
は
じ
め
に

一
般
に
宗
教
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
、
そ
の
実
態
の
多
様
性
の
故
に
難
し
い

（
１
且
）
（
○
必
）

も
の
で
あ
る
が
、
笠
原
芳
光
氏
は
近
著
『
宗
教
の
現
在
ｌ
日
本
人
の
宗
教
観
Ｉ
』

の
中
で
、
「
宗
教
」
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
を
取
り
上
げ
て
、
「
宗
教
」
と

は
何
ら
か
の
「
人
間
を
超
え
た
も
の
と
人
間
が
か
か
わ
る
、
そ
の
か
か
わ
り
か

た
を
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
客
観
的
な
形
で
表
現
し
た
も
の
、
い
わ
ば
関

係
の
体
系
」
即
ち
「
聖
乙
俗
の
関
係
の
体
系
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
宗

教
的
」
と
は
「
そ
の
よ
う
な
宗
教
に
お
け
る
関
係
の
体
系
が
成
立
す
る
以
前
の

状
態
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
体
系
の
周
辺
や
外
側
に
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
関

係
を
肯
定
し
て
、
体
系
を
否
定
す
る
考
え
方
な
ど
を
指
す
」
、
「
暖
昧
な
、
捉

え
が
た
い
、
不
定
型
な
も
の
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
日
本
の
文
化
に
お
け
る

「
宗
教
的
な
も
の
」
の
持
つ
大
き
な
意
味
と
積
極
的
な
意
義
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
考
え
て
み
れ
ば
確
か
に
我
々
に
お
け
る
宗
教
の
在
り
方
と
は
、
主
と
し
て

「
宗
教
的
な
も
の
」
、
そ
の
結
実
と
し
て
の
「
文
化
」
と
の
交
渉
、
或
い
は
ま

さ
に
「
宗
教
的
」
心
情
と
し
か
言
い
得
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
日
本
思
想
史
に
お
け
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
、
「
宗

荻
生
柤
棟
の
「
鬼
神
」
論

教
的
」
心
情
が
、
我
々
の
知
的
営
為
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
積
極
的
な
意
義

を
持
ち
得
て
き
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
無
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
荻
生
祖
侠
に
お
け
る
「
鬼
神
」
の
問
題
に
か
か
わ
っ

て
、
こ
の
「
宗
教
的
」
心
情
と
い
う
こ
と
が
ら
を
考
え
て
ゑ
た
い
。

「
鬼
神
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
オ
ニ
ガ
ミ
」
、
「
天
神
・
地
示
・
人
鬼
」

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
鬼
神
」
の
問
題
は
、
そ
れ
が
常
に
現
実
の
祭
祀
の

こ
と
が
ら
に
密
着
し
て
き
た
が
為
に
、
孔
子
の
「
敬
鬼
神
而
遠
之
」
以
来
、
儒

教
の
歴
史
に
お
い
て
、
絶
え
ず
そ
の
宗
教
性
の
問
題
と
し
て
験
さ
れ
て
き
た
課

題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
近
世
の
儒
者
達
に
お
い
て
も
、
「
鬼
神
」

論
は
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
新
井
白
石
、
荻
生
祖
侠
、
山
片
蛾
桃
ら
の
論
ず
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
荻
生
柤
裸
を
取
り
上
げ

け
が
（
３
）

る
わ
け
は
、
彼
が
、
「
敬
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
霜
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
の
だ
」
と

し
て
「
敬
鬼
神
」
を
特
に
強
調
し
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
学
説
の
大
き
な
柱
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
又
、
彼
の
「
鬼
神
」
論
に
、
積
極
的
な
意
義
を

持
つ
「
宗
教
的
」
心
情
が
、
一
つ
の
典
型
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

１
朱
子
の
「
鬼
神
」
論

中
村
春
作

○



周
知
の
如
く
、
朱
子
に
至
っ
て
、
中
国
思
想
史
上
の
「
鬼
神
」
の
概
念
と
し

（
４
号
）

て
の
性
格
が
大
き
く
変
容
を
見
せ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
朱
子
の
「
鬼
神
」

論
自
体
微
妙
に
錯
綜
し
て
い
る
事
実
を
認
め
た
上
で
（
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
が
）
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
誠
」
と
「
鬼
神
」
と
の
か
か
わ
り
を
軸

に
、
彼
の
「
鬼
神
」
論
の
大
筋
を
と
ら
え
て
み
よ
う
。

朱
子
は
程
伊
川
、
張
横
渠
の
説
を
発
展
さ
せ
て
、
「
鬼
神
」
を
陰
陽
の
働
き
、

二
気
の
良
能
で
あ
る
と
し
た
。

程
子
日
。
鬼
神
天
地
之
功
用
、
而
造
化
之
迩
也
。
張
子
日
。
鬼
神
者
二
気
之

良
能
也
。
愚
謂
以
二
気
言
則
鬼
者
陰
之
霊
也
、
神
者
陽
之
霊
也
。
以
一
気
言

則
至
而
伸
者
為
神
、
反
而
帰
者
為
鬼
、
其
実
一
物
而
己
。
（
『
中
庸
章
句
』

第
十
六
章
注
）

こ
こ
で
初
め
て
、
「
鬼
神
」
は
自
然
現
象
全
て
を
そ
れ
に
由
っ
て
説
明
す
る

こ
と
の
で
き
る
概
念
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
何
故
そ
の
よ
う
な
概
念
と
し

て
「
鬼
神
」
が
朱
子
の
哲
学
に
お
い
て
再
生
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

「
鬼
神
」
と
「
誠
」
と
の
か
か
わ
り
に
由
来
し
、
中
庸
解
釈
の
問
題
と
し
て
生

れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
庸
の
「
誠
者
天
之
道
也
。
誠
之
者
人
之
道
也
。
」

に
お
い
て
朱
子
は
次
の
様
に
注
す
る
。

誠
者
真
実
無
妄
之
謂
、
天
理
之
本
然
也
。
誠
之
者
、
未
能
真
実
無
妄
而
欲
其

真
実
無
妄
之
詣
、
人
事
之
当
然
也
。
（
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
章
注
）

「
真
実
無
妄
」
な
「
天
理
の
本
然
」
で
あ
る
「
誠
」
ｌ
「
誠
は
天
の
道
な

り
」
ｌ
、
そ
れ
に
対
し
て
「
人
事
の
当
然
」
と
し
て
の
ｌ
「
之
を
誠
に

す
る
は
人
の
道
な
り
」
ｌ
と
い
う
天
人
相
関
の
枠
組
の
中
で
、
天
道
の
本
来

の
在
り
方
で
あ
る
「
誠
」
を
仲
介
と
し
て
人
と
「
天
」
と
が
相
関
し
、
こ
の

「
誠
」
を
体
現
し
た
も
の
が
「
鬼
神
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
「
鬼
神
」

は
、
祭
祀
に
お
け
る
「
感
格
」
に
よ
っ
て
端
的
に
人
と
「
天
」
と
を
つ
な
ぐ
と

共
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
を
説
明
で
き
る
「
実
理
」
、
即
ち
「
天
」
の
在
り

方
を
体
現
し
た
「
誠
」
と
い
う
性
格
に
お
い
て
、
「
天
１
人
」
を
相
関
す
る
も

の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
は
言
う
。

問
。
南
軒
鬼
神
一
言
以
蔽
之
日
誠
而
已
、
此
語
如
何
。
日
。
誠
是
実
然
之

理
、
鬼
神
亦
只
是
実
理
。
若
無
這
理
則
便
無
鬼
神
、
無
万
物
都
無
所
該
載

了
。
鬼
神
之
為
徳
者
誠
也
。
徳
只
是
就
鬼
神
言
。
其
情
状
皆
是
実
理
而
己
。

（
『
語
類
』
巻
六
三
）

畢
莞
、
朱
子
に
と
っ
て
の
「
鬼
神
」
と
は
、
天
道
に
お
け
る
「
真
実
無
妄
」

霊
爾
蔚
緤
裡
剥
「
刑
雌
誕
緋
姉
悠
州
薩
州

１

と
し
て
あ
る
の
だ
、
と
原
則
的
に
は
言
え
る
だ
ろ

こ
（
実
理
）

鬼
神

う
。
（
図
参
照
）

２
祖
棟
の
「
敬
鬼
神
」
と
「
敬
天
」

荻
生
祖
棟
は
そ
の
学
説
の
重
要
部
分
と
し
て
「
敬
鬼
神
」
、
「
敬
天
」
を
説

い
た
が
、
そ
の
内
容
は
決
し
て
分
か
り
易
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
祖
侠

の
学
問
に
描
き
出
さ
れ
た
も
の
が
常
に
対
象
化
さ
れ
た
世
界
と
し
て
在
る
の
に

対
し
て
、
「
敬
鬼
神
」
と
か
「
敬
天
」
と
か
い
っ
た
こ
と
が
ら
は
、
人
の
心
の

在
り
方
に
依
存
し
、
特
に
「
敬
」
す
る
人
自
身
の
内
面
の
在
り
方
に
強
く
依
存

す
る
か
ら
で
あ
る
。

祖
棟
に
お
け
る
「
敬
天
」
・
「
敬
鬼
神
」
の
問
題
は
確
か
に
、
筍
子
の
思
想

な
ど
か
ら
彼
が
継
承
し
た
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
山
片
蟠
桃
や
中
井
履
軒
ら
の

「
鬼
神
」
論
に
お
い
て
顕
在
化
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
、
政
治
の
「
術
」
と
し
て

一
一
一
一



の
認
識
の
面
か
ら
把
握
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
祖
侠
が
「
敬
鬼
神
」
の

政
治
の
「
術
」
と
し
て
の
効
果
を
よ
く
認
識
し
、
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
既

（
Ｅ
Ｊ
）

に
源
了
圓
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
筆
者
に
と
っ
て
の
よ
り
大
き
な

関
心
は
、
沮
棟
の
力
説
す
る
「
敬
天
」
・
「
敬
鬼
神
」
と
い
う
、
ま
さ
に
「
術
」

で
あ
る
と
同
時
に
心
の
在
り
方
を
も
伴
う
こ
の
事
実
が
、
彼
の
説
く
対
象
化
さ

れ
た
世
界
の
背
後
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
祖
侠
の
「
敬
天
」
・
「
敬
鬼
神
」
の
分
か
り
難
さ
の
わ
け
を
整

理
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
柤
侠
の
構
想
す
る
世
界
、
つ
ま
り
「
物
」

と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
世
界
の
、
そ
の
内
に
お
け
る
「
天
１
人
」
の
か
か
わ
り

の
問
題
に
由
来
し
、
第
二
に
、
そ
の
「
物
」
と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
「
先
王
の

道
」
の
世
界
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
人
人
の
在
り
方
（
こ
れ
は
同
時

に
、
祖
侠
的
世
界
像
と
彼
自
身
の
内
面
と
の
か
か
わ
り
の
問
題
で
も
あ
る
）
、

と
い
う
二
つ
の
契
機
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
沮
侠
は
「
敬
天
」
と
「
敬
鬼
神
」
と
を
常
に
並
べ
て
言
う
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
天
か
鬼
か
、
一
か
二
か
、
こ
れ
い
ま
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
聖

人
、
礼
を
制
す
る
に
、
こ
れ
を
天
に
帰
す
と
日
ふ
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
い
ま

（
一
Ｒ
Ｕ
）

だ
敢
へ
て
こ
れ
を
一
つ
に
せ
ず
。
敬
の
至
り
な
り
。
教
へ
の
術
な
り
。
」

（
『
弁
名
』
）

「
鬼
神
な
る
者
は
、
先
王
こ
れ
を
立
つ
。
先
王
の
道
は
、
こ
れ
を
天
に
本
づ

け
、
天
道
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
ひ
、
そ
の
祖
考
を
祀
り
、
こ
れ
を
天
に

合
す
。
道
の
由
り
て
出
づ
る
所
な
れ
ば
な
り
。
故
に
曰
く
、
『
鬼
と
神
と
を

（
７
）

合
す
る
は
、
教
へ
の
至
り
な
り
』
と
。
」
（
『
弁
名
』
）

か
く
の
如
く
、
柤
侠
に
お
い
て
「
敬
天
」
と
「
敬
鬼
神
」
と
は
常
に
意
識
的

に
、
何
か
実
体
の
あ
る
も
の
を
「
敬
」
す
る
同
列
の
行
為
と
し
て
説
か
れ
る
。

と
こ
ろ
で
柤
侠
に
お
け
る
「
天
」
と
は
、
聖
人
に
よ
る
「
制
作
」
の
背
景
と

し
て
、
権
威
的
根
拠
と
し
て
、
常
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
天
」

と
は
同
時
に
、
全
く
「
不
可
測
」
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。

「
天
は
解
を
待
た
ず
。
人
の
承
な
知
る
所
な
り
。
こ
れ
を
望
め
ば
蒼
蒼
然
、

冥
冥
乎
と
し
て
得
て
こ
れ
を
測
る
べ
か
ら
ず
。
日
月
星
辰
こ
こ
に
繁
り
、
風

雨
寒
暑
こ
こ
に
行
は
る
。
万
物
の
命
を
受
く
る
所
に
し
て
、
百
神
の
宗
な
る

》
』

し
の

者
な
り
。
至
尊
に
し
て
比
な
く
、
能
く
蹴
え
て
こ
れ
を
上
ぐ
者
な
し
。
故
に

古
よ
り
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
政
教
を
行
ふ
。
こ
こ
を
以
て
聖
人
の
道
・
六
経
の
載
す
る
所
は
、
ゑ

へ
《
ｘ
Ｕ
）

な
天
を
敬
す
る
に
帰
せ
ざ
る
者
な
し
。
」
（
『
弁
名
』
）

こ
の
よ
う
に
「
不
可
測
」
な
柤
侠
の
「
天
」
の
実
体
が
何
で
あ
る
の
か
、
叉

何
故
「
制
作
」
の
権
威
基
盤
た
り
得
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
は
明
ら
め
よ
う

の
無
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
事
態
を
、
沮
侠
の
「
天
」
に
対
す
る

信
仰
だ
、
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
そ
の
本
質
は
把
握
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

筆
者
に
は
、
こ
の
祖
侠
の
「
天
」
と
は
、
「
制
作
」
の
背
景
と
し
て
彼
方
に

在
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
（
当
然
）
宋
学
的
規
範
の
如
き
「
理
」
を
排
除
し

、
、
、
、

た
「
天
」
と
し
て
、
聖
人
や
古
代
の
帝
王
達
が
そ
の
「
徳
」
を
以
て
配
さ
れ
る

「
天
」
と
し
て
、
又
祖
先
崇
拝
と
同
列
に
言
わ
れ
る
「
敬
」
の
対
象
た
る
「
天
」

と
し
て
、
人
に
身
近
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
柤
棟
の
構
想

す
る
世
界
、
「
物
」
と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
「
先
王
の
道
」
の
世
界
に
お
い

て
、
全
て
に
超
越
す
る
「
天
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
天
」
そ
の
も
の

も
一
箇
の
客
体
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
「
先
王
の
道
」
の
内
に
人
と
同
一
地

平
上
に
相
関
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
よ

一
一
一
一
一



う
な
「
天
」
と
は
、
人
人
が
そ
れ
を
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
「
敬
」
す
る
対
象

と
し
て
、
そ
の
実
体
に
乏
し
い
「
天
」
と
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
る
。

こ
の
、
祖
採
の
構
想
す
る
世
界
像
の
内
で
虚
構
化
し
か
ね
な
い
「
天
」
に
意

味
あ
ら
し
め
、
且
つ
こ
の
祖
侠
的
世
界
と
人
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
「
敬
」

の
対
象
と
し
て
の
「
天
」
に
実
質
有
ら
し
め
て
い
る
の
が
彼
の
「
敬
鬼
神
」
で

あ
り
、
「
鬼
神
」
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
勿
論
、
「
敬
鬼
神
」

と
い
う
こ
と
が
ら
が
、
よ
り
身
近
な
祖
先
祭
祀
の
現
実
に
基
づ
い
て
い
る
為
で

も
あ
る
が
、
更
に
、
「
鬼
神
」
と
い
う
概
念
が
沮
採
の
構
想
す
る
世
界
の
内
に

果
た
す
役
割
を
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
を
ま
ず
述
べ

て
み
た
い
。

祖
裸
は
し
ば
し
ば
「
鬼
神
」
に
つ
い
て
、
「
天
地
の
心
」
と
い
う
定
義
を
下

す
。

（
９
）

「
鬼
神
は
天
地
の
心
な
り
。
天
地
の
心
は
得
て
見
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
『
中

庸
解
』
第
十
五
章
注
）

沮
侠
は
こ
の
「
鬼
神
は
天
地
の
心
」
と
す
る
定
義
で
何
を
説
こ
う
と
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
ま
た
次
の
様
に
言
う
。

「
天
地
は
人
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
聖
人
の
天
地
に
於
け
る
、
奉
順
し
て
敢

へ
て
違
は
ざ
る
の
ゑ
。
敢
へ
て
天
地
の
道
を
以
て
人
の
道
と
為
さ
ず
・
・
：
（
中

略
）
…
鬼
神
は
天
地
の
心
な
り
。
故
に
鬼
神
に
質
し
て
疑
ひ
無
き
者
は
、
則

』
ま
と
、
と

ち
必
ず
諸
を
天
地
に
建
て
て
悴
ら
ず
。
：
．
（
中
略
）
…
鬼
神
の
必
ず
允
な
る

を
知
り
て
、
後
世
聖
人
の
必
ず
従
ふ
こ
と
を
知
る
。
其
の
実
は
、
鬼
神
は
即

（
叩
）

ち
天
地
の
心
。
」
（
『
中
庸
解
』
第
二
八
章
注
）

３
「
鬼
神
は
天
地
の
心
」

祖
棟
の
言
う
「
天
地
」
と
は
字
義
上
、
自
然
界
を
も
含
め
る
が
、
そ
の
論
に
お

い
て
自
然
界
の
事
象
は
殆
ん
ど
そ
の
対
象
で
は
な
く
、
彼
は
「
天
」
と
「
天

地
」
と
を
同
内
容
で
使
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
さ
て
こ
こ
の
箇
所
を
解
釈

す
れ
ば
次
の
様
に
な
る
。

「
天
」
と
「
人
」
と
は
本
来
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
天
地
」
の
在
り
方

を
離
れ
て
全
く
別
個
に
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
「
人
道
」
を
建
て
る
と
い
う
の
で

は
な
い
。
「
天
地
の
道
」
を
そ
の
ま
ま
、
例
え
ば
老
子
の
よ
う
に
、
「
人
道
」

と
す
る
こ
と
は
「
敢
へ
て
」
し
な
い
だ
け
で
あ
る
。
祖
侠
の
構
想
す
る
世
界
と

は
そ
の
よ
う
に
し
て
在
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
宋
学
に
お
い
て
言
う
よ
う
に
、

「
天
地
」
の
在
り
方
に
示
さ
れ
る
「
理
」
規
範
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
即
し

て
「
人
道
」
が
在
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
「
天
地
の
道
」
か
ら
全
く
独
立
し
て
「
人
道
」
を
建
て
る
、
と
い
う
こ
と

（
皿
）

も
必
ず
し
も
言
い
得
な
い
。
彼
の
構
想
す
る
世
界
と
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
を

必
要
と
し
な
い
次
元
で
、
「
先
王
の
道
」
の
「
物
」
と
し
て
の
世
界
に
お
い
て
、

「
天
」
と
「
人
」
と
が
同
一
地
平
上
に
、
同
一
円
内
の
構
成
要
素
と
し
て
合
し

て
い
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
両
者
を
合
す
る
の
が
「
天
地
の

心
」
と
彼
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
「
鬼
神
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
と
、
祖
棟
が
「
礼
」
（
「
物
」
の
典
型
）
の
「
制
作
」
に
お
け

る
先
王
の
「
人
情
」
へ
の
洞
察
を
し
ば
し
ば
言
及
す
る
こ
と
と
を
考
え
合
わ
す

な
ら
ば
、
「
鬼
神
」
が
「
天
・
人
」
を
合
す
る
と
い
う
の
は
、
単
に
字
義
の
問

題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
「
人
情
」
に
つ
な
が
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
「
天

地
の
心
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
天
・
人
」
を
合
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
見
方
を
か
え
て
言
え
ば
、
こ
の
「
鬼
神
」
を
聖
人
が
取
り
込
承
「
制
作
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
天
・
人
」
が
同
一
地
平
上
に
合
し
、
内
実
あ
る
「
敬
」

一
一
一
一
一
一



の
対
象
と
し
て
の
「
天
」
が
有
り
得
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
か
く
て
こ
の
よ

う
な
構
造
の
下
に
、
「
鬼
神
」
そ
の
も
の
も
既
に
「
先
王
の
物
」
と
し
て
客
体

化
さ
れ
て
在
る
の
だ
。
（
「
鬼
神
な
る
者
は
、
先
王
こ
れ
を
立
つ
。
」
）

祖
侠
は
「
鬼
神
」
を
、
祭
祀
の
場
に
お
け
る
、
疑
い
な
く
実
在
し
、
必
ず
正

な
る
、
「
敬
」
す
べ
き
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
が
、

「
け
だ
し
人
は
卑
し
く
し
て
鬼
神
は
尊
し
、
故
に
之
を
敬
す
。
」

（
皿
）

「
凡
そ
経
に
い
は
ゆ
る
鬼
神
と
は
、
皆
正
な
る
者
を
謂
ふ
。
」
（
『
論
語
徴
』

雍
也
）

且
つ
「
鬼
神
」
を
祭
祀
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
つ
つ
も
、
彼
が
霊
魂
の
問
題

（
更
に
怪
異
現
象
）
に
全
く
関
心
を
払
わ
ぬ
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

事
実
自
体
が
彼
の
「
宗
教
的
」
関
心
の
性
格
を
示
す
こ
と
（
後
述
）
は
勿
論
な

が
ら
、
「
敬
」
と
い
う
よ
り
直
接
的
な
「
人
情
」
に
支
え
ら
れ
る
「
鬼
神
」
が
、

同
時
に
そ
れ
自
身
一
つ
の
「
物
」
と
な
っ
て
、
「
天
・
人
」
と
共
に
「
先
王
の

道
」
の
世
界
を
構
成
し
、
且
つ
「
天
・
人
」
を
合
す
る
役
目
を
果
た
す
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
後
儒
、
先
王
の
礼
と
易
と
に
就
き
て
鬼
神
の
情
状
を
知
る
こ
と
を
求
め
ず

（
週
）

し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
鬼
神
に
求
む
。
あ
に
能
く
こ
れ
を
知
ら
ん
や
。
」

す
な
わ
ち
、
「
鬼
神
は
天
地
の
心
」
と
い
う
彼
の
定
義
は
、
彼
の
構
想
す
る

世
界
に
お
い
て
「
天
・
人
」
を
合
し
、
且
つ
「
人
情
」
に
依
存
し
て
い
る
が
故

に
、
と
も
す
れ
ば
虚
構
化
し
か
ね
な
い
彼
の
「
天
」
を
、
「
敬
」
す
べ
き
実
体

あ
る
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
が
同
時
に
、
こ
の
「
鬼
神
」
も
亦
「
物
」

と
し
て
対
象
化
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
こ
こ
に
祖
侠
の
思
想
の
明
確
化
さ

れ
な
い
部
分
Ｉ
祖
侠
的
世
界
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
人
の
在
り
方
Ｉ
が
依
然
不

明
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
更
に
彼
の
「
敬
鬼
神
」
の
強
調

初
め
に
朱
子
の
「
鬼
神
」
論
の
箇
所
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
誠
」
と
い
う

概
念
は
、
「
鬼
神
」
を
論
じ
る
際
の
キ
イ
ワ
ー
ド
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
柤
裸
は

こ
の
「
誠
」
を
何
如
に
解
し
た
の
か
。
日
本
近
世
の
儒
者
達
が
何
如
に
こ
の

「
誠
」
と
い
う
概
念
の
有
す
る
内
容
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
既
に
相
良
亨
氏
に
、
例
え
ば
山
鹿
素
行
の
「
已
む
こ
と
を
得
ざ
る

（
Ｍ
）

の
誠
」
等
に
関
し
て
貴
重
な
指
摘
が
あ
る
が
、
祖
侠
の
場
合
も
、
こ
の
「
誠
」

と
い
う
概
念
は
彼
独
特
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

柤
侠
に
お
い
て
、
「
鬼
神
」
の
徳
が
「
誠
」
で
あ
る
と
い
う
点
は
ど
う
把
握

さ
れ
て
い
た
の
か
。
朱
子
の
場
合
、
「
天
道
」
に
お
け
る
「
誠
」
と
、
人
が
つ

と
め
る
べ
き
「
誠
」
、
と
い
う
定
義
に
お
い
て
「
天
１
人
」
相
関
が
考
え
ら
れ
、

そ
の
「
誠
」
を
体
現
し
た
も
の
と
し
て
「
鬼
神
」
が
把
握
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

祖
棟
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
彼
は
以
下
の
様
に
言
う
。

「
鬼
神
の
徳
為
る
、
誠
な
り
。
故
に
得
て
之
を
見
聞
す
べ
か
ら
ず
と
雛
も
、

然
れ
ど
も
人
能
く
鬼
神
有
る
を
知
る
。
而
し
て
之
に
事
め
て
怠
ら
ず
。
是
れ

あ
き
ら

亦
『
微
の
顕
か
な
る
、
誠
の
掩
ふ
く
か
ら
ざ
る
』
な
り
。
故
に
人
、
中
庸
を

務
め
て
以
て
其
の
徳
を
成
せ
ば
、
則
ち
、
広
大
精
微
高
明
な
る
者
皆
至
る

（
巧
）

焉
。
」
（
『
中
庸
解
』
第
十
五
章
注
）

又
、

「
鬼
神
の
徳
は
、
中
庸
は
誠
を
以
て
こ
れ
を
言
ひ
、
左
伝
は
聡
明
正
直
を
以

て
こ
れ
を
言
ふ
、
そ
の
言
は
殊
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
義
は
一
な
り
。
ゑ

と
独
特
の
「
誠
」
観
と
の
か
か
わ
り
を
糸
口
に
、
一
つ
の
解
決
を
試
ゑ
て
ゑ
よ

シ
、
／
０

４
「
敬
鬼
神
」
と
「
誠
」

四



（
躯
）

な
そ
の
思
慮
勉
強
の
心
な
き
を
謂
ふ
な
り
。
」
（
『
弁
名
』
）

以
上
の
様
に
、
「
鬼
神
」
の
「
徳
」
が
「
誠
」
で
あ
る
と
は
、
そ
の
「
見
聞
」

す
る
こ
と
無
く
と
も
実
在
を
心
知
す
る
在
り
方
、
そ
の
「
思
慮
勉
強
の
心
」
な

く
実
現
す
る
在
り
方
を
指
し
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
更
に
、
祖

株
に
お
け
る
「
誠
」
と
い
う
概
念
自
体
の
検
討
と
重
ね
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
祖
侠
は
「
誠
」
を
ど
う
把
握
し
た
の
か
。

筆
者
注

「
（
朱
子
は
）
誠
を
以
て
実
理
と
為
す
に
至
る
。
最
も
謬
の
甚
し
ぎ
者
な

り
。
凡
そ
古
書
の
誠
を
言
ふ
、
皆
誠
心
を
以
て
之
を
言
ふ
。
初
め
よ
り
実
理

へ
〃
）

の
説
な
し
。
従
ふ
く
か
ら
ず
。
」
（
『
中
庸
解
』
第
十
九
章
注
）

、
、

「
誠
」
と
は
「
誠
心
」
に
他
な
ら
な
い
。
朱
子
に
お
い
て
、
「
実
理
」
ｌ
そ
れ

故
に
「
天
１
人
」
を
相
関
仲
介
す
る
ｌ
と
さ
れ
た
「
誠
」
は
、
祖
侠
に
お
い
て

は
「
誠
心
」
と
い
う
心
の
在
り
方
、
心
情
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
点
で
は
近
世
日
本
儒
者
に
共
通
な
理
解
、
相
良
氏
の
言
わ
れ
る
素
行
の

「
巳
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
誠
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
祖
侠
は
更
に
こ

の
「
誠
心
」
を
以
下
の
様
な
状
況
下
に
設
定
す
る
。

「
性
と
は
誠
な
り
。
誠
な
れ
ば
則
ち
内
外
一
・
故
に
思
は
ず
し
て
得
る
を
以

て
之
を
知
る
と
為
し
、
勉
め
ず
し
て
中
る
を
以
て
之
を
能
く
す
と
為
す
。
学

の
得
る
所
は
性
に
非
ず
と
雌
も
、
学
び
て
之
を
習
ひ
、
習
ひ
て
以
て
性
と
成

れ
ば
則
ち
皆
誠
な
り
。
性
に
異
な
る
こ
と
な
し
。
是
れ
、
子
思
立
言
の
意
、

（
咽
）

喧
書
の
言
は
ざ
る
所
な
り
。
」
（
『
中
庸
解
』
第
十
一
章
注
）

又
、

「
蓋
し
凡
そ
人
の
先
王
の
道
を
行
ふ
て
、
而
し
て
能
く
誠
心
有
る
者
は
之
を

天
性
に
得
。
故
に
曰
く
、
『
誠
は
天
の
道
な
り
』
と
。
力
行
の
久
し
く
し

て
、
習
ひ
て
以
て
性
と
成
れ
ば
則
ち
其
の
初
め
誠
心
無
き
者
、
今
皆
誠
心
有

り
。
是
れ
人
力
の
為
す
所
、
教
へ
の
至
る
所
な
り
。
故
に
曰
く
、
『
之
を
誠

（
四
）

に
す
る
は
人
の
道
な
り
』
と
。
」
（
『
中
庸
解
』
第
二
十
章
注
）

す
な
わ
ち
、
沮
侠
に
お
け
る
「
誠
」
と
は
、
個
別
に
人
に
与
え
ら
れ
て
在
る

「
性
」
が
、
或
い
は
初
め
か
ら
「
天
性
」
と
し
て
、
或
い
は
「
力
行
の
久
し

く
、
習
ひ
て
」
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
る
べ
き
姿
に
完
成
さ
れ
る
、
そ
の
際
の
「
誠

心
」
の
こ
と
を
指
し
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
個
別
の
「
性
」
を
完
成

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
沮
侠
に
お
い
て
は
、
人
人
が
「
先

王
の
道
」
を
踏
玖
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
祖
侠
の
思
想
に
お
い
て
最

も
分
か
り
難
い
部
分
、
す
な
わ
ち
「
先
王
の
道
」
（
祖
侠
的
世
界
）
と
人
人
と

の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
彼
の
『
中
庸
解
』
に
見
ら
れ
る
、
上
述
の
「
性
」
Ｉ

「
誠
心
（
誠
）
」
ｌ
「
敬
鬼
神
（
鬼
神
）
」
と
い
う
連
関
の
仕
方
は
、
一
つ
の

解
決
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
そ
の
前
に
、
彼
の

中
庸
と
い
う
書
物
そ
の
も
の
に
対
す
る
立
場
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

５
祖
採
の
中
庸
理
解

（
”
）

日
本
近
世
の
儒
者
の
中
庸
理
解
に
関
し
て
は
既
に
有
益
な
指
摘
が
あ
る
が
、

祖
採
の
学
問
に
お
い
て
中
庸
は
何
如
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
。

「
鬼
神
」
を
定
義
と
し
て
は
、
「
お
よ
そ
天
地
・
山
川
・
宗
廟
・
五
祀
の
神
、

お
よ
び
一
切
神
霊
有
っ
て
能
く
人
の
禍
福
を
な
す
者
、
み
な
こ
れ
を
鬼
神
と
謂

（
烈
一

ふ
な
り
。
」
と
し
た
伊
藤
仁
斎
が
、
彼
の
学
問
の
対
象
と
し
て
は
「
鬼
神
」
を

ゆ
る
が

怪
異
現
象
と
共
に
そ
の
視
野
外
に
置
き
、
「
鬼
神
に
溺
れ
て
人
道
を
忽
せ
に
す

（
犯
）

る
」
こ
と
を
戒
め
る
立
場
か
ら
、
中
庸
の
「
鬼
神
」
の
章
を
、

「
此
れ
以
下
、
本
中
庸
の
本
文
に
非
ず
。
然
し
て
之
を
聖
人
に
要
む
、
亦
道

も
と

お
よ
て
い
し
よ
う
よ
う
げ
つ

に
鑿
る
者
の
希
な
り
。
但
だ
此
の
章
、
響
一
び
下
文
の
禎
祥
妖
肇
を
説
く

三
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（
”
）

処
は
、
疑
ふ
く
し
と
為
す
。
」
（
『
中
庸
発
揮
』
）

と
し
て
、
中
庸
に
お
け
る
「
誠
」
と
「
鬼
神
」
と
の
か
か
わ
り
を
排
除
し
た
の

に
対
し
て
沮
侠
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

彼
は
中
庸
全
章
を
、
朱
子
同
様
一
つ
の
連
続
し
た
体
系
と
し
て
観
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
中
庸
は
六
経
に
比
べ
る
と
二
次
的
な
書
物
で
は
あ
る
が
、
老
氏
の

徒
へ
の
抗
争
の
弁
で
あ
る
が
故
に
寧
ろ
か
え
っ
て
、
六
経
に
あ
ら
わ
さ
れ
る

「
先
王
の
道
」
と
人
人
と
の
か
か
わ
り
を
明
か
す
為
の
意
義
を
持
つ
書
と
し
て

あ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
『
中
庸
解
』
冒
頭
の
部
分
で
次
の
様
に
言
う
。

「
故
に
子
思
、
性
に
本
づ
き
、
天
に
本
づ
き
、
以
て
聖
人
の
道
の
偽
に
非
ざ

歩
た

る
を
明
か
す
な
り
。
性
と
は
性
質
な
り
。
人
の
性
質
は
、
上
天
の
界
ふ
所
、

（
副
）

．
．
：
：
」
（
『
中
庸
解
」
第
一
章
注
）

彼
の
中
庸
把
握
は
こ
の
一
文
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
六
経
の
内
（
溺
）

に
「
物
」
と
し
て
、
言
を
ま
た
ず
に
完
結
し
て
い
た
「
先
王
の
道
」
の
世
界

が
、
時
代
を
下
っ
て
分
裂
し
た
為
、
子
思
が
改
め
て
「
先
王
の
道
」
と
人
人
と

の
か
か
わ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
中
庸
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

「
故
に
子
思
已
む
を
得
ず
、
亦
諸
を
性
に
本
づ
け
諸
を
天
に
推
す
。
老
氏
に

（
邪
）

抗
し
て
世
に
勧
む
る
所
以
な
り
。
」
（
同
上
）

そ
の
よ
う
な
構
図
の
中
で
、
「
鬼
神
」
な
り
「
誠
」
な
り
が
必
要
不
可
欠
な

部
分
と
し
て
、
中
庸
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
鬼
神
は
天
地
の
心
」

で
あ
る
こ
と
と
、
「
鬼
神
の
徳
」
が
「
誠
心
」
で
あ
る
こ
と
と
の
、
こ
の
両
面

に
お
い
て
「
鬼
神
」
は
中
庸
の
体
系
の
中
で
、
「
先
王
の
道
」
が
「
性
に
本
づ

き
、
天
に
本
づ
」
い
て
「
偽
に
非
ざ
る
」
こ
と
を
証
す
る
意
義
を
担
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
故
に
其
の
意
蓋
し
言
ふ
。
道
は
聖
人
の
造
る
所
と
雛
も
、
然
れ
ど
も
性
に

率
ひ
て
之
を
造
り
、
習
ひ
て
之
に
熟
す
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
亦
能
く
誠
に
し

（
”
）

て
性
に
殊
る
莫
ぎ
な
り
、
と
。
」
（
『
中
庸
解
』
第
一
章
注
）

先
王
の
「
物
」
と
し
て
の
世
界
が
、
「
性
に
率
ひ
て
」
造
ら
れ
て
い
る
根
拠

と
し
て
「
天
地
の
心
」
た
る
「
鬼
神
」
の
実
在
が
あ
り
、
こ
の
「
鬼
神
」
の
実

在
に
よ
っ
て
祖
採
的
「
天
・
人
」
合
一
が
あ
り
得
て
い
る
。
且
つ
そ
の
よ
う
な

「
先
王
の
道
」
の
世
界
に
到
る
人
人
の
あ
り
方
が
「
誠
心
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

直
接
、
（
前
述
し
た
よ
う
に
）
「
敬
鬼
神
」
の
心
の
在
り
方
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
祖
侠
の
中
庸
理
解
は
、
中
庸
を
一
箇
の
完
結
し
た
体
系
と
観
る

点
で
は
朱
子
と
比
べ
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
体
系
内
で
の
「
鬼
神
」
・
「
誠
」
の

位
置
、
意
味
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
又
柤
侠
以
後
の
学
者
、
例
え
ば

中
庸
錯
簡
説
を
唱
え
た
中
井
履
軒
の
、
「
至
誠
は
是
れ
主
、
鬼
神
は
是
れ
客
。
」

．
「
通
じ
て
鬼
神
を
借
り
て
、
誠
の
妙
な
る
を
證
す
る
な
り
。
鬼
神
の
徳
為
る

（
犯
）

を
賛
す
る
に
非
ず
。
」
（
『
中
庸
逢
原
』
第
十
九
章
注
）
と
す
る
、
全
て
を
人

の
側
の
「
至
誠
」
に
の
ゑ
収
敏
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
も
明
ら
か
に
一
線
を

画
す
る
の
で
あ
る
。

６
「
宗
教
的
」
心
情

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
制
作
」
さ
れ
「
物
」
と
し
て
客
体
化
さ
れ
た

「
先
王
の
道
」
の
世
界
に
、
人
人
が
個
別
の
「
性
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
到
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
在
り
方
が
「
誠
心
」
Ⅱ
「
誠
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
「
誠
心
」
Ⅱ
「
誠
」
の
内
容
が
実
は
、
前
述
の
「
鬼
神
」
の
「
徳
」
の
在

り
方
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
点
に
、
沮
侠
の
思
想
の
一
つ
の
性
格
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

一
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す
な
わ
ち
、
「
敬
鬼
神
」
に
お
い
て
「
思
慮
勉
強
の
心
無
く
」
発
現
す
る
「
鬼

神
」
の
「
徳
」
の
在
り
方
が
、
客
体
化
さ
れ
絶
対
化
さ
れ
た
「
物
」
と
し
て
の

「
先
王
の
道
」
の
世
界
に
、
人
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
そ
の

在
り
方
に
、
「
誠
心
」
Ⅱ
「
誠
」
と
い
う
概
念
を
仲
介
と
し
て
、
類
推
、
投
影

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
が
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
思
考
の
背
後
に
在
る
、
祖
侠
の
ま
さ
に
「
宗
教
的
」
心
情
で
あ
ろ
う
。

誤
解
の
無
い
よ
う
に
言
え
ば
、
自
然
界
に
対
す
る
、
或
い
は
何
か
し
ら
超
越
的

な
も
の
に
対
す
る
畏
怖
に
由
来
す
る
汎
神
論
的
心
情
で
は
な
く
、
人
人
の
当
為

に
か
か
わ
っ
て
、
そ
れ
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
こ
ろ
の
「
宗
教
的
」
心
情
で

あ
る
。再

言
す
る
ま
で
も
な
く
、
祖
侠
に
お
け
る
「
誠
」
と
は
、
朱
子
学
に
お
け
る

「
真
実
無
妄
」
の
「
天
道
」
と
「
人
道
」
と
を
結
ぶ
「
実
理
」
と
し
て
の
「
誠
」

で
は
な
い
。
彼
の
言
う
「
誠
」
と
は
、
各
人
が
個
別
の
所
与
の
「
性
」
を
完
成

さ
せ
、
そ
う
し
て
「
先
王
」
の
「
物
」
と
し
て
の
世
界
に
自
己
が
「
格
物
」

（
”
）

（
「
先
王
の
物
」
が
「
我
が
有
」
な
る
）
と
し
て
到
り
得
る
路
が
開
け
る
、

「
物
」
と
し
て
あ
る
「
先
王
の
道
’
一
の
世
界

）

７
朱
子
の
宗
教
性
と
の
比
較

最
後
に
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
使
用
し
た
「
宗
教
的
」
心
情
と
い
う
言
葉
の
問

題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

は
じ
め
に
朱
子
の
「
鬼
神
」
論
を
論
じ
た
際
に
留
保
し
た
、
彼
の
「
鬼
神
」

論
の
錯
綜
す
る
理
由
と
し
て
の
宗
教
性
の
問
題
は
、
例
え
ば
以
下
の
様
な
箇
所

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

只
是
這
箇
天
地
陰
陽
之
気
、
人
与
万
物
皆
得
之
。
気
聚
則
為
人
、
散
則
為

鬼
。
然
其
気
雌
已
散
、
這
箇
天
地
陰
陽
之
理
生
生
而
不
窮
。
祖
考
之
精
神
魂

塊
雌
已
散
、
而
子
孫
之
精
神
魂
晩
自
有
些
小
相
属
。
故
祭
祀
之
礼
尽
其
誠
敬

便
可
以
致
得
祖
考
之
魂
晩
。
這
箇
自
是
難
説
。
看
、
既
散
後
一
似
都
無
了
、

能
尽
其
誠
敬
便
有
感
格
。
亦
縁
是
理
常
只
在
這
裡
也
。
（
『
語
類
』
巻
三
）

万
物
の
生
成
に
か
か
わ
り
、
一
切
の
自
然
現
象
、
運
動
の
情
状
を
そ
れ
に
よ
っ

て
説
明
で
き
る
も
の
と
し
て
、
「
鬼
神
」
Ⅱ
「
気
」
論
を
朱
子
は
唱
え
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
彼
が
説
明
に
窮
す
る
の
は
祭
祀
に
お
け
る
「
祖
考
（
祖
先
）
」

の
「
来
格
」
の
証
明
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

問
。
上
古
聖
賢
所
謂
気
者
、
只
是
天
地
間
公
共
之
気
。
若
祖
考
精
神
、
則
畢

寛
是
自
家
精
神
否
。
日
。
祖
考
亦
只
是
此
公
共
之
気
。
此
身
在
天
地
間
便
是

理
与
気
凝
聚
底
。
（
『
語
類
』
巻
三
）

叉
、 そ

の
在
り
方
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
人
の
当
為
に
お
い
て
積
極

的
意
義
を
持
つ
「
宗
教
的
」
心
情
を
背
景
と
し
て
、
人
人
が
「
先
王
の
道
」
へ

と
到
る
路
が
、
「
誠
心
」
Ⅱ
「
誠
」
を
介
し
て
、
彼
の
『
中
庸
解
』
の
内
に
明

か
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
図
参
照
）
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又
問
。
既
日
往
為
鬼
、
何
故
謂
祖
考
来
格
。

日
。
此
以
感
而
言
。
所
謂
来
格
亦
略
有
些
神
底
意
思
。
以
我
之
精
神
感
彼
之

精
神
。
蓋
謂
此
也
。
祭
祀
之
礼
全
是
如
此
。
且
天
子
祭
天
地
、
諸
侯
祭
山

川
、
大
夫
祭
五
祀
、
皆
是
自
家
精
神
抵
当
得
他
過
、
方
能
感
召
得
他
来
。
加

諸
侯
祭
天
地
、
大
夫
祭
山
川
、
便
没
意
思
了
。
（
『
語
類
』
巻
三
）

「
鬼
神
」
Ⅱ
「
気
」
論
に
よ
っ
て
、
原
則
的
無
神
論
の
立
場
に
立
つ
朱
子

も
、
現
実
に
在
る
祭
祀
（
そ
れ
は
個
人
が
「
祖
考
」
を
祭
る
場
合
と
、
「
天
」

を
祭
る
場
合
と
共
に
在
る
）
に
お
け
る
「
鬼
神
感
格
」
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
人
が
死
ぬ
と
「
気
」
は
散
じ
る
筈
な
の
に
「
感
格
」

が
あ
る
の
は
、
①
「
強
死
」
な
ど
に
よ
っ
て
「
気
」
が
散
じ
き
っ
て
い
な
い

た
た
り

（
「
伯
有
の
属
」
）
、
②
本
来
一
元
の
「
気
」
と
い
う
も
の
が
不
変
に
一
貫
し

て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
「
理
」
が
あ
る
の
だ
、
③
且
つ
、
そ
の
人
の
立
場

に
よ
っ
て
当
然
の
法
則
が
あ
る
、
と
い
っ
た
説
明
で
こ
の
難
関
を
切
り
抜
け
よ

う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
や
は
り
強
弁
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
佐
藤
直
方

が
、
朱
子
の
論
を
賛
し
て
、

さ
て

「
投
鬼
神
ノ
コ
ト
ヲ
説
ト
キ
ニ
理
気
ノ
サ
バ
キ
ニ
ッ
カ
ュ
ル
コ
ト
ア
リ
。
鬼

神
〈
気
ヲ
主
ト
シ
テ
云
ト
心
得
テ
、
気
デ
云
ト
キ
’
一
ツ
カ
ュ
ル
コ
ト
ア
リ
。

ソ
コ
デ
ハ
理
デ
サ
バ
イ
タ
モ
ノ
ナ
リ
。
理
デ
云
テ
ュ
カ
ヌ
ト
キ
｜
天
気
デ
サ

（
鋤
）

バ
ク
コ
レ
デ
ッ
カ
へ
ナ
シ
。
」
（
『
報
蔵
録
』
中
庸
鬼
神
大
意
）

と
は
言
っ
た
も
の
の
、
そ
の
「
理
」
の
「
サ
バ
キ
」
方
に
必
ず
し
も
一
貫
し
な

い
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
も
、
朱
子
の
「
鬼
神
感
格
」
の
論
は
明
ら
か

に
破
綻
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
朱
子
の
「
鬼
神
」
論
の
宗
教
的
部
分
は
、
こ
の
よ
う
な
祭

祀
に
お
け
る
霊
魂
の
「
来
格
」
の
問
題
、
更
に
朱
子
自
身
幾
分
か
は
信
じ
て
い

（
狐
）

た
怪
異
現
象
の
意
味
づ
け
の
問
題
と
し
て
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
上
述
の
意
味
で
の
「
鬼
神
」
論
の
宗
教
的
視
点
が
日
本
近
世
の
儒
者
達
に

お
い
て
承
ら
れ
る
の
は
、
例
え
ば
新
井
白
石
の
場
合
が
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
。

彼
は
朱
子
以
上
に
無
神
論
的
、
合
理
的
立
場
か
ら
、
「
鬼
神
感
格
」
の
問
題
に

つ
い
て
、
錯
綜
混
迷
す
る
説
明
を
下
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
鬼

（
鋤
）

神
を
信
仰
し
て
い
る
事
態
が
あ
っ
て
、
そ
の
事
態
に
知
を
差
し
入
れ
よ
う
」
と

す
る
立
場
か
ら
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
も
、
朱
子
同
様
「
鬼

神
」
論
の
宗
教
的
部
分
と
は
、
霊
魂
「
来
格
」
、
怪
異
現
象
に
対
す
る
視
点
と

し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
近
世
儒
者
達
の
内
で
も
と
り
わ
け
宗
教
的
な

背
景
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
学
説
の
内
に
感
じ
さ
せ
る
祖
侠
に
お
い
て
は
、

、
、
、
、
、
、
、

上
述
の
意
味
で
の
宗
教
的
な
視
点
は
全
く
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
彼

は
論
語
「
子
不
語
怪
力
乱
神
一
章
（
述
而
）
に
お
い
て
、
「
怪
力
乱
神
」
を
「
怪

力
・
乱
神
」
と
は
解
さ
ず
、
「
怪
異
・
勇
力
・
惇
乱
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

（
調
）

「
鬼
神
」
と
は
か
か
わ
ら
ぬ
と
し
た
。
か
く
て
「
鬼
神
」
は
怪
異
現
象
と
分
離

さ
れ
、
又
「
鬼
神
」
は
「
天
神
・
地
示
・
人
鬼
」
で
は
あ
る
が
「
地
示
を
言
は

ざ
る
者
は
、
天
神
に
合
せ
て
こ
れ
を
言
ふ
。
凡
そ
経
伝
に
言
ふ
所
は
ゑ
な
然

（
弧
）

り
。
」
（
『
弁
名
』
）
と
し
て
、
自
然
界
の
事
象
も
そ
の
「
鬼
神
」
論
の
視
野

の
外
に
置
か
れ
た
。
彼
が
霊
魂
の
有
無
の
論
を
拒
絶
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
す
な
わ
ち
、
祖
採
が
対
象
と
す
る
「
鬼
神
」
と
は
全
く
「
先
王
」
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
礼
と
易
と
に
存
す
る
「
物
」
と
し
て
の
「
鬼
神
」
な
の
で
あ

る
。
（
同
時
に
「
天
地
の
心
」
と
し
て
人
に
つ
ら
な
る
点
は
前
に
述
べ
た
。
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
朱
子
や
白
石
ら
に
見
ら
れ
た
形
で
の
「
鬼
神
」

論
の
宗
教
的
な
視
点
は
、
祖
棟
に
お
い
て
全
く
脱
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言

三
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え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
「
鬼
神
」
論
で
新
し
く
そ
の
宗
教
的
な
部
分
と

し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
の
が
、
「
敬
鬼
神
」
と
い
う
心
の
在
り
方
に
お
け
る

「
宗
教
的
」
心
情
へ
の
視
点
で
あ
り
、
こ
の
「
宗
教
的
」
心
情
が
「
誠
」
と
い

う
概
念
を
介
し
て
、
人
人
の
当
為
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
い
う
点
に
、
彼
の

「
鬼
神
」
論
の
有
す
る
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

祖
株
の
学
問
的
立
場
と
は
、
六
経
に
示
さ
れ
て
在
る
「
先
王
」
の
「
制
作
」

し
た
事
実
を
、
更
に
抽
象
化
さ
れ
た
「
物
」
と
し
て
客
体
化
し
て
把
握
す
る
立

場
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
客
体
化
さ
れ
た
「
物
」
の
世
界
（
「
先
王
の

道
」
）
を
（
基
本
的
に
は
）
絶
対
視
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
、
現
実
社
会
を
も

や
は
り
対
象
化
し
て
観
て
ゆ
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
が
同
時
に
、
こ
の
よ

う
な
全
て
を
対
象
化
し
て
観
る
彼
の
学
問
の
背
景
に
、
「
敬
天
」
・
「
敬
鬼
神
」

の
強
調
に
み
ら
れ
る
「
宗
教
的
」
心
情
を
も
併
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
て
こ
の
「
敬
天
」
・
「
敬
鬼
神
」
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
の
不
明
の
部
分
、
す
な
わ
ち
「
物
」
・
「
先
王
の
道
」

の
世
界
と
人
人
と
の
か
か
わ
り
（
同
時
に
祖
裸
的
世
界
像
と
彼
の
内
面
と
の
か

か
わ
り
）
の
問
題
を
明
か
す
端
緒
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
観
点
か
ら
彼
の
「
鬼
神
」
論
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
「
鬼
神
」
論

の
主
題
は
「
敬
鬼
神
」
と
い
う
心
の
在
り
方
に
あ
り
、
そ
の
心
情
が
「
夫
婦
の

（
調
）

愚
も
与
り
知
る
」
こ
と
の
で
き
る
「
誠
」
Ⅱ
「
誠
心
」
と
い
う
概
念
を
介
し

て
、
人
人
が
「
先
王
の
道
」
の
世
界
へ
個
別
の
「
性
」
の
完
成
に
よ
っ
て
到
る

路
に
直
結
す
る
こ
と
を
示
す
点
に
あ
っ
た
の
だ
、
と
言
え
よ
う
。
こ
の
祖
侠
の

「
宗
教
的
」
心
情
は
、
単
に
先
祖
の
霊
魂
「
来
格
」
へ
の
関
心
や
怪
異
現
象
に

む
す
び

対
す
る
畏
怖
の
念
に
由
来
す
る
、
い
わ
ば
受
動
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、

体
系
化
さ
れ
な
い
も
の
の
彼
の
学
説
の
背
後
に
あ
っ
て
、
人
人
の
当
為
に
積
極

的
に
か
か
わ
っ
て
く
る
心
の
在
り
方
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
こ
の
「
鬼
神
」
と
は
、
そ
れ
自
体
一
筒
の
「
先
王
の
物
」
で
あ
り
つ
つ

「
天
地
の
心
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
物
」
の
世
界
（
「
先
王
の
道
」
）

に
お
け
る
「
天
・
人
」
を
同
一
地
平
上
に
合
し
、
且
つ
、
後
の
履
軒
に
お
い
て

み
ら
れ
る
よ
う
な
、
全
く
の
人
事
の
反
映
と
し
て
の
「
天
」
と
は
一
線
を
画
し

て
、
「
天
」
を
実
質
あ
る
「
敬
」
の
対
象
と
し
て
在
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

本
稿
引
用
の
祖
裸
の
文
章
は
、
日
本
思
想
大
系
三
六
『
荻
生
祖
侠
』
（
以
下

「
大
系
」
と
略
記
）
、
承
す
ず
書
房
版
『
荻
生
祖
侠
全
集
』
（
以
下
「
全
集
」

と
略
記
）
に
、
又
祖
棟
『
中
庸
解
』
・
仁
斎
『
中
庸
発
揮
』
・
履
軒
『
中
庸
逢

原
』
は
『
四
書
注
釈
全
書
・
学
庸
部
匡
（
以
下
「
全
書
」
と
略
記
）
に
よ
る
。

尚
、
漢
文
は
適
宜
書
き
下
し
文
、
新
字
体
に
改
め
て
あ
る
。

（
１
）
山
下
龍
二
「
論
語
に
お
け
る
八
鬼
神
ｖ
に
つ
い
て
－
儒
教
の
宗
教
的

性
格
ｌ
」
（
『
名
大
文
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
』
所
収
）
等
参
照
。

（
２
）
笠
原
芳
光
『
宗
教
の
現
在
ｌ
日
本
人
の
宗
教
観
Ｉ
』
（
人
文
書
院
、

一
九
八
二
）
二
○
二
頁
’
一
二
○
頁
。

（
３
）
『
論
語
徴
』
雍
也
「
敬
鬼
神
而
遠
之
」
章
注
、
全
集
三
、
五
八
三
頁
。

（
４
）
朱
子
の
「
鬼
神
」
論
に
関
し
て
は
、
後
藤
俊
瑞
『
朱
子
の
実
践
哲

学
』
（
目
黒
書
店
、
一
九
三
七
）
第
一
章
、
第
四
節
「
鬼
神
の
概
念
」
、

友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
（
春
秋
社
、
一
九
六
九
）
第
二
章
、

三

九



第
三
節
「
鬼
神
説
」
、
張
立
文
『
朱
烹
思
想
研
究
』
（
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
一
九
八
一
）
第
六
章
「
形
神
、
魂
睨
、
鬼
神
的
学
説
」
、
三

浦
国
雄
「
朱
子
鬼
神
論
の
輪
郭
」
（
『
神
観
念
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
、

講
談
社
、
一
九
八
一
、
所
収
）
を
参
照
。

（
５
）
源
了
圓
「
沮
侠
試
論
ｌ
祖
侠
の
政
治
思
想
に
お
け
る
文
化
と
宗
教
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
２
、
一
九
七
六
、
所

収
）
、
同
「
祖
棟
・
春
台
に
お
け
る
天
の
観
念
と
鬼
神
観
ｌ
近
世
後
期

に
お
け
る
天
の
観
念
と
神
の
観
念
の
交
渉
㈲
ｌ
」
（
『
神
観
念
の
比
較

文
化
論
的
研
究
』
所
収
）
参
照
。

尚
、
祖
侠
が
政
治
の
「
術
」
と
し
て
の
「
鬼
神
」
の
持
つ
効
果
を
認

識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
明
確
化
せ
ず
、
夢
想
的
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
彼
の
『
旧
事
本
紀
解
序
』
（
大
系
、
四
八
九
頁
）

に
お
け
る
、
日
本
の
神
道
と
中
国
儒
教
で
言
う
「
神
道
」
と
の
同
一
視

（
祭
政
一
致
と
い
う
点
で
の
）
と
い
う
楽
天
的
な
発
言
を
考
え
合
せ
る

べ
き
だ
と
思
う
。
叉
、
源
氏
の
根
拠
と
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
占
爺
、
兵
法
と
い
っ
た
一
定
の
文
脈
で
の
使
用
の
如
く
、
筆
者

に
は
思
わ
れ
る
。

但
し
、
沮
侠
の
思
想
の
内
に
確
か
に
認
識
と
し
て
あ
る
、
政
治
の

「
術
」
と
し
て
の
「
鬼
神
」
の
社
会
的
効
果
（
「
礼
」
制
度
の
中
で
の

「
鬼
神
」
の
位
置
と
も
関
連
）
と
、
本
稿
で
テ
ー
マ
と
す
る
「
宗
教
的
」

心
情
と
の
、
こ
の
両
側
面
が
い
か
に
し
て
統
一
さ
れ
て
在
る
の
か
は
依

然
と
し
て
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
本
稿
は
「
宗
教
的
」
心
情
の
側

面
か
ら
統
合
さ
れ
た
祖
裸
像
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試

論
で
あ
る
が
、
今
後
更
に
統
合
さ
れ
た
祖
侠
像
を
考
え
直
し
た
い
。

へ
６
）
大
系
、
一
三
○
頁
。

（
７
）
大
系
、
一
三
三
頁
。

（
８
）
大
系
、
一
二
○
頁
。

（
９
）
全
書
『
中
庸
解
』
、
二
四
頁
。

（
蛆
）
同
上
、
五
六
頁
。

（
Ⅱ
）
小
島
康
敬
「
祖
侠
に
お
け
る
『
天
』
と
『
作
為
』
」
（
『
日
本
思
想

史
学
』
第
九
号
、
一
九
七
七
、
所
収
）
参
照
。

（
翅
）
全
集
三
、
五
八
三
頁
。

（
過
）
大
系
『
弁
名
』
、
二
二
頁
。

（
Ｍ
）
相
良
亨
『
誠
実
と
日
本
人
』
（
・
へ
り
か
ん
社
、
一
九
八
○
）
、
子
安

宣
邦
「
『
誠
』
と
近
世
的
知
の
位
相
」
（
『
日
本
人
の
心
の
歴
史
』
、

現
代
思
想
９
月
臨
時
増
刊
号
、
青
士
社
、
一
九
八
二
、
所
収
）
参
照
。

（
妬
）
全
書
『
中
庸
解
』
二
一
五
頁
。

（
焔
）
大
系
、
二
三
頁
。

（
Ⅳ
）
全
書
『
中
庸
解
」
、
三
五
頁
。

（
咽
）
同
上
、
一
七
’
一
八
頁
。

（
岨
）
同
上
、
四
一
頁
。

（
釦
）
（
Ｍ
）
注
参
照
。

（
別
）
『
語
孟
字
義
』
、
大
系
第
三
三
巻
『
伊
藤
仁
斎
、
伊
藤
東
涯
』
、
八
三
頁
。

（
配
」
全
書
『
中
庸
発
揮
』
、
二
四
頁
。

（
羽
）
同
上
、
二
四
頁
。

（
型
）
全
書
『
中
庸
解
』
、
三
頁
。

（
溺
）
拙
論
「
柤
侠
に
お
け
る
『
物
』
に
つ
い
て
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
、

第
十
五
号
、
日
本
学
篇
、
一
九
八
一
、
所
収
）
参
照
。

四
○



付
記

本
稿
は
日
本
思
想
史
学
会
五
十
七
年
度
大
会
（
十
月
三
十
一
日
、
東
北
大

学
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
各
先
生
か
ら
助
言
を

い
た
だ
き
、
特
に
源
了
圓
教
授
よ
り
有
益
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に

謝
意
を
表
し
た
い
。

（
瓠
）
前
掲
、
友
枝
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
、
二
七
九
頁
。

（
犯
）
子
安
宣
邦
「
鬼
神
論
の
周
辺
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
、
第
九
号
、
日

本
学
篇
、
一
九
七
五
、
所
収
）
、
二
頁
。

（
詔
）
全
集
三
、
六
二
五
頁
。

（
弘
）
大
系
、
一
二
八
頁
。

（
調
）
全
書
『
中
庸
解
』
、
六
一
頁
。

祖
棟
に
お
け
る
「
格
物
」
と
は
、
「
礼
」
に
端
的
に
示
さ
れ
る
「
先

王
」
の
事
実
Ｉ
（
「
事
」
が
「
文
」
な
る
さ
ま
で
全
く
結
合
し
て
、
規

範
性
を
発
揮
し
て
い
る
Ⅱ
「
物
」
）
を
、
人
人
が
習
熟
に
よ
っ
て
実
感

的
に
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
郡
）
全
書
『
中
庸
解
』
、
五
頁
。

（
〃
）
同
上
、
五
頁
。

（
お
）
全
書
『
中
庸
逢
原
』
、
六
八
’
六
九
頁
。

（
調
）
『
弁
名
』
、
大
系
、
一
七
九
頁
。

（
釦
）
『
佐
藤
直
方
全
集
』
（
・
へ
り
か
ん
社
、
一
九
七
九
）
、
巻
一
、
一
六

六
頁
。

四
一


