が
、
前
者
は

人
間
に
与
え
ら
れ
た
状
況
を
已
む
を
得
な
い
事
と
し
て
諦
観
を
も
っ
て
消
極
的

に
受
け
と
る
精
神
態
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
所
与
の
状
況
を
運
命
と

し
て
受
け
と
め
な
が
ら
も
、
受
け
と
め
る
事
に
大
い
な
る
価
値
を
認
め
て
積
極

的
に
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
精
神
態
度
で
あ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
人
間
は
天

に
対
し
て
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
が
、
後
者
に
あ
っ
て
は
人
間
は
天
の

下
す
命
に
従
い
な
が
ら
も
、
人
為
を
も
っ
て
天
に
対
し
て
能
動
的
に
参
与
し
得

る
。
柤
侠
は
程
伊
川
や
仁
斎
が
「
命
」
を
運
命
と
し
て
し
か
解
し
得
な
か
っ
た

（
肥
）

事
を
批
判
し
て
、
彼
自
身
は
「
天
命
」
イ
コ
ー
ル
使
命
説
を
主
張
す
る
。
祖
係

の
こ
の
精
神
的
姿
勢
は
彼
の
著
作
の
い
た
る
所
で
徹
底
さ
れ
て
い
る
。

聖
人
と
し
て
生
ま
れ
つ
か
な
い
以
上
、
人
間
は
ど
れ
だ
け
学
ん
で
も
聖
人
に

は
な
れ
な
い
。
こ
れ
は
運
命
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
人
間
の
営
為
は
全
く
徒
労
に

終
る
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
人
間
の
習
慣
的
努
力
に
よ
っ

て
「
聖
人
と
雛
も
又
及
ぶ
能
は
ざ
る
」
一
個
の
「
材
」
を
な
し
得
る
可
能
性
が

（
四
）

残
さ
れ
て
い
た
。
「
大
な
る
か
な
習
ひ
や
、
人
の
天
に
勝
つ
者
は
こ
れ
の
ゑ
」

で
あ
る
。
勉
学
し
た
く
と
も
「
仕
へ
て
優
な
ら
ず
し
て
暇
な
し
、
命
な
り
。
」

し
か
し
そ
う
い
う
者
も
違
っ
た
ル
ー
ト
で
学
ぶ
と
い
う
事
に
参
与
し
得
る
。
も

し
他
人
に
勉
学
さ
せ
て
や
る
だ
け
の
力
が
あ
れ
ば
他
人
に
勉
学
さ
せ
て
や
る
。

こ
れ
こ
そ
「
学
ば
ず
と
い
へ
ど
も
、
な
ほ
学
ぶ
な
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
才
智
徳

（
加
）

行
こ
れ
を
己
よ
り
出
し
て
、
し
か
る
の
ち
楡
快
と
せ
ん
や
」
で
あ
る
。

●
●
●
●

以
上
の
考
察
か
ら
、
祖
侠
は
政
治
・
文
化
等
々
の
人
間
の
い
と
な
ゑ
を
極
力

尊
重
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
自
身
で
完
結
す
る
閉
じ
た
体
系
で
あ
る
事
を

欲
せ
ず
、
そ
れ
ら
が
人
間
存
在
を
越
え
て
人
間
存
在
に
究
極
的
な
意
味
を
与
え

る
も
の
に
向
っ
て
開
か
れ
た
体
系
で
あ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
祖
侠
は
形
而
上
的
真
理
に
つ
い
て
そ
の
内
実
を
多
く
語
っ
て
い
な
い
。

否
、
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
祖
侠
は
確
か
に
経
験
で
き
る

吐
界
に
人
間
の
認
識
の
及
ぶ
範
囲
を
限
定
し
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
必
ず
し

も
祖
侠
が
経
験
を
越
え
た
形
而
上
的
世
界
を
否
定
し
抹
殺
し
た
と
い
う
事
で
は

な
い
。
形
而
上
的
世
界
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
こ
れ
を
否

定
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
自
か
ら
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
祖
侠
の
「
天
」
に
対

す
る
不
可
知
説
は
理
性
自
か
ら
が
自
己
の
認
識
能
力
の
及
ぶ
範
囲
を
自
己
設
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
と
い
う
論
理
的
構
造

を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
経
験
的
実
証
を
通
じ
て
理
性
に
訴

え
か
け
て
く
る
も
の
の
承
を
実
在
と
す
る
事
は
し
て
い
な
い
。
後
に
山
片
蟠
桃

が
沮
侠
に
承
ら
れ
る
神
秘
主
義
的
傾
向
を
合
理
主
義
の
不
徹
底
と
し
て
論
難
し

（
虹
）

て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
事
で
単
純
に
す
ま
さ
れ
る
内
容
の
も
の
で
は

な
く
、
合
理
を
越
え
た
領
域
に
対
す
る
豊
か
な
感
受
性
に
支
え
ら
れ
て
い
た
も

一
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の
と
解
し
得
る
。

士
李
つ
ｈ
〃

五
、
言
葉
、
政
治

こ
う
い
っ
た
思
考
態
度
は
彼
の
言
語
観
・
政
治
観
に
お
い
て
も
貫
ぬ
か
れ
て

い
る
。
祖
裸
の
言
語
に
対
す
る
か
か
わ
り
方
に
は
二
重
の
姿
勢
が
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
一
方
は
言
語
に
対
す
る
信
頼
、
他
方
は
そ
れ
へ
の
懐
疑
で
あ

る
。
古
文
辞
学
の
根
本
命
題
が
言
葉
を
通
じ
て
聖
人
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
当
然
言
語
重
視
の
思
想
が
あ
る
。
そ
も
そ

も
『
弁
名
』
と
い
う
書
物
の
著
作
動
機
に
し
て
か
ら
が
、
概
念
と
概
念
内
容
と

●
●

の
ず
れ
に
気
付
い
た
柤
侠
が
概
念
の
ひ
と
り
歩
き
を
戒
め
、
両
者
の
間
隙
を
埋

た
が

め
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
「
名
と
物
と
舛
は
ず
し
て
、
し
か
る
の
ち
聖
人

（
”
）

の
道
、
得
て
い
ふ
べ
き
の
ゑ
、
故
に
弁
名
を
作
る
。
」
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
少
な

く
と
も
そ
こ
に
は
あ
ら
か
じ
め
「
名
」
と
「
物
」
、
概
念
と
概
念
実
体
と
は
一
致

し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
頼
が
予
想
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
同
時

に
他
方
、
柤
棟
が
「
名
」
と
「
物
」
と
の
乖
離
を
意
識
し
た
と
い
う
こ
と
は
逆
に

言
葉
が
ど
れ
だ
け
完
壁
に
物
を
把
捉
し
表
現
し
き
れ
る
の
か
、
言
葉
が
存
在
を

ど
れ
だ
け
表
象
し
得
る
の
か
と
い
っ
た
深
刻
な
反
省
を
伴
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
祖
侠
は
言
葉
ｌ
そ
の
際
の
言
葉
と
い
う
の
は
祖
侠
自
身
の
区
分
に
よ
る

と
「
情
語
」
即
ち
感
情
表
現
と
し
て
の
言
葉
で
は
な
く
、
思
惟
論
理
等
の
意
味

（
”
）

伝
達
と
し
て
の
言
葉
、
ロ
？
コ
ス
と
し
て
の
言
葉
即
ち
「
意
語
」
を
さ
す
ｌ
の
機

能
を
無
際
限
に
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ロ

ゴ
ス
と
し
て
の
言
葉
が
覆
う
事
が
で
き
る
の
は
「
物
」
の
一
部
で
し
か
あ
り
得

な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
ロ
？
コ
ス
と
し
て
の
言
葉
か
ら
掬
い
こ
ぼ
れ
る
「
物
」

が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
「
物
」
そ
の
も
の
の
世
界
が
柤
侠
に
は
ど

う
し
ょ
う
も
な
く
開
示
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
祖
裸
は
「
物
」
が

あ
れ
ば
「
名
」
が
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
逆
、
「
名
」
が
あ
れ
ば
「
物
」

が
あ
る
と
は
決
し
て
言
っ
て
い
な
い
。
「
名
」
に
先
立
つ
「
物
」
の
承
が
実
体

と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
文
脈
を
次
の
引
用
文
は
な
に
よ

り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

け
だ
し
先
王
の
教
へ
は
、
物
を
以
て
し
て
理
を
以
て
せ
ず
。
教
ふ
る
に
物

を
以
て
す
る
者
は
、
必
ず
事
を
事
と
す
る
こ
と
あ
り
。
教
ふ
る
に
理
を
以

て
す
る
者
は
、
言
語
詳
か
な
り
。
物
な
る
者
は
衆
理
の
聚
る
所
な
り
。
し

か
う
し
て
必
ず
事
に
従
ふ
者
こ
れ
を
久
し
う
し
て
、
す
な
は
ち
心
実
に
こ

れ
を
知
る
。
何
ぞ
言
を
仮
ら
ん
や
。
言
の
尽
く
す
所
の
者
は
、
僅
僅
乎
と

（
別
）

し
て
理
の
一
端
の
み
。

だ
か
ら
こ
そ
先
王
は
論
理
を
語
る
言
語
に
は
過
度
の
期
待
を
か
け
な
い
。
物
を

物
そ
の
も
の
と
し
て
と
り
入
れ
る
方
法
、
即
ち
「
礼
楽
」
の
感
化
力
こ
そ
先
王

が
着
目
し
た
点
で
あ
る
。
「
あ
あ
、
先
王
の
思
ひ
は
深
遠
な
り
。
千
載
の
上
に
在

り
て
、
す
で
に
言
語
の
教
へ
の
以
て
道
を
尽
く
す
に
足
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
。

（
泌
）

こ
の
故
に
礼
楽
を
制
作
し
て
以
て
人
を
教
ふ
・
」
更
に
柤
裸
は
言
う
。

そ
れ
人
は
、
言
へ
ぱ
す
な
は
ち
嶮
る
。
言
は
ざ
れ
ぱ
す
な
は
ち
嶮
ら
ず
。

礼
楽
は
言
は
ざ
る
に
、
何
を
以
て
言
語
の
人
を
教
ふ
る
に
勝
れ
る
や
。

●
●
●

●
●
●

化
す
る
が
故
な
り
。
習
ひ
て
以
て
こ
れ
に
熟
す
る
と
き
は
、
い
ま
だ
峨
ら

●
●
●
●

●
●

ず
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
心
志
身
体
、
す
で
に
潜
か
に
こ
れ
と
化
す
。
つ
ひ

●
●
●
●
●
（
妬
）

に
嚥
ら
ざ
ら
ん
や
．
…
：
礼
は
物
な
り
。
（
傍
点
引
用
者
）

こ
の
一
文
に
は
柤
裸
の
き
め
細
か
な
人
間
洞
察
と
強
靱
で
か
つ
柔
軟
な
思
索

力
が
伺
え
る
。
祖
侠
の
言
わ
ん
と
す
る
所
を
敷
術
す
れ
ば
、
言
語
に
よ
る
喧
し

い
教
調
、
は
た
ま
た
刑
政
に
よ
る
強
制
意
識
を
伴
な
う
統
治
と
異
っ
て
、
「
礼

楽
」
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
人
を
醇
化
す
る
と
い
う
メ
リ
ヅ
ト
が
あ
る
。
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し
か
も
そ
れ
は
習
熟
と
い
っ
た
行
為
・
実
践
の
持
続
化
を
通
し
て
の
認
識
獲
得

の
方
法
で
あ
る
だ
け
に
、
言
語
に
よ
る
教
調
に
ゑ
ら
れ
る
ご
と
き
対
象
の
表
層

的
な
知
的
理
解
と
い
っ
た
段
階
に
止
ま
ら
ず
、
身
体
性
を
媒
体
と
し
た
体
得
的

実
践
的
認
識
に
ま
で
到
達
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
そ
の
学
び
て
知

る
所
の
者
は
、
外
に
在
り
て
己
に
在
ら
ず
。
礼
を
践
み
て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
に

●
●
●

至
り
て
、
し
か
る
の
ち
散
じ
て
外
に
在
る
者
、
収
數
し
て
以
て
こ
れ
を
身
に
帰

．
（
”
）

す
。
」
（
傍
点
引
用
者
）
こ
う
い
っ
た
祖
裸
の
思
索
の
跡
は
時
代
と
所
を
超
え
て

我
々
に
認
識
の
問
題
、
身
体
性
の
問
題
、
習
慣
の
問
題
等
の
哲
学
レ
ベ
ル
で
の

実
に
多
く
の
思
索
の
糧
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
「
行
な
る
者
は
、
力
め
て
こ
れ

を
行
ふ
を
謂
な
り
。
力
行
す
る
の
久
し
く
、
習
熟
す
る
の
至
り
て
、
し
か
る
の

ち
真
に
こ
れ
を
知
る
。
故
に
知
は
必
ず
し
も
先
な
ら
ず
。
行
は
必
ず
し
も
後
な

（
”
）

ら
ず
。
」
認
識
と
実
践
と
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
認
識
の
獲
得

に
は
習
慣
が
関
与
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
な
さ
れ
る
認
識
の
在
り
方
は

テ
オ
リ
ア

観
想
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
心
身
一
体
化
し
て
真
に
物
に
行
為
的
に
か
か
わ
っ

て
い
く
時
に
成
立
す
る
行
為
的
認
識
ｌ
い
わ
ば
こ
れ
は
日
本
人
の
伝
統
的
な
認

識
の
在
り
方
を
き
わ
め
て
鮮
明
に
自
覚
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
Ｉ

で
あ
る
こ
と
等
々
、
今
日
の
我
々
が
思
惟
す
る
際
、
傾
聴
に
価
す
べ
き
問
題
が

多
い
。
「
礼
楽
」
と
は
一
定
の
フ
ォ
ル
ム
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
外
的

形
式
の
問
題
に
終
止
し
得
ず
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
内
容
ま
で
規
定
せ
し

め
る
作
用
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
そ
れ
に
象
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
形
式
を

要
求
す
る
が
、
と
同
時
に
形
式
も
そ
れ
に
ゑ
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
内
容
を
決
定
す

る
。
要
す
る
に
内
容
と
形
式
は
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
文

学
論
・
詩
論
の
場
面
で
展
開
さ
れ
る
と
、
表
現
内
容
と
表
現
形
式
と
い
う
す
ぐ

れ
て
今
日
的
に
興
味
の
あ
る
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
沮
侠
は
そ
こ
ま
で
明
言

は
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
我
々
に
そ
う
い
っ
た
事

を
考
え
さ
せ
る
に
十
分
な
思
索
の
宝
庫
と
も
い
う
べ
き
魅
力
が
柤
侠
の
思
想
に

は
あ
る
。

そ
れ
で
は
最
後
に
足
早
に
祖
侠
の
政
治
思
想
を
一
瞥
し
て
話
し
を
締
め
括
ろ

う
。
再
び
丸
山
氏
の
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
教
え
る
所
で
は
、
祖
侠
は
道

徳
世
界
と
政
治
世
界
の
連
続
を
裁
断
し
て
、
道
徳
の
基
に
従
属
し
て
い
た
政
治

を
自
立
さ
せ
た
八
政
治
の
発
見
者
Ｖ
で
あ
る
。
祖
侠
の
政
治
的
思
惟
優
位
の
プ

リ
ン
シ
プ
ル
は
赤
穂
事
件
の
際
、
「
人
情
」
よ
り
「
法
」
を
優
先
さ
せ
て
四
十
七

（
羽
）

士
を
処
罰
す
る
旨
の
主
張
に
も
伺
え
る
。
凡
そ
彼
は
同
時
代
の
知
識
人
の
誰
よ

り
も
政
治
と
か
国
家
と
い
う
も
の
の
輪
郭
を
明
確
に
な
ぞ
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
的
な
「
国
家
理

性
」
の
誕
生
を
ゑ
て
と
ろ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
先
に
検

討
し
た
よ
う
に
、
但
侠
に
は
人
間
の
体
系
の
究
極
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
「

天
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
柤
侠
の
嗅
覚
は
政
治
世
界
の
背
後
で
政
治
を
し
て

政
治
た
ら
し
め
る
精
神
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
嗅
ぎ
と
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

（
”
）

る
。
す
で
に
吉
川
幸
次
郎
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
が
、
『
柤
侠
集
』
に
所
収
さ
れ

な
ら

て
い
る
「
旧
事
本
紀
解
序
」
に
は
「
政
は
必
ず
諸
を
天
に
本
づ
け
、
毅
ひ
て
以

（
釦
）

て
命
を
降
す
．
：
…
政
は
祭
、
祭
は
政
に
し
て
…
…
」
と
い
っ
た
祭
政
一
致
の
思

想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
叉
、
祖
裸
が
『
政
談
』
で
克
明
に
描
い
て
象
せ
て
い

る
あ
る
べ
き
国
家
像
は
土
地
に
密
着
し
た
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
相
互
扶
助

に
基
づ
く
社
会
秩
序
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
祖
侠
に
と
っ
て
、
国
家

ス
テ
ー
ト

・
政
治
と
は
権
力
機
構
、
支
配
手
段
の
次
元
で
は
な
く
、
生
活
共
同
体
の
次
元

で
考
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
柤
侠
は
政
治
を
道
徳
か
ら
分

離
し
た
が
、
宗
教
的
な
も
の
と
の
つ
な
が
り
を
遮
断
し
て
は
い
な
い
。
と
は
い

一
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I

っ
て
も
、
宗
教
的
な
も
の
の
中
に
政
治
を
埋
没
解
消
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
政
治
は
政
治
の
原
理
と
し
て
確
立
し
て
お
き
な
が
ら
そ
れ
が
宗
教
的
背
後

世
界
に
統
一
さ
れ
る
必
要
を
説
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
柤
侠
は
い
た
ず
ら
に

政
治
を
神
秘
化
神
話
化
す
る
事
は
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
政
治
は
飽
く
迄

も
人
間
の
生
活
の
場
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
を
越
え
た
絶
対
的
存
在

と
の
媒
介
を
忘
却
し
た
政
治
が
い
か
に
無
制
限
に
人
間
が
人
間
を
支
配
す
る
権

力
装
置
に
転
ず
る
か
を
祖
裸
は
予
知
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
祖
侠
の
目

差
し
た
経
世
済
民
の
道
が
「
法
」
と
「
刑
政
」
に
よ
る
そ
れ
で
は
な
く
、
「
人
」

と
「
礼
楽
」
に
よ
る
文
化
政
治
で
あ
っ
た
事
が
そ
の
旨
を
支
持
し
て
い
よ
う
。

六
、
展
望

さ
て
そ
れ
で
は
以
後
の
展
望
を
も
っ
て
こ
の
稿
を
終
え
よ
う
。
こ
れ
は
飽
く

迄
も
論
証
に
乏
し
い
展
望
で
あ
る
こ
と
を
前
も
っ
て
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
経
験
世
界
と
そ
れ
を
越
え
た
世
界
、
合
理
的
世
界
と
非
合
理
の
世
界
が
仙

裸
と
い
う
近
世
最
大
の
思
想
家
の
中
で
内
的
矛
盾
を
孕
象
な
が
ら
も
、
あ
る
種

の
平
衡
感
覚
を
も
っ
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
「
凡
そ
天
下
の
事

（
瓠
）

は
、
人
力
そ
の
半
ば
に
居
り
て
、
天
意
そ
の
半
ば
に
居
る
」
以
後
こ
の
二
世
界

は
そ
の
均
衡
を
喪
失
さ
せ
な
が
ら
思
想
史
の
中
で
展
開
さ
れ
る
。
一
つ
は
現
世

的
合
理
主
義
に
自
己
閉
塞
し
て
い
く
方
向
、
今
一
つ
は
超
現
実
的
神
秘
主
義
に

飛
翔
す
る
方
向
に
で
あ
る
。
前
者
は
「
命
」
を
宗
教
的
色
彩
を
稀
薄
化
さ
せ
た

「
勢
」
と
い
う
概
念
に
置
換
し
て
、
社
会
事
象
を
よ
り
合
理
的
に
把
握
し
よ
う

（
”
）

と
す
る
春
台
を
経
て
、
支
配
の
政
治
力
学
を
構
想
す
る
海
保
青
陵
に
至
る
道
、

後
者
は
宣
長
を
脇
に
見
つ
つ
、
平
田
篤
胤
へ
と
至
る
道
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
分
極
化
し
た
二
つ
の
方
向
を
再
統
合
す
る
形
で
思
想
史
の
舞
台
に
登
場
す
る

引
用
文
の
う
ち
『
弁
道
』
『
弁
名
』
『
学
則
』
『
祖
侠
集
』
は
岩
波
日
本
思
想

大
系
『
荻
生
祖
侠
』
に
、
『
藷
園
随
筆
』
は
み
す
ず
版
の
全
集
（
十
七
巻
）
に

拠
っ
た
。

（
１
）
『
弁
名
』
下
一
六
九
頁
。

（
２
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
二
六
頁
。

（
３
）
『
日
本
の
思
想
』
一
五
四
頁
以
下
。

（
４
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
一
三
’
二
一
四
頁
。

（
５
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
三
七
’
二
三
八
頁
。

（
６
）
『
弁
名
」
上
五
九
頁
。

（
７
）
『
弁
名
』
上
七
三
頁
。

（
８
）
『
弁
名
』
下
一
二
○
頁
。

（
９
）
『
弁
名
』
下
一
二
九
頁
。

（
皿
）
『
弁
名
』
上
四
七
頁
。

（
Ⅱ
）
『
弁
名
』
上
七
三
頁
。

（
皿
）
『
弁
名
』
下
一
二
○
頁
。

（
過
）
『
弁
道
』
一
四
頁
。

の
が
水
戸
学
で
あ
っ
た
と
言
え
ば
余
り
に
想
像
に
馳
せ
す
ぎ
た
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
水
戸
学
は
統
合
の
道
に
成
功
す
る
こ
と
な
く
そ
の
思
想
的

役
割
を
終
え
た
。
両
極
世
界
の
新
た
な
次
元
で
の
統
合
、
そ
れ
は
現
代
の
我
々

に
も
依
然
課
せ
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
難
問
で
も
あ
ろ
う
。

（
昭
和
五
十
一
年
九
月
脱
稿
）

註
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学
会
誌
』
（
学
習
院
、
第
二
号
）

（
調
）
吉
川
幸
次
郎
氏
『
仁
斎
・
祖
鈴

（
弧
）
『
祖
侠
集
』
巻
三
八
「
旧
事
圭

（
別
）
『
弁
名
』
下
二
八
頁
。

（
鑓
）
拙
稿
「
儒
教
的
世
界
像
の
崩
壊
皿

拙
稿
「
儒
教
的
世
界
像
の
崩
壊
と

『
仁
斎
・
祖
侠

へへへへへ

2827262524
ｰ警一一一

へへ
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、－ノー

（
ｕ
）
『
弁
道
』
一
五
頁
。

（
略
）
『
誇
園
随
筆
』
巻
四
二
九
八
頁
。

（
脳
）
『
讓
園
随
筆
』
巻
四
二
九
九
頁
。

（
Ⅳ
）
『
弁
名
』
下
一
二
七
頁
。

（
鴫
）
『
弁
名
』
下
一
二
五
頁
。

（
旧
）
『
讓
園
随
筆
』
巻
四
三
○
六
頁
。

（
別
）
『
学
則
』
一
九
七
頁
。

（
皿
）
「
宜
ナ
ル
哉
、
山
崎
・
室
・
物
部
（
祖
侠
を
さ
す
）
・
太
宰
・
新
井

氏
ノ
・
コ
ト
キ
、
鬼
神
ヲ
論
ズ
ル
コ
ト
ノ
至
リ
テ
、
其
生
平
ノ
学
一
一
異

ナ
ル
コ
ト
ヲ
」
『
夢
ノ
代
』
「
無
鬼
上
第
十
」
（
岩
波
日
本
思
想
大
系

「
富
永
仲
基
山
片
蹄
桃
」
）
五
○
五
頁
。

「
富
永
仲
基
山
片
蹄
桃
」
）

太
宰
春
台
」
（
『
学
習
院
大
学
文

『
弁
名
』
上
七
○
頁
。

『
弁
名
』
下
一
六
七
頁
。

拙
稿
「
赤
穂
浪
士
討
入
り
事
件
ｌ
そ
の
思
想
史
的
考
察
ｌ
」
（
『
哲

『
弁
道
』
二
六
頁
。

『
弁
名
』
上
七
三
頁
。

「
詩
は
情
語
な
り
、
文
は
意
語
な
り
」

『
祖
侠
集
』
巻
二
十
五
「
答
崎
陽
田
辺
生
」

『
弁
名
』
上
四
一
頁
。

・
宣
長
』

ハ
「
旧
事
本
紀
解
序
」

二
四
六
頁
。

四
八
九
頁
。

附
記

本
稿
は
日
本
思
想
史
学
会
五
十
一
年
度
大
会
（
十
月
二
十
三
日
、
東
北
大

学
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
同
じ
く
し
て
源
了
圓
教
授

が
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
二
号
で
、
同
じ
よ
う
な
問
題
を
よ
り
精
級
に
よ
り

幅
広
い
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
念
の
た
め
断
っ
て
お
く
。

学
部
研
究
年
報
』
第
二
十
一
輯
）

一

九


