
荻
生
祖
侠
は
、
そ
の
主
著
で
あ
る
『
弁
道
』
『
弁
名
』
の
中
で
、
孔
子
没
後

の
後
世
の
儒
者
の
解
釈
を
「
儒
家
者
流
」
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、

そ
の
主
要
な
論
点
は
、
祖
侠
と
彼
ら
の
「
言
語
」
認
識
の
相
違
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
１
）
彼
ら
の
解
釈
に
お
い
て
は
「
名
」
と
「
物
」
が
乖
離
し
て
い
る
（
「
孔

子
す
で
に
残
し
、
百
家
盆
涌
し
、
お
の
お
の
そ
の
見
る
所
を
以
て
し
て
以

（
１
４
）

て
こ
れ
に
名
づ
け
、
物
始
め
て
舛
へ
り
。
」
）

（
２
）
古
言
と
今
言
と
の
歴
史
的
差
異
を
認
識
し
て
い
な
い
（
「
殊
に
知
ら

（
２
）

ず
、
今
言
は
古
言
に
非
ず
、
今
文
は
古
文
に
非
ず
。
」
）

（
３
）
言
語
の
機
能
を
過
信
し
て
い
る
（
「
言
語
を
以
て
そ
の
理
を
明
ら
か
に

（
ｎ
Ｊ
）

せ
ん
と
欲
せ
ぱ
、
す
な
は
ち
君
子
す
ら
な
ほ
能
く
せ
ず
。
」
）

祖
侠
の
こ
の
よ
う
な
後
世
の
儒
者
の
言
語
認
識
に
対
す
る
批
判
は
、
現
代
に

お
い
て
祖
侠
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
私
た
ち
に
も
「
解
釈
と
は
何
か
」
あ
る
い
は

「
言
語
と
は
何
か
」
を
問
い
質
す
よ
う
な
、
問
題
性
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ

は
ま
る
で
、
祖
侠
は
、
私
た
ち
自
身
の
言
語
認
識
の
あ
り
方
に
も
反
省
を
迫
っ

一
、
は
じ
め
に

柤
棟
の
言
語
観
と
「
天
命
Ｌ
の
問
題
に
つ
い
て

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
言
語
」
に
関
す
る
問
題
を
提
起
す

る
祖
侠
の
言
語
観
と
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

柤
棟
が
自
身
の
言
語
論
を
形
成
す
る
過
程
で
、
伊
藤
仁
斎
や
程
子
・
朱
子
の

解
釈
と
の
葛
藤
・
克
服
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
祖
侠
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
経
耆
の
解
釈
は
ど
う
す
れ
ば
「
定
解
」
と
な
り
う
る
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。

経
は
解
す
べ
き
か
。
い
づ
く
ん
ぞ
解
す
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
ま

た
定
解
あ
る
こ
と
な
ぎ
の
承
。
古
人
の
詩
書
を
引
き
、
及
び
斉
・
魯
・

韓
家
の
そ
の
義
を
異
に
す
る
を
観
る
に
、
人
み
な
意
も
て
義
を
取
る
の

（
４
）

み
。

経
書
を
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
過
去
に
堆
積
し
て
い
る

解
釈
を
眺
め
て
承
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
「
定
解
」
と
い
う
一
定
し
た
解
釈
が

存
在
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
解
釈
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
意
」
つ
ま
り
各
自
が

（
反
Ｊ
）

思
っ
た
り
疑
っ
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
書
の
解
釈
を
決
定
す
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
誰
し
も
そ
う
し
た
「
意
」
に
依
拠
せ
ず
に
「
義
」
（
Ⅱ
義
理
）

を
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
「
意
」
自
体
を
無
視
す
る
こ
と
は

井
上
厚
史
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で
き
な
い
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
先
ほ
ど
の
引
用
に
続
い
て
、
祖
侠
は

次
の
よ
う
な
解
答
を
出
し
て
い
る
。

或
は
曰
く
、
人
み
な
意
も
て
こ
れ
を
取
ら
ぱ
、
そ
の
義
を
失
は
ざ
る
者
あ

ま
れ

り
と
い
へ
ど
も
、
幾
希
な
り
と
。
殊
に
知
ら
ず
、
「
礼
楽
な
る
者
は
徳
の

則
な
る
」
こ
と
を
。
故
に
学
者
、
詩
書
に
お
い
て
、
意
も
て
ゑ
づ
か
ら
こ

れ
を
取
る
と
い
へ
ど
も
、
礼
楽
の
在
る
こ
と
あ
れ
ば
、
ま
た
そ
の
義
を
失

（
虞
Ｕ
）

ふ
者
あ
る
こ
と
な
し
。

す
な
わ
ち
、
「
礼
楽
」
に
依
拠
し
た
う
え
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
「
意
」
に

よ
っ
て
解
釈
し
て
も
「
義
」
は
失
わ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
有
名

な
祖
裸
の
礼
楽
論
が
登
場
す
る
わ
け
だ
が
、
問
題
は
な
ぜ
祖
侠
が
経
書
解
釈
の

問
題
に
お
い
て
「
礼
楽
」
を
取
り
上
げ
る
の
か
で
あ
る
。
な
ぜ
祖
侠
の
言
語
認

識
に
対
す
る
批
判
は
、
「
言
語
」
の
み
に
終
始
せ
ず
、
非
言
語
的
要
素
で
あ
る

「
礼
楽
」
に
ま
で
範
囲
を
拡
大
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
、

祖
侠
は
経
書
解
釈
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
信
頼
し
う
る
「
言
語
」
を
発
見
す

る
か
と
い
う
困
難
な
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
捉
え
て
、
分
析
を
加
え
て
ゑ

た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
柤
棟
に
お
け
る
「
真
実
の
言
語
の
あ
り
方
」

の
模
索
で
は
な
か
っ
た
か
。

ま
た
、
沮
侠
の
後
世
の
儒
者
批
判
に
は
以
上
の
よ
う
な
言
語
論
か
ら
ば
か
り

で
な
く
、
「
先
王
の
道
は
、
天
に
本
づ
き
、
天
命
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
な

（
旬
ｊ
）

ふ
。
」
の
よ
う
に
、
「
天
命
」
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
な

ぜ
、
祖
侠
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
天
」
「
天
今
迎
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
こ
の
「
天
」
「
天
命
」
の
問
題
は
、
祖
棟
の
言
語
観

と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
結
論
を

先
取
り
す
れ
ば
、
沮
裸
は
、
仁
斎
や
程
朱
の
解
釈
批
判
を
通
じ
て
、
「
言
語
」

祖
侠
は
、
程
子
・
朱
子
な
ど
の
宋
儒
が
仁
の
解
釈
に
お
い
て
「
專
言
・
偏
言
」

の
区
別
を
立
て
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
そ
の
理
学
の
説
に
し
て
、
言
語
の
間
に
瞭
然
た
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る

（
８
）

者
の
み
。
い
づ
く
ん
ぞ
以
て
先
王
・
孔
子
の
道
を
知
る
に
足
ら
ん
や
。

沮
侠
に
と
っ
て
こ
の
宋
儒
の
解
釈
は
、
「
言
語
の
間
に
瞭
然
た
ら
ん
こ
と
を

欲
す
る
」
よ
う
な
、
言
葉
の
精
微
を
争
う
に
過
ぎ
な
い
無
意
味
な
も
の
と
し
か

映
っ
て
い
な
い
。
ま
た
沮
裸
は
、
後
世
の
儒
者
が
「
言
語
」
に
よ
っ
て
人
を
説

得
し
う
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
、
次
の
よ
う
に
「
言
語
の
弊
」
と

呼
ん
で
い
る
。

そ
の
病
は
み
な
言
語
を
以
て
我
を
信
ぜ
ざ
る
の
人
を
瞼
し
て
、
そ
れ
を
し

て
我
を
信
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
る
に
在
り
。
た
だ
に
そ
れ
を
し
て
我
を
信
ぜひら

し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
す
な
は
ち
千
古
紛
紛
の
論
を
啓

く
。
言
語
の
弊
は
、
あ
に
大
な
ら
ず
や
。
学
者
は
な
ほ
か
つ
こ
れ
を
先
王

の
教
へ
に
求
む
る
こ
と
能
は
ず
し
て
、
た
だ
議
論
を
の
ゑ
こ
れ
務
む
。
悲

（
９
）

し
い
か
な
・

つ
ま
り
、
柤
侠
に
と
っ
て
、
「
言
語
」
と
は
、
認
識
あ
る
い
は
教
育
の
手
段

と
し
て
無
条
件
に
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
千
古
紛
紛
」
の
議

論
を
生
み
出
す
原
因
で
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
道
」
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
も
、

の
歴
史
の
出
発
点
に
位
置
す
る
「
起
源
」
の
問
題
へ
と
次
第
に
導
か
れ
て
ゆ

き
、
そ
こ
で
「
天
命
」
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
論
じ
て
承
よ
う
。

二
、
言
語
の
道
は
徴
あ
る
を
貴
ぶ

九
九



け
だ
し
孔
子
の
時
よ
り
し
て
、
学
者
は
言
語
を
以
て
道
を
求
め
て
、
道
は

（
、
）

言
語
の
能
く
尽
く
す
所
に
非
ざ
る
こ
と
を
知
ら
ず
。

と
述
べ
、
「
道
」
は
言
語
に
よ
っ
て
直
接
指
示
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
「
教

へ
」
の
手
段
と
し
て
も
、
ま
た
「
道
」
の
表
現
と
し
て
も
、
「
文
」
と
い
う
メ

（
ｕ
）

タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
言
語
」
の
捉
え
方
は
、
「
言
語
」
が
認
識
・
教
育
の
手
段

と
し
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
い
わ
ば
「
言
語
」
機
能
の
「
有
限
性
」

を
祖
侠
が
強
く
自
覚
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か

に
、
従
来
の
無
数
に
堆
積
さ
れ
た
解
釈
の
分
裂
・
対
立
を
通
し
て
、
祖
侠
が

「
言
語
」
自
体
の
「
盗
意
性
」
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
し

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
意
」
（
Ｉ
各
円
の
意

思
）
の
レ
・
ヘ
ル
に
固
執
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
解
釈
は
ど
こ
ま
で
も
分
裂
す
る
こ

と
を
や
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
程
朱
二
先
生
の
よ
う
に
「
不
偏
不
怖
、
過
不

（
雌
）

及
な
く
、
以
て
精
微
の
至
り
を
極
め
ん
」
と
し
た
人
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
仁
斎

（
週
）

先
生
の
よ
う
に
「
聡
敏
」
な
人
で
あ
っ
て
も
、
結
局
争
っ
て
い
る
所
は
、
「
言

（
Ｍ
）

語
」
す
な
わ
ち
「
名
」
の
し
”
ヘ
ル
で
あ
っ
て
、
「
名
あ
り
て
実
な
し
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
祖
棟
が
『
弁
名
』
等
に
お
い
て
再
三
再
四
「
臆
」

「
妄
意
」
「
私
智
」
と
呼
称
し
批
判
し
て
い
る
も
の
は
、
彼
ら
解
釈
者
が
言
語

（
Ⅱ
４
名
」
）
の
象
を
問
題
に
し
、
言
語
に
真
実
性
（
Ｉ
望
否
）
を
も
た
ら
す

も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
所
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
、
言
語
が
「
実
」
な
る
も
の
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
祖

侠
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

信
は
言
語
の
科
た
り
。
言
語
の
道
は
、
徴
あ
る
を
貴
ぶ
。
故
に
信
を
以
て

な
づ

こ
れ
に
命
く
。
「
言
に
物
あ
り
」
と
日
ふ
が
ご
と
き
は
、
こ
れ
君
子
の
言

の
、
徴
あ
る
所
以
の
故
な
り
。
後
世
の
諸
儒
の
ご
と
き
は
、
議
論
は
美
な

り
い
へ
ど
も
、
空
言
に
し
て
徴
な
し
。
あ
に
敢
へ
て
宰
我
・
子
貢
の
言
語

（
脂
）

の
科
を
望
ま
ん
や
。

す
な
わ
ち
、
「
言
語
」
を
「
実
」
に
す
る
に
は
「
徴
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
「
言
に
物
が
あ
る
」
か
ど
う
か
が
決
定
的
な
条
件
と
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
言
語
が
「
徴
」
を
、
す
な
わ
ち
「
物
」
と
の
関
係
を

喪
失
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
内
容
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
「
空
言
」
と

し
て
無
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
程
朱
二
先
生

で
あ
ろ
う
と
仁
斎
先
生
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
「
徴
」
で
あ
る
「
物
」
と
の
関
係

性
に
思
い
至
っ
て
い
な
い
以
上
、
私
智
臆
説
、
あ
る
い
は
内
聖
外
王
の
説
と
し

て
、
し
り
ぞ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
を
整
理
し
て
承
る
と
、
沮
侠
が
後
世
の
儒
者
を
厳
し
く
批
判
す

る
の
は
、
彼
ら
の
解
釈
が
一
律
に
「
言
語
」
の
ゑ
を
分
析
の
対
象
と
し
て
捉

え
、
し
か
も
、
言
語
の
限
定
さ
れ
た
機
能
性
に
ま
っ
た
く
無
自
覚
で
あ
る
こ
と

へ
の
苛
立
ち
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
、
言
語
に
内
在
す
る
「
有
限
性
」
に

思
い
至
ら
な
い
ま
ま
、
「
名
」
の
象
を
過
信
し
て
無
条
件
に
解
釈
で
き
る
の

か
。
そ
れ
が
祖
侠
に
は
腹
立
た
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
祖
侠
の
言
語
観
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
朱
子

の
言
語
観
と
の
比
較
を
試
承
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
朱
子
は
経
書
解
釈
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

書
を
読
む
も
の
は
当
に
聖
人
経
を
作
る
所
以
の
意
と
、
聖
人
の
心
を
用
い

る
所
以
と
、
聖
人
の
聖
人
に
至
る
所
以
に
し
て
、
吾
の
未
だ
至
ら
ざ
る
所

以
の
も
の
、
未
だ
得
ざ
る
所
以
の
も
の
と
を
観
る
べ
し
。
句
句
に
し
て
之

を
求
め
、
昼
を
詞
し
て
之
を
味
わ
い
、
中
夜
に
し
て
之
を
思
い
、
其
の
心

一
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を
平
ら
に
し
、
其
の
気
を
易
ら
か
に
し
、
其
の
疑
わ
し
き
を
顕
く
と
き

（
妬
）

は
、
則
ち
聖
人
の
意
を
ぱ
見
ん
。

こ
こ
で
朱
子
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
経
書
と
い
う
テ
キ
ス
ト
中
の
句
句

一
つ
一
つ
を
よ
く
「
味
わ
っ
て
」
、
そ
こ
か
ら
「
聖
人
の
心
」
や
「
聖
人
に
至

る
所
以
」
を
読
玖
解
く
と
い
う
解
釈
の
あ
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
朱
子
の
関
心

は
あ
く
ま
で
、
「
言
語
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
」
と
い
う
言
語
の
表
象
内
容

に
あ
り
、
言
語
表
現
の
限
界
性
な
ど
は
夢
に
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
朱
子
の
場
合
、
「
言
語
」
が
置
か
れ
て
い
る
状
態
・
条
件
へ
の
関
心
は
欠

如
し
て
お
り
、
ひ
た
す
ら
「
熟
読
」
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
（
「
大
凡
読

書
は
、
須
是
ら
く
熟
読
す
べ
し
。
熟
読
し
了
れ
ぱ
、
自
ら
精
熟
す
。
精
熟
し
て

（
Ⅳ
）

後
に
、
理
自
ら
見
得
ん
。
」
）
。
こ
の
よ
う
な
「
言
語
」
に
対
す
る
直
接
の
信
頼

は
、
『
論
語
』
の
中
の
「
言
語
」
を
細
部
に
ま
で
わ
た
っ
て
究
め
つ
く
す
な
ら

ば
、
そ
の
人
は
す
で
に
孔
子
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い

（
肥
）

る
。

蓋
し
論
語
中
の
言
語
、
真
に
能
く
窮
究
し
て
其
の
繊
悉
を
極
め
、
透
徹
る

無
く
、
孔
子
の
肚
裏
よ
り
穿
ち
過
ぐ
る
が
如
く
、
孔
子
の
肝
肺
、
尽
く
知

（
的
）

ら
ぱ
、
豈
是
れ
孔
子
な
ら
ず
や
。

朱
子
の
こ
の
よ
う
な
「
言
語
」
の
表
象
作
用
に
対
す
る
全
幅
の
信
頼
と
は
対

照
的
に
、
祖
侠
の
場
合
は
、
「
言
語
自
体
」
す
な
わ
ち
「
言
語
」
を
取
り
巻
く

条
件
を
分
析
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
柤
裸
の
視

点
は
、
言
語
が
そ
の
表
象
作
用
に
よ
っ
て
何
を
表
わ
し
て
い
る
か
に
は
な
く
、

む
し
ろ
言
語
表
現
に
真
実
性
を
与
え
る
た
め
の
「
条
件
」
の
確
定
に
あ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
「
言
語
の
道
は
徴
あ
る
を
貴
ぶ
」
と
い
う
表
現
の
本
質

的
な
重
要
性
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
柤
侠
の
「
古
文
辞
」
と
い
う
言
語
論
の

登
場
は
、
「
言
語
」
認
識
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ

た
。

『
六
経
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
の
歴
史
的
な
テ
キ
ス
ト
（
古
文
書
）

で
あ
り
、
文
字
言
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
祖
侠
は
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
単
純

な
事
実
に
あ
え
て
目
を
つ
ぶ
る
か
の
よ
う
に
、
執
勘
に
「
物
」
と
い
う
非
言
語

的
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
試
ゑ
て
い
る
。

つ
ぶ
さ

そ
れ
六
経
は
物
な
り
。
道
具
に
こ
こ
に
存
す
。
「
こ
れ
を
行
事
に
施
し

て
、
深
切
著
明
な
り
」
と
は
、
聖
人
の
空
言
を
悪
む
な
り
。
：
：
：
後
儒
は

い
う
な
ら

す
な
は
ち
恥
を
非
と
す
れ
ど
も
、
そ
の
尤
に
傲
ひ
、
こ
れ
を
言
ひ
て
已
ま

ず
。
名
存
し
て
物
亡
ぶ
。
仁
義
道
徳
の
説
盛
ん
に
し
て
、
道
ま
す
ま
す
明

ら
か
な
ら
ず
。
：
．
…
故
に
吾
退
き
て
こ
れ
を
六
経
に
求
む
。
た
だ
そ
れ
物

（
犯
）

な
り
。

こ
こ
で
柤
棟
は
何
を
捉
え
て
「
物
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

解
く
鍵
は
、
「
言
に
物
あ
り
」
と
い
う
説
明
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る
。

「
言
に
物
あ
り
」
。
「
物
」
と
は
、
先
王
の
法
言
な
り
。
故
に
孔
子
と
い
へ

（
皿
）

ど
も
な
ほ
い
に
し
へ
の
成
言
を
援
引
す
。
こ
れ
い
は
ゆ
る
「
物
」
な
り
。

「
言
に
物
あ
り
」
。
「
物
」
と
は
一
物
あ
る
が
如
く
然
る
な
り
。
先
王
の
法

（
”
）

言
を
謂
ふ
。
凡
そ
礼
に
拠
り
て
言
へ
ぱ
、
「
言
に
物
あ
る
」
な
り
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
「
物
」
と
は
「
先
王
の
法
言
」
、
す
な
わ
ち
先
王
の
正

し
い
言
葉
を
意
味
す
る
一
方
で
、
「
先
王
の
法
言
」
が
「
物
」
で
あ
り
う
る
根

拠
は
、
「
礼
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
『
六
経
』
が

「
物
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
場
合
、
二
つ
の
段
階
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
一
つ

三
、
『
六
経
』
は
な
ぜ
「
言
語
」
で
は
な
く
「
物
」
な
の
か

凸

○
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は
言
語
的
範
蠕
に
属
す
る
「
先
王
の
法
言
」
に
よ
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
非
言

語
的
範
晴
に
属
す
る
「
礼
（
楽
）
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
「
礼
」
と
は

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
、
先
王
が
制
作
し
た
所
の
四
教
（
詩
書
礼
学
の
教

へ
）
、
六
芸
（
礼
楽
射
御
書
教
）
を
意
味
し
て
い
る
。

礼
な
る
者
は
、
道
の
名
な
り
。
先
王
制
作
す
る
所
の
四
教
、
六
芸
、
こ
れ

そ
の
一
に
居
る
。
い
は
ゆ
る
経
礼
三
百
、
威
儀
三
千
、
こ
れ
そ
の
物
な

（
”
）

恥
叩
ノ
Ｏ

さ
て
、
こ
こ
で
先
ほ
ど
の
「
言
語
」
に
お
け
る
「
徴
」
の
問
題
に
立
ち
返
っ

て
承
よ
う
。
「
言
語
」
が
真
実
で
あ
り
う
る
に
は
「
物
」
と
の
関
係
を
喪
失
し

て
い
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
狙
侠
は
「
物
」
と
は
「
先
王
の
法

言
」
で
あ
り
「
礼
」
だ
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
言
語
に
「
徴
」
が
あ
る
と
は
、

そ
の
言
語
が
「
先
王
」
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
そ
の
言
語
が

「
礼
楽
」
と
の
関
係
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
前
者
の

命
題
、
す
な
わ
ち
「
言
語
」
が
「
先
王
の
法
言
」
に
よ
っ
て
真
実
性
を
獲
得
す

る
こ
と
は
、
本
当
に
正
当
化
に
成
功
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
祖
侠
自
身
が
「
言
語
の
弊
」
を
主
張
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
「
言
語
」
の
過
信
を
根
拠
と
し
て
仁
斎
や
程
朱
の
解
釈
を
無
化
し
て
い
た

以
上
、
「
先
王
の
法
言
」
と
い
う
「
言
語
」
に
よ
っ
て
「
言
語
」
に
「
徴
」
が

あ
る
と
主
張
し
て
し
ま
っ
て
は
、
仁
斎
や
程
朱
と
何
ら
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
「
言
語
」
の
真
実
性
を
保
証
す
る
も
の
は
、

あ
く
ま
で
も
「
礼
」
に
根
拠
を
有
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
先
王

の
法
言
」
が
「
礼
」
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
次
の
発
言
は
、
柤

侠
の
こ
う
し
た
推
論
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

け
だ
し
先
王
は
言
語
の
以
て
人
を
教
ふ
る
に
足
ら
ざ
る
を
知
る
や
、
故
に

礼
楽
を
作
り
て
以
て
こ
れ
を
教
ふ
。
政
刑
の
以
て
民
を
安
ん
ず
る
に
足
ら

ざ
る
を
知
る
や
、
故
に
礼
楽
を
作
り
て
以
て
こ
れ
を
化
す
。
、
：
…
学
ぶ
の

方
は
、
習
ひ
て
以
て
こ
れ
に
熟
し
、
黙
し
て
こ
れ
を
識
る
。
黙
し
て
こ
れ

を
織
る
に
至
り
て
は
、
す
な
は
ち
知
ら
ざ
る
所
あ
る
こ
と
な
し
。
あ
に
言

（
餌
）

語
の
能
く
及
ぶ
所
な
ら
ん
や
。

言
の
嚥
す
所
は
、
詳
ら
か
に
こ
れ
を
説
く
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
た
だ
一
端

の
ゑ
。
礼
は
物
な
り
。
衆
義
の
苞
塞
す
る
所
な
り
。
巧
言
あ
り
と
い
へ
ど

（
妬
）

も
、
ま
た
以
て
そ
の
義
を
尽
く
す
こ
と
能
は
ざ
る
者
な
り
。

こ
う
し
て
「
言
語
」
は
非
言
語
的
要
素
で
あ
る
「
礼
（
楽
）
」
に
よ
っ
て
救

済
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
論
理
は
根
本
的
な
矛
盾
を
か
か
え

こ
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
で
は
こ
の
「
礼
」
は
ど
こ
か
ら
導
か
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
六
経
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
を
お
い
て
他
に
は
あ
り
え
な

い
。
『
六
経
』
と
い
う
文
字
言
語
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
「
礼
」
は
私
た
ち
に

認
識
可
能
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
言
語
」
に

よ
っ
て
「
言
語
」
を
救
済
す
る
こ
と
か
ら
、
「
言
語
」
を
「
礼
」
に
よ
っ
て
救

済
す
る
こ
と
に
論
拠
を
移
行
さ
せ
て
も
、
や
は
り
根
本
的
に
は
「
言
語
」
に
依

存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
「
言
語
」
内
に
特
殊
な
有
効
性
を
持
つ
「
言
語
」
を
作
り
出
す
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
古
文
辞
」
「
古
言
」
を
措
定
す
る
こ
と
は
、
一
種
の
縄
脱
け
よ
う

な
解
決
方
法
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
で
は
、
根
本
的
に
「
言

語
」
の
有
効
性
を
救
済
す
る
も
の
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
柤
裸

は
「
言
語
」
の
誕
生
の
謎
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

○



沮
棟
は
『
弁
名
』
の
冒
頭
で
、
「
名
」
の
誕
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。生

民
よ
り
以
来
、
物
あ
れ
ば
名
あ
り
。
名
は
故
よ
り
常
人
の
名
づ
く
る
者

あ
り
。
こ
れ
物
の
形
あ
る
者
に
名
づ
く
る
の
承
。
物
の
形
な
ぎ
者
に
至
り

て
は
、
す
な
は
ち
常
人
の
賭
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
の
者
に
し
て
、
聖
人
こ

れ
を
立
て
て
こ
れ
に
名
づ
く
。
然
る
の
ち
常
人
と
い
へ
ど
も
見
て
こ
れ
を

（
妬
）

知
る
べ
き
な
り
。
こ
れ
を
名
教
と
謂
ふ
。

つ
ま
り
、
「
名
」
の
起
源
に
は
、
常
人
に
よ
る
命
名
と
聖
人
に
よ
る
命
名
と

の
二
種
類
の
経
路
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
「
道
」
「
仁
」
な
ど
の
よ
う
な
無
形

の
「
名
」
に
つ
い
て
は
、
聖
人
の
承
に
可
能
な
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
問
題
は
、
「
言
語
」
の
中
で
も
特
に
「
名
」
と
「
物
」
が
乖
離
し
や
す

い
無
形
の
「
名
」
の
問
題
に
集
約
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
聖
人
の
特
殊
な
役
割

が
配
当
さ
れ
る
。

で
は
、
柤
侠
は
「
聖
人
」
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
当
に
「
言
語
」
の

誕
生
の
謎
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
注
意
す
べ
き
こ
と
が
二

点
あ
る
。
ま
ず
第
一
点
は
、
聖
人
が
登
場
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
名
」

（
言
語
）
が
誕
生
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
人
間
の
歴
史
は
す
で
に
始
ま
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
統
名
」
で
あ
る
「
道
」
に
つ
い

て
祖
侠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
道
な
る
者
は
、
上
古
の
聖
人
の
時
よ
り
、
す
で
に
由
る
所
あ
り
。
堯

舜
に
至
り
て
し
か
の
ち
後
道
立
ち
、
股
・
周
を
歴
て
し
か
る
の
ち
ま
す
ま

す
備
る
。
こ
れ
数
千
歳
、
数
十
聖
人
を
更
、
そ
の
心
力
智
巧
を
尽
く
し
て

四
、
聖
人
こ
れ
を
立
て
て
こ
れ
に
名
づ
く

（
”
）

以
て
こ
れ
を
成
す
。
あ
に
一
聖
人
一
生
の
力
の
能
く
な
す
所
な
ら
ん
や
。

つ
ま
り
、
「
道
」
は
す
で
に
聖
人
以
前
に
存
在
し
て
お
り
、
た
と
え
「
道
」

と
い
う
「
名
」
を
立
て
た
の
は
堯
舜
と
い
う
二
人
の
聖
人
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
「
道
」
が
整
備
・
完
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
数
千
歳
、
数
十
聖
人
を
必
要

と
す
る
よ
う
な
困
難
な
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
道
」
と
い
う
「
名
」
が

「
名
教
」
と
い
う
常
人
を
導
く
よ
う
な
豊
か
な
意
味
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
数

千
歳
の
年
月
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
聖
人
た
ち
の
夢
の
よ
う
に
長
期

間
に
わ
た
っ
た
努
力
と
い
う
表
現
の
中
で
、
「
言
語
」
の
謎
が
解
明
さ
れ
な
い

ま
ま
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

注
意
す
べ
き
第
二
点
は
、
祖
棟
の
「
名
」
の
捉
え
方
の
重
点
は
、
命
名
行
為

自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
「
名
教
」
に
ま
で
仕
上
げ
ら
れ
た

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
命
名
行
為
自
体
は
、
常

人
で
あ
っ
て
も
可
能
な
営
承
で
あ
っ
た
（
「
名
は
故
よ
り
常
人
の
名
づ
く
る
者

あ
り
」
）
。
つ
ま
り
命
名
行
為
自
体
は
、
何
も
聖
人
の
み
に
特
権
的
に
賦
与
さ

れ
た
能
力
で
は
な
い
。
ま
た
常
人
に
は
不
可
視
な
無
形
の
物
に
対
す
る
命
名
で

あ
っ
て
も
、
孔
子
没
後
の
諸
子
百
家
は
、
た
と
え
「
名
」
と
「
物
」
と
の
乖
離

（
羽
）

を
冒
し
て
い
て
も
、
「
お
の
お
の
其
の
見
る
所
を
以
て
し
て
こ
れ
に
名
づ
け
」

る
こ
と
は
行
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
聖
人
の
み
に
賦
与
さ
れ
た
能
力
と

は
、
無
形
な
物
に
命
名
す
る
行
為
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
名

教
」
と
い
う
常
人
を
導
く
「
教
へ
」
と
し
て
定
立
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
聖
人
の
偉
大
さ
と
は
、
孔
子
以
後
の
学
者
に
は
不

可
能
で
あ
っ
た
「
名
教
」
の
定
立
に
こ
そ
存
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
後
儒
の
盗
意
的
な
解
釈
に
あ
っ
て
も
常
に
命
名
行
為
は
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
名
教
」
た
り
え
な
い
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
彼
ら

○



（
”
）

が
「
物
」
を
見
失
っ
て
、
「
ほ
し
い
ま
ま
に
そ
の
意
を
以
て
こ
れ
を
言
ひ
て
」

命
名
行
為
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
聖
人
の
特
権
性
と
は
、
「
物
」

を
定
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
名
」
を
「
名
教
」
に
ま
で
仕
立
て
上
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
『
弁
名
』
と
い
う

テ
キ
ス
ト
の
中
で
祖
侠
が
繰
り
返
し
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「
言
語
」
を

「
物
」
と
「
名
教
」
と
に
よ
っ
て
救
済
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。し

か
し
結
局
、
「
言
語
」
の
誕
生
の
謎
は
、
「
聖
人
」
の
命
名
行
為
に
よ
っ

て
も
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
祖
侠
の
関
心
は
、
「
言
語
」
の
誕

生
の
謎
を
解
明
す
る
こ
と
に
は
向
か
わ
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
言
語
」
の
真
実
性

を
救
済
す
る
こ
と
の
ゑ
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
「
聖
人
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
「
物
」

と
北
離
し
な
い
「
名
」
を
定
立
し
、
「
言
語
」
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
祖
侠
の
言
語
観
を
裏
面
か
ら
照

ら
し
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
次
の
発
言
を
見
て
承
よ
う
。

思
孟
よ
り
し
て
の
ち
、
儒
家
者
流
立
ち
、
す
な
は
ち
師
道
を
尊
ぶ
を
以
て

務
め
と
な
し
、
妄
意
す
ら
く
、
聖
人
は
学
ん
で
至
る
べ
し
、
す
で
に
聖
人

と
な
る
と
き
は
、
す
な
は
ち
挙
げ
て
こ
れ
を
天
下
に
措
か
ば
、
天
下
自
然

に
治
ら
ん
と
。
こ
れ
老
・
荘
の
内
聖
外
王
の
説
に
し
て
、
外
を
軽
ん
じ
て

（
鋤
）

重
き
を
内
に
帰
す
。
大
い
に
先
王
・
孔
子
の
旧
に
非
ざ
る
な
り
。

そ
れ
聖
人
の
聡
明
容
智
の
徳
は
、
こ
れ
を
天
に
受
く
。
あ
に
学
ん
で
至
る

べ
け
ん
や
。
そ
の
徳
の
神
明
に
し
て
測
ら
れ
ざ
る
は
、
あ
に
得
て
窺
ふ
く

け
ん
や
。
故
に
古
の
学
ん
で
聖
人
と
な
り
し
者
は
、
た
だ
湯
・
武
・
孔
子

（
狐
）

の
承
。

一
○
四

「
学
ん
で
」
聖
人
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
妄
想
で
あ
っ
て
、
理
想
的
な
三

代
の
時
に
お
い
て
も
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
わ
ず
か
に
「
湯
・
武
・
孔

子
」
の
承
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
不
可
能
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
祖
侠
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
聖
人
」
に
な
る
こ
と
を
抑
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
言
語
」
の
根
源
を
求
め
て
い
っ
た
柤
侠
は
、
「
聖
人
」
以
前
に
「
言
語
」

が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
問
題
に
は
そ
れ
以
上

立
ち
入
ら
ず
、
無
形
の
物
に
対
す
る
命
名
、
す
な
わ
ち
「
名
教
」
の
問
題
に
の

ゑ
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。
「
言
語
」
に
内
在
す
る
「
歴
史
性
」
を
は
っ
き

り
と
認
識
し
て
い
た
柤
侠
が
「
言
語
」
の
起
源
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
こ
と

は
、
一
種
の
後
退
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
言
語
」
の
起
源
の
謎
に
肉
薄
し

て
い
な
が
ら
、
祖
棟
は
な
ぜ
そ
こ
で
問
題
を
「
名
教
」
と
い
う
形
で
提
出
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
問
題
関
心
は
さ
ら
に
、
「
名
教
」
か
ら
「
神
明
に
し
て

測
ら
れ
ざ
る
」
徳
を
身
に
つ
け
た
「
聖
人
」
の
存
在
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
「
言
語
」
の
起
源
は
、
「
妄
意
」
と
い
う
批
判
と
「
神
明
」
と
い
う
神

秘
性
の
中
で
つ
い
に
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
他
方
で
「
聖
人
」
に
接
近

す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
た
ま
ま
、
沮
侠
は
そ
の
問
題
の
一
歩
手
前
で
踏
み
止
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
解
釈
の
相
対
性
を
回
避
し
「
実
」
な
る
「
言
語
」
を
求
め

て
、
「
名
」
と
「
物
」
の
対
応
関
係
に
注
目
し
た
祖
侠
が
直
面
し
た
も
の
は
、

「
名
」
と
し
て
の
言
語
が
そ
の
有
意
性
・
真
実
性
を
獲
得
す
る
の
は
、
最
終
的

に
わ
れ
わ
れ
に
は
至
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
聖
人
」
が
定
立
し
た
「
名
教
」
と

い
う
言
説
の
あ
り
方
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
す
な
わ
ち
「
言
語
」
の
発
生
を
示
唆
す
る
命
名
行
為
が
、
い
つ
ど
こ
で
始



祖
侠
は
『
弁
名
』
に
お
い
て
、
「
先
王
の
道
」
が
「
天
に
本
づ
き
、
天
命
を

（
犯
）

奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
な
ふ
」
、
あ
る
い
は
「
天
を
敬
す
る
を
以
て
本
と
な
し
、

（
認
）

天
道
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
天
」
「
天
命
」
「
天

道
」
を
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
し
き
り
に
訴
え
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
祖
侠
は
常
に
、
「
天
」
が
不
可
知
で
あ
り
、
不
可
測
で
あ
る
こ
と
を
力
説

す
る
。

そ
れ
天
な
る
者
は
、
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
る
者
な
り
。
か
つ
聖
人
は
天
を

（
弧
）

畏
る
。

け
だ
し
天
な
る
者
は
、
得
て
測
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
故
に
曰
く
、

「
天
命
、
常
な
し
」
、
「
こ
れ
命
、
常
に
お
い
て
せ
ず
」
と
。
古
の
聖
人
、

欽
崇
敬
畏
に
こ
れ
邊
あ
ら
ざ
り
し
こ
と
、
か
く
の
ご
と
く
そ
れ
至
れ
る
者

（
妬
）

は
、
そ
の
得
て
測
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
な
り
。

「
天
」
は
不
可
知
・
不
可
測
で
あ
る
が
故
に
、
聖
人
は
こ
れ
を
欽
崇
敬
畏
し

て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
不
可
知
・
不
可
測
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
な
ぜ
崇

敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
た
と
え
ば
も
し
こ
こ
で
「
天
」
を
崇
敬
せ
ず

（
犯
）

「
天
を
知
る
以
て
自
負
す
る
者
」
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
私
智
を
以
て
天

（
”
）

を
測
る
者
」
あ
る
い
は
「
傲
然
と
し
て
聖
人
た
ら
ん
こ
と
を
求
」
め
る
者
と
し

ま
っ
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
す
れ
ば
「
言

語
」
は
「
実
」
に
な
り
う
る
か
。
結
局
祖
侠
は
、
終
始
こ
の
問
題
に
し
か
関
心

を
向
け
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
最
後
に
、
こ
う
し
た
祖
侠
の
営
承
の
中
で
、
な
ぜ
「
天
」
「
天
命
」
が

執
勧
に
繰
り
返
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
か
、
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

五
、
凡
そ
人
の
力
は
、
及
ぶ
こ
と
あ
り
、
及
ば
ざ
る
こ
と
あ
り
。

て
、
徹
底
的
に
非
難
・
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
一
体
、
狙
侠
に
と
っ
て
何
が
問

題
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

朱
子
は
「
天
」
に
つ
い
て
「
天
は
す
な
は
ち
理
な
り
」
と
説
い
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
解
釈
は
祖
侠
に
し
て
み
れ
ば
つ
ま
る
所
、
「
天
は
我
こ
れ
を
知
る
」

（
犯
）

と
し
て
、
「
天
」
を
知
り
え
た
と
豪
語
す
る
に
等
し
い
。
し
か
し
「
理
」
と

は
、
「
人
お
の
お
の
そ
の
見
る
所
」
で
あ
り
、
「
定
準
な
き
者
」
で
あ
る
。

人
お
の
お
の
そ
の
見
る
所
を
見
て
、
そ
の
見
ざ
る
所
を
見
ず
、
故
に
殊
な

る
な
り
。
故
に
理
は
い
や
し
く
も
こ
れ
を
窮
め
ず
ん
ぱ
、
す
な
は
ち
能
く

得
て
一
に
す
る
こ
と
な
し
。
然
れ
ど
も
天
下
の
理
は
、
あ
に
窮
め
尽
く
す

（
羽
）

ベ
け
ん
や
。

「
天
下
の
理
」
は
窮
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
「
理
」
を

．
」
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
理
」
は
解
釈
者
ご
と

に
異
な
り
、
ま
さ
に
「
定
準
な
き
者
」
に
堕
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
「
天
」

を
「
理
」
に
よ
り
解
釈
し
よ
う
と
す
る
朱
子
の
理
解
は
、
「
私
智
」
「
臆
説
」

と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
」
が
不
可
知

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
直
接
の
問
題
な
の
で
は
な
く
、
「
天
」
の
不

可
知
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
侠
が
「
理
」
説
を
排
除
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。
沮
侠
が
朱
子
に
反
発
し
た
の
は
、
ま
さ
に

「
理
」
は
窮
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。

「
理
」
を
窮
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
各
人
は
．
」
に
な
っ
た

「
理
」
に
基
づ
い
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
「
理
」
を
窮
め
尽
く

す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
「
理
」
に
基
づ
く
言
説
の
真
実
性
は
全
く
失
わ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

理
を
窮
む
る
の
弊
は
、
天
と
鬼
神
と
、
み
な
畏
る
る
に
足
ら
ず
と
し
、
し

一
○
五



か
う
し
て
己
は
す
な
は
ち
傲
然
と
し
て
天
地
の
間
に
独
立
す
る
な
り
。
こ

れ
後
世
の
儒
者
の
通
病
に
し
て
、
あ
に
天
上
天
下
唯
我
独
尊
な
ら
ず
や
。

か
つ
荘
莊
た
る
宇
宙
、
果
た
し
て
何
ぞ
窮
極
せ
ん
。
理
は
あ
に
窮
め
て
こ

れ
を
尽
く
す
べ
け
ん
や
。
そ
の
我
こ
と
ご
と
く
知
る
と
い
う
者
も
、
ま
た

（
㈹
）

妄
な
る
の
承
。

こ
う
し
て
「
理
」
は
窮
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
措
定
さ

れ
、
「
理
」
に
よ
る
認
識
自
体
が
無
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
天
」

の
不
可
知
は
、
祖
裸
が
も
っ
と
も
怖
れ
た
解
釈
の
分
裂
を
回
避
す
る
た
め
の
戦

略
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
見
い
出
し
た

「
理
」
に
基
づ
い
て
「
言
語
」
が
使
用
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
解
釈
は
分
裂
を
止

め
ず
、
ひ
い
て
は
「
言
語
」
自
体
も
無
力
に
堕
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

こ
で
ど
う
し
て
も
「
理
」
に
よ
る
解
釈
の
限
界
を
定
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
有
限
性
」
の
た
が
を
は
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
祖
侠
を
し

き
り
に
「
天
」
や
「
天
命
」
「
天
道
」
に
言
及
さ
せ
た
根
本
の
動
機
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
人
間
の
認
識
能
力
の
「
有
限
性
」
を
代
償
と
し
て
、
「
解
釈
」
が

ひ
い
て
は
「
言
語
」
が
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
人
間
に
と
っ
て
最
も
克
服
困
難
な
「
天
命
」
こ
そ
、
最
も
リ
ア
ル
に
、
か
つ

重
大
に
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
有
限
性
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

凡
そ
人
の
力
は
、
及
ぶ
こ
と
あ
り
、
及
ば
ざ
る
こ
と
あ
り
。
強
い
て
そ
の

力
の
及
ば
ざ
る
所
を
求
む
る
者
は
、
不
智
の
大
な
る
者
な
り
。
故
に
日

（
狐
）

く
、
「
命
を
知
ら
ず
ん
ぱ
、
以
て
君
子
た
る
こ
と
な
き
な
り
」
と
。

命
な
る
者
は
、
天
の
我
に
命
ず
る
を
謂
ふ
な
り
。
或
い
は
生
あ
る
の
初
を

（
岨
）

以
て
こ
れ
を
言
ひ
、
或
い
は
今
日
を
以
て
こ
れ
を
言
ふ
。

「
天
命
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
君
子
で
は
な
く
、
人
間
の
生
か
ら
死
ま
で
す
べ

以
上
、
祖
侠
の
経
書
解
釈
を
も
と
に
、
沮
侠
に
お
け
る
言
語
観
と
「
天
命
」

の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
。
沮
棟
が
直
面
し
て
い
た
最
も
切
実
な
問
題
は
、

「
実
」
な
る
言
語
、
す
な
わ
ち
「
真
実
な
言
語
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
の
模

索
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朱
子
の
よ
う
な
「
理
」
に
よ
る
認
識
の

有
効
性
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
、
「
言
語
」
は
「
定
準
な
ぎ
理
」
に
よ
っ
て
無

数
に
分
裂
し
、
つ
い
に
は
そ
の
「
真
実
性
」
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
沮
侠
は
「
物
」
に
よ
っ
て
根
本
的
な
救
済
を
試
永
た
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
『
六
経
」
の
解
釈
を
通
し
て
帰
納
さ
れ
る
「
古
文
辞
」
を
媒
介
と
す

る
よ
り
他
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
古
文
辞
」
を
「
古
文
辞
」
と
し
て
そ
の
正

当
性
を
保
証
す
る
も
の
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
推
論
は
こ
こ
で
立
ち
止
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
「
言
語
」
の
起
源
に
可
能
性
を
求
め
て
も
、
祖
侠

は
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
。
他
方
「
聖
人
」
に
接
近
す
る
こ
と
に
は
、
歯
止
め
が

か
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
困
難
を
あ
え
て
冒
す
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち

に
「
解
釈
」
の
分
裂
を
招
来
し
、
「
言
語
」
は
再
び
無
力
化
せ
ざ
る
を
え
な
い

て
の
期
間
に
わ
た
っ
て
人
間
の
運
命
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
、
「
天
命
」
は

常
に
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
祖
係
の
「
言
語
」
の
起
源
を
め
ぐ
る
旅
は
、
最
終
的
に
「
天
命
」

と
い
う
「
有
限
性
」
に
た
ど
り
つ
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

人
間
に
は
到
達
不
可
能
な
領
域
と
し
て
、
あ
る
い
は
到
達
し
て
は
い
け
な
い
領

域
と
し
て
措
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
そ
れ
を
冒
し
て
し
ま

う
な
ら
ば
そ
の
と
た
ん
に
「
解
釈
」
は
分
裂
し
、
「
言
語
」
は
無
力
化
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

六
、
結
語

一
○
六



か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
祖
侠
は
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
を
強
く
主
張

し
、
そ
の
象
徴
と
し
て
「
天
命
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
な
物
と
し
て
存
在
す
る
「
言
語
」
の
真
実
性

の
救
済
は
、
人
間
に
は
思
考
さ
れ
え
な
い
「
天
命
」
の
提
示
を
代
償
と
し
て
、

祖
侠
に
よ
っ
て
あ
く
ま
で
も
経
験
的
領
域
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
中
で
遂
行
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

注

（
１
）
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
祖
侠
』
「
弁
名
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）

四
○
頁
。

（
２
）
同
、
四
一
頁
。
（
３
）
同
、
一
三
四
頁
。

（
４
）
荻
生
祖
侠
全
集
第
Ⅳ
巻
『
讓
園
七
筆
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
）

七
七
五
頁
。

（
５
）
『
諄
文
筌
蹄
』
（
大
化
書
局
）
一
三
二
頁
。

（
６
）
『
讓
園
七
筆
』
七
七
六
頁
。

（
７
）
「
弁
名
」
、
五
九
頁
。

（
８
）
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
柤
侠
』
「
弁
道
」
一
九
頁
。

（
９
）
「
弁
名
」
一
三
九
頁
。

（
的
）
『
讓
園
四
筆
』
七
○
八
頁
。

（
Ⅱ
）
『
現
代
思
想
』
（
一
九
八
七
、
七
、
青
士
社
）
所
収
の
、
子
安
宣
邦
氏
「
二
つ

の
『
論
語
』
あ
る
い
は
二
つ
の
「
古
え
」
」
を
参
照
。
一
三
八
’
三
七
頁
。

（
岨
）
「
弁
名
」
一
○
九
頁
。

（
過
）
同
、
一
二
五
頁
。

へ
Ｍ
）
同
、
五
○
頁
。

（
喝
）
同
、
八
七
頁
。

（
略
）
中
国
文
明
選
第
四
巻
『
近
思
録
上
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
）

二
二
三
頁
。

（
Ⅳ
）
『
朱
子
語
類
』
巻
第
十
（
中
華
書
局
）
一
六
七
頁
。

（
肥
）
『
語
・
孟
』
か
ら
「
聖
人
の
意
志
語
脈
」
を
読
承
取
る
と
い
う
仁
斎
の

言
語
認
識
は
、
単
な
る
表
象
の
し
ゞ
ヘ
ル
に
お
け
る
読
解
を
越
え
出
た
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す

る
。
問
題
は
、
仁
斎
の
読
解
の
本
質
的
性
格
が
何
か
で
は
な
く
、
そ
れ
を

祖
侠
が
ど
う
捉
え
て
い
た
か
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
岨
）
朝
日
文
明
選
第
三
巻
『
朱
子
集
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
）
一
六

二
頁
。

（
別
）
『
荻
生
祖
侠
』
「
学
則
」
一
九
二
頁
。

（
皿
）
『
讓
園
六
筆
』
七
五
○
頁
。

（
〃
）
同
、
七
六
八
頁
。

（
路
）
「
弁
名
」
六
九
頁
。

（
別
）
同
、
七
○
頁
。

（
妬
）
同
、
七
一
頁
。

（
恥
）
同
、
四
○
頁
。

（
〃
）
同
、
四
二
頁
。

（
躯
）
同
、
四
○
頁
。

（
鯛
）
同
、
七
五
頁
。

（
別
）
「
弁
道
」
一
二
頁
。

（
別
）
「
弁
名
」
六
八
頁
。

（
胡
）
同
、
五
九
頁
。

（
羽
）
同
、
九
六
頁
。

（
斜
）
同
、
一
二
三
頁
。

（
弱
）
同
、
一
二
一
頁
。

（
鮒
）
同
、
一
二
三
頁
。

（
師
）
同
、
一
二
四
頁
。

（
胡
）
同
、
一
二
○
頁
。

（
胡
）
同
、
一
五
○
頁
。

（
㈹
）
「
弁
道
」
、
三
○
頁
。

（
似
）
同
、
五
九
頁
。

（
“
）
同
、
一
二
四
頁
。

（
大
阪
大
学
・
大
学
院
生
）

一
○
七


