
本
書
は
、
創
文
社
の
「
叢
書
身
体
の
思
想
」
の
第
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
自
身
す
で
に
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
既
刊
の
『
義
理
と
人
情
』
（
中
央
公
論
社
）
、
『
文
化
と
人
間
形

成
』
（
第
一
法
規
出
版
）
に
つ
な
が
る
、
著
者
の
一
連
の
日
本
文
化
論
の
系
譜

を
承
け
て
著
述
さ
れ
て
い
る
。

内
容
把
握
の
便
を
考
慮
し
て
、
ま
ず
本
書
の
目
次
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
き

た
い
。

八
書
評
Ｖ

ま
え
が
き

第
一
章
「
型
」
と
は
何
か

第
二
章
「
型
」
の
前
史
１
１
古
代
・
中
世
に
お
け
る
「
身
」
と
「
こ
こ

ろ
」
と
「
わ
ざ
」
の
思
想

第
三
章
世
阿
弥
の
能
楽
理
論
に
お
け
る
「
型
」
の
問
題

第
四
章
剣
法
論
に
見
ら
れ
る
「
型
」

一

源
了
圓
著

「
型
』

い
ま
細
目
は
省
略
し
た
が
、
こ
の
目
次
を
通
し
て
、
本
書
の
骨
格
が
、
日
本

に
お
け
る
「
型
」
の
問
題
を
、
世
阿
弥
の
能
楽
理
論
と
諸
流
の
剣
法
論
と
を
主

軸
と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
孜
立
て
ら
れ
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
よ
う

で
あ
る
。
実
際
、
単
純
に
量
的
な
計
算
か
ら
も
、
能
楽
理
論
へ
の
論
及
に
当
て

る
第
三
章
が
九
四
頁
、
剣
法
論
を
検
討
す
る
第
四
章
が
八
○
頁
、
併
せ
て
一
七

四
頁
と
な
り
、
こ
れ
が
本
書
の
本
論
部
分
三
○
六
頁
の
優
に
過
半
を
占
め
て
い

る
。
さ
ら
に
最
大
の
比
重
が
能
楽
理
論
の
考
察
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
著
者
が
、
型
の
問
題
の
考
察
に
際
し
て
、
第
四
章
の
「
は
じ

め
に
」
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

「
世
阿
弥
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
能
の
型
を
も
っ
て
、
『
文
』
の
芸
に

お
け
る
型
を
代
表
さ
せ
た
い
」
が
、
そ
の
根
拠
は
、
「
茶
道
、
華
道
、
狂

言
、
舞
踊
、
歌
舞
伎
、
等
の
諸
芸
能
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
型
が
あ
り
、

第
五
章

結
ぴ

「
型
」
と
稽
古
Ｉ
「
型
」
と
日
本
人
と
の
交
わ
り
の
「
型
」

「
型
」
に
お
け
る
心

広
神

一

三

四

清



一
一

さ
て
、
「
型
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
第
一
章
で
展
開
さ
れ
る
論
議
が
こ
の

問
題
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
型
」
は
「
個
人
の
行
為
の
次
元
に
お
け
る
行
為
様
式
か
ら
、
社

そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の
理
論
が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
能
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
が
多
く
、
ま
た
世
阿
弥
の
場
合
ほ
ど
多

面
に
ま
た
が
る
考
察
を
し
て
い
る
も
の
は
ま
れ
で
あ
る
」
と
考
え
て
無
理

は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

他
方
、
著
者
は
、
「
武
」
の
芸
に
お
け
る
型
の
問
題
は
、
剣
道
に
お
け

る
型
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
た
い
と
い
う
。
「
武
の
芸
に
は
剣
道
の
ほ
か

に
、
居
合
、
弓
道
、
槍
、
薙
刀
、
棒
術
、
馬
術
、
柔
道
、
唐
手
、
合
気
道

等
、
数
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
武
道
に
は
種
々
の
流
派

が
あ
っ
て
、
当
然
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
毎
に
異
な
る
型
が
あ
る
が
、
私
は
剣

道
を
も
っ
て
『
武
』
の
芸
に
お
け
る
『
型
』
の
問
題
を
代
表
さ
せ
た
い
」

と
し
、
「
そ
の
理
由
は
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
古
流
武
芸

に
お
い
て
最
も
隆
盛
を
き
わ
め
、
多
く
の
人
材
を
ひ
き
つ
け
、
型
の
問
題

に
つ
い
て
最
も
多
く
の
理
論
を
提
供
し
て
い
る
の
が
剣
道
ｌ
当
時
の
最

も
代
表
的
な
用
例
に
即
し
て
言
え
ば
『
剣
法
』
ｌ
だ
か
ら
で
あ
る
」
と

い
う
の
で
あ
る
（
一
六
二
’
一
六
三
頁
）
。

つ
ま
り
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
者
は
、
「
型
」
の
問
題
に
つ
い
て
文

・
武
両
面
か
ら
考
察
を
行
な
い
、
文
の
芸
に
お
け
る
型
を
能
楽
論
に
よ
り
、
武

の
芸
に
お
け
る
型
を
剣
法
論
に
よ
っ
て
、
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

ヲ
（
》
◎

会
に
お
け
る
集
団
の
行
為
様
式
、
さ
ら
に
は
文
化
の
型
と
呼
ば
れ
る
一
般
的
な

も
の
へ
」
（
一
○
頁
）
と
拡
げ
て
考
え
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
こ
こ

で
は
視
野
を
搾
っ
て
、
「
型
」
は
「
発
生
的
に
は
個
人
の
身
体
の
動
作
と
深
く

関
わ
っ
て
い
る
と
思
う
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
古
代
の
神
ま
つ
り
の
儀
式
に

お
け
る
宗
教
的
儀
礼
や
、
そ
れ
に
伴
う
舞
踊
な
ど
の
身
体
的
動
作
が
だ
ん
だ
ん

と
様
式
化
さ
れ
て
、
『
型
」
と
い
う
名
前
こ
そ
な
け
れ
、
実
質
的
に
は
或
る
型

が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
」
（
二
頁
）
と
い
う
。
「
そ
れ
ら
が
世
俗
化
さ
れ
て
や

が
て
そ
れ
は
『
芸
』
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
く
」
（
同
前
）
の
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
、
芸
能
に
関
す
る
西
山
松
之
助
氏
の
定
義
ｌ
「
芸
と
は
、

（
中
略
）
体
の
全
体
ま
た
は
一
部
を
は
た
ら
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
価
値

を
創
り
出
す
と
か
、
ま
た
は
再
創
造
す
る
（
中
略
）
は
た
ら
き
を
い
う
」
ｌ

が
引
用
さ
れ
、
著
者
も
ま
た
「
芸
が
身
体
、
肉
体
の
基
盤
の
上
に
成
立
す
る
こ

と
」
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
で
「
武
芸
も
や
は
り
『
芸
』
で
あ
っ
た
」
（
同
前
）

と
の
諒
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
「
肉
体
・
身
体
を
用
い
る
文
武
の
芸
の
成
立
と
と
も
に
、
『
型
』

と
い
う
も
の
が
日
本
で
は
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
れ
は
中
世
か
ら
近
世
に
渉
る
時
期
で
あ
っ
た
」
（
二
’
一
二
頁
）
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
芸
能
を
視
覚
で
把
え
る
観
客
の
側
か
ら
は
、
ま
ず
「
形
」
を
通

し
て
「
型
」
を
見
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
形
」
と
「
型
」
と
が
不
可
分
離
で

あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
し
か
し
、
『
形
』
と
『
型
」
と
は
同
じ
で

は
な
い
」
（
一
二
頁
）
。
柳
宗
悦
も
語
る
よ
う
に
「
型
と
形
は
連
ふ
」
（
「
茶
道

を
想
ふ
」
）
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
相
違
に
つ
い
て
的
確
に
再
説
し
た
も
の

と
し
て
、
弓
型
』
は
基
本
的
に
『
形
」
（
フ
ォ
ル
ム
）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た

一

三
打



本
書
が
考
察
の
対
象
と
す
る
「
型
」
は
、
人
間
の
身
体
的
行
為
や
運
動
に
も

と
づ
く
「
型
」
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
型
」
の
成
立
に
と
っ
て
不

可
欠
な
の
は
、
「
心
・
技
・
体
」
の
三
要
素
（
三
六
頁
）
で
あ
る
。

「
型
」
の
基
本
（
素
材
）
と
な
る
身
体
の
運
動
（
体
）
は
、
お
お
む
ね
精
神

の
活
動
（
心
）
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
形
の
洗
練
で
あ
り
、
合
理

化
・
機
能
化
・
美
化
で
あ
り
、
い
わ
ば
形
の
形
で
あ
る
」
「
『
型
』
が
生
ま
れ

だ
一
つ
の
機
会
に
だ
け
行
わ
れ
た
『
形
』
は
『
型
』
で
は
な
い
。
あ
る
『
形
』

が
『
型
』
に
な
っ
て
定
着
し
固
定
す
る
の
は
、
幾
度
も
繰
り
返
し
て
そ
の

『
形
』
が
演
じ
ら
れ
、
時
代
の
観
客
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
『
形
』
が
あ
る
種
の
規
範
と
な
っ
て
、
俳
優
か
ら
俳
優
へ
と
伝
承
さ
れ
る
こ

と
が
そ
の
前
提
と
な
る
」
と
の
服
部
幸
雄
氏
の
説
（
「
型
掌
論
」
）
が
あ
り
、

こ
の
説
に
著
者
も
同
意
し
て
い
る
（
一
三
頁
）
。

結
局
、
「
型
」
と
い
う
の
は
、
「
人
間
の
意
識
的
・
無
意
識
的
な
動
作
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
る
形
の
う
ち
、
あ
る
形
が
と
く
に
選
択
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
形

を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
て
洗
練
し
、
そ
の
形
の
現
実
化
を
持
続
的
な
も
の
と
し

よ
う
と
す
る
努
力
・
精
進
の
結
果
、
成
就
し
完
成
し
た
い
わ
ば
『
形
の
形
』
と

も
い
う
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
一
四
頁
）
。

さ
て
、
「
『
型
』
が
一
度
出
来
上
が
る
と
、
そ
の
『
型
』
は
演
技
者
の
手
を

離
れ
、
演
技
者
の
人
格
を
離
れ
て
独
り
立
ち
」
を
始
め
、
や
が
て
規
範
性
・
範

型
性
・
模
範
性
を
獲
得
し
、
「
私
ど
も
に
そ
れ
に
向
か
っ
て
の
、
あ
く
こ
と
の

な
い
努
力
精
進
を
促
す
『
強
制
力
』
を
獲
得
す
る
」
（
一
五
頁
）
に
至
る
の
で

あ
る
。

一
一
一

世
阿
弥
に
は
多
数
の
論
書
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
の
段
階
に

相
応
し
た
論
旨
が
見
ら
れ
、
著
者
は
そ
れ
ら
を
丹
念
に
ト
レ
ー
ス
し
つ
つ
考
察

を
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
評
者
は
、
紙
数
の
制
約
も
あ
る
ゆ
え
、
ま
ず
「
世
阿

弥
が
最
終
的
に
到
達
し
た
世
界
」
と
著
者
の
指
摘
す
る
場
所
か
ら
議
論
に
参
加

し
て
承
る
こ
と
と
す
る
。

諭
書
『
拾
玉
得
花
』
は
、
演
能
者
が
稽
古
を
積
習
し
た
末
に
到
達
な
い
し
開

拓
す
る
芸
位
を
「
安
位
」
と
し
、
こ
れ
を
「
安
き
位
」
と
区
別
し
て
い
る
。

「
安
き
位
」
と
は
、
「
稽
古
を
習
道
し
た
る
成
功
の
安
位
」
つ
ま
り
「
わ
ざ

の
次
元
の
芸
位
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
の
次
元
か
ら
は
「
無
心
と
は
な
を

（
１
）

先
述
し
た
よ
う
に
、
評
者
の
見
る
限
り
、
本
書
の
主
題
が
最
も
色
濃
く
反
映

す
る
論
述
は
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
を
扱
う
第
三
章
と
諸
流
の
剣
法
論
を
扱
う
第

四
章
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
型
」
の
形
成
と
心
・
技
・
体
の
三
要

素
と
の
関
連
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
著
者
の
考
察
を
、
章
の
順
を
追
っ
て
跡
づ

け
て
ゑ
た
い
。

る
に
は
、
あ
る
穂
の
『
わ
ざ
』
（
技
・
業
・
術
・
事
・
態
）
が
必
要
で
あ
ろ
う
」

（
三
六
’
三
七
頁
）
。

「
型
」
の
形
成
に
と
っ
て
必
須
の
三
要
素
１
１
心
・
技
・
体
ｌ
の
相
互
連

関
に
つ
い
て
、
第
二
章
は
「
『
型
』
の
前
史
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
、
古
代

及
び
中
世
日
本
人
が
こ
の
問
題
に
寄
せ
た
関
心
を
取
り
上
げ
る
。
と
く
に
道
元

と
兼
好
と
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
独
立
の
一
節
を
割
り
振
っ
て
詳
説
し
て
い

ブ
（
》
○

一
一
二
一
ハ



も
申
が
た
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
安
位
」
と
は
、
「
意

景
・
態
相
に
全
く
か
か
は
ら
ぬ
所
あ
る
べ
し
。
其
時
は
、
稽
古
・
習
道
を
尽
く

し
つ
る
条
々
、
心
中
に
一
物
も
な
（
き
）
」
、
そ
う
い
う
芸
位
で
あ
る
。
世
阿

弥
に
即
し
つ
つ
著
者
は
こ
の
芸
位
を
説
明
し
て
、
そ
れ
は
、
演
能
者
が
舞
台
の

上
に
表
現
し
た
い
心
内
の
イ
メ
ー
ジ
（
意
景
）
や
演
技
（
態
相
）
の
工
夫
が
意

識
の
中
か
ら
ま
っ
た
く
消
え
失
せ
た
、
芸
の
究
極
の
段
階
で
あ
る
（
二
四

頁
）
、
と
す
る
。
こ
の
「
安
位
」
に
到
達
す
れ
ば
、
「
下
三
位
に
ま
じ
は
る
も
、

其
為
手
の
位
、
上
三
位
の
定
位
の
ま
ふ
な
る
べ
し
。
（
中
略
）
此
位
の
達
人
を

こ
そ
、
真
実
の
安
位
と
云
べ
け
れ
」
と
世
阿
弥
は
言
う
。
稽
古
積
習
の
果
て

に
、
「
稽
古
し
た
い
っ
さ
い
の
こ
と
を
忘
れ
は
て
て
、
無
心
と
自
己
忘
却
の
う

ち
に
演
技
す
る
と
こ
ろ
を
め
ざ
す
稽
古
」
（
二
五
頁
）
を
続
け
る
芸
境
に
お

い
て
は
、
「
是
、
万
曲
を
な
す
と
も
、
心
中
に
『
安
し
』
と
だ
に
も
思
ふ
く
か

ら
ず
。
舞
曲
・
無
心
の
当
態
な
り
」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
真
実
の
「
無
心
」

ｌ
「
有
心
」
と
相
対
的
に
対
抗
す
る
「
無
心
」
を
否
定
し
超
越
し
た
絶
対
の

「
無
心
」
の
芸
位
が
開
顕
す
る
。
『
拾
玉
得
花
』
の
こ
の
条
に
つ
い
て
、
著
者

は
、
「
こ
れ
が
世
阿
弥
が
最
終
的
に
到
達
し
た
世
界
」
で
あ
る
（
二
五
頁
）

と
し
、
こ
こ
に
お
い
て
「
『
わ
ざ
』
と
『
心
』
と
『
身
』
と
が
無
心
の
次
元
で

統
一
さ
れ
」
る
（
同
前
）
と
言
う
。
す
な
わ
ち
「
心
・
技
・
体
」
三
要
素
の
統

一
が
、
こ
こ
で
成
就
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
絶
対
的
な
「
無
心
」
の
芸
位
よ
り
か
え
り
み
れ
ば
、
か
つ
て

『
風
姿
花
伝
』
（
「
別
紙
口
伝
」
）
で
説
か
れ
た
「
秘
ス
レ
バ
花
ナ
リ
。
秘
セ
ズ

バ
花
ナ
ル
・
ヘ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
秘
す
る
芸
位
」
も
、
つ
い
で
『
花

鏡
』
に
表
れ
る
「
我
心
を
わ
れ
に
も
隠
す
安
心
」
と
い
う
芸
境
も
、
と
も
に
過

渡
的
な
も
の
で
し
か
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
『
拾
玉
得
花
』
に
至
る
と
、
『
風

姿
花
伝
』
に
お
け
る
「
秘
ス
ル
」
こ
と
の
効
果
（
結
果
）
と
し
て
開
花
す
る

「
め
づ
ら
し
さ
」
つ
ま
り
「
花
」
は
克
服
さ
れ
、
ま
た
『
花
鏡
』
に
お
い
て
、

観
客
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
舞
台
上
の
演
能
者
が
自
分
自
身
の
内
心
に
も
さ

と
ら
せ
ま
い
と
し
て
凝
ら
し
た
工
夫
も
、
真
の
「
無
心
」
の
芸
境
と
は
あ
い
容

れ
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
拾
玉
得
花
』
に
お
け
る
「
花
」
と
は
、
そ
し
て
「
無
心
」
と

は
、
い
か
な
る
境
位
で
あ
ろ
う
か
。

髪
に
、
当
道
の
安
心
に
寄
せ
て
是
を
見
る
に
、
遊
楽
の
面
白
と
見
る
即

心
は
、
無
心
の
感
也
。
（
中
略
）
無
心
の
感
、
即
心
は
た
堂
観
（
歓
）
喜

の
象
か
。
覚
え
ず
微
笑
す
る
機
、
言
語
絶
て
、
正
に
一
物
も
な
し
。
髪
を

「
妙
な
る
」
と
云
。
「
妙
な
り
」
と
得
る
心
、
妙
花
也
。
（
中
略
）
舞
歌

の
曲
を
な
し
、
意
景
感
風
の
心
耳
を
驚
か
す
堺
、
覚
え
ず
見
所
の
感
応
を

な
す
、
是
、
妙
花
也
。
是
、
面
白
也
。
是
、
無
心
感
也
。
此
三
ケ
条
の
感

は
、
正
に
無
心
の
切
也
。

こ
こ
で
は
、
「
妙
花
」
と
「
面
白
（
お
も
し
ろ
し
）
」
と
「
無
心
の
感
」
の

三
ケ
条
が
、
「
無
心
の
切
」
す
な
わ
ち
無
心
の
刹
那
に
感
得
さ
れ
る
と
説
か
れ

て
い
る
。
世
阿
弥
の
こ
の
説
を
承
け
て
、
著
者
は
、
「
こ
の
無
心
の
感
は
演
者

・
観
客
相
（
双
）
方
の
無
心
の
感
で
あ
ろ
う
」
（
一
四
六
頁
）
と
言
い
、
こ
こ

に
お
い
て
、
演
者
に
と
っ
て
は
「
無
心
と
い
う
こ
と
さ
え
忘
れ
た
無
心
『
た
だ

歓
喜
の
み
』
と
い
う
自
己
超
越
に
由
来
す
る
法
悦
の
世
界
」
が
舞
台
上
に
開
け

た
の
で
あ
り
、
他
方
、
観
客
の
側
は
、
そ
の
よ
う
な
演
者
と
の
一
体
融
合
の
世

界
に
没
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
先
に
見
た
究
極
の
芸
位
た
る
「
安
位
」
の
内
容
で
も
あ
る
と
言
え
ょ

シ
、
ン
０

二
一
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（
２
）

「
型
」
の
形
成
と
心
・
技
・
体
三
要
素
と
の
相
関
の
問
題
は
、
第
四
章
で
集

中
的
に
展
開
さ
れ
る
剣
法
論
の
考
察
に
当
た
っ
て
も
そ
の
テ
ー
マ
を
な
す
。

著
者
は
ま
ず
「
剣
法
」
に
つ
い
て
、
「
剣
法
と
い
う
の
は
、
武
技
と
し
て
要

求
さ
れ
る
技
術
を
磨
く
と
と
も
に
、
自
分
の
心
の
あ
り
方
を
磨
き
、
『
心
法
』

と
い
う
も
の
を
問
題
と
す
る
高
度
な
精
神
性
を
も
つ
古
武
道
で
あ
る
」
（
一
六

四
頁
）
と
す
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
「
『
心
』
の
問
題
が
『
身
体
』
の
問
題

と
相
関
的
に
」
把
え
ら
れ
、
「
心
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
『
現
に
あ
る
あ
り

よ
う
』
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
『
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
』
が
問

わ
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
現
に
あ
る
自
己
を
あ
る
べ
き
自
己
へ
と
変
容
す
る
た
め

の
修
練
・
実
践
・
修
行
が
説
か
れ
て
い
る
」
（
一
六
五
頁
）
と
い
う
。
心
・
技

・
体
に
か
ら
め
て
言
え
ば
、
「
身
体
を
通
じ
て
技
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
心
の

あ
り
よ
う
を
深
め
つ
つ
、
そ
の
深
ま
り
ゆ
く
心
の
あ
り
よ
う
を
捉
え
る
」
（
同

前
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
が
、
数
あ
る
「
武
」
の
芸
の
中
か
ら
特
に
剣
法
を
選
び
ｌ

あ
た
か
も
多
彩
な
「
文
」
の
芸
の
中
か
ら
能
楽
を
取
り
上
げ
た
よ
う
に
Ｉ
そ

こ
に
お
け
る
「
型
」
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
「
『
心
・
技
・

体
』
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
心
法
と
い
う
こ
と
が
最
も
深
め
ら
れ
て
い
る
の
が

剣
法
の
世
界
で
あ
（
る
か
ら
）
」
（
一
六
六
頁
）
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
剣
法
の
世
界
で
は
一
貫
し
て
心
法

だ
け
が
重
視
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
著
者
は
、
「
剣
法
論
の
歴
史
」

（
第
四
章
②
）
に
お
い
て
、
戦
国
末
期
か
ら
明
治
以
後
の
近
代
剣
道
の
成
立

に
至
る
ま
で
の
剣
法
書
の
歴
史
を
三
期
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特

色
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
評
者
な
り
に
要
約
す
る
と
、
戦
国
末
期
の
戦

乱
の
世
を
経
た
戦
士
た
ち
に
よ
る
経
験
に
基
づ
く
技
法
書
か
ら
出
発
し
て
、
心

法
を
至
上
と
す
る
剣
法
書
の
頂
点
に
登
り
つ
め
る
（
第
一
期
）
と
、
次
の
時
代

（
第
二
期
）
は
そ
れ
へ
の
反
動
と
し
て
や
は
り
「
技
」
や
「
形
」
を
重
視
す
る

剣
法
害
を
求
め
る
方
向
へ
と
動
く
が
、
や
が
て
こ
の
動
向
も
克
服
さ
れ
て
、
再

び
心
法
重
視
の
剣
法
書
が
時
代
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
る
（
第
三
期
）
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

心
法
を
も
っ
て
剣
法
の
中
核
と
す
る
剣
法
書
の
一
つ
に
柳
生
宗
矩
の
『
兵
法

家
伝
書
』
が
あ
る
（
第
一
期
）
が
、
著
者
は
、
こ
の
書
に
つ
い
て
、
「
近
世
の

剣
法
論
の
『
型
』
を
つ
く
っ
た
」
点
で
「
歴
史
的
に
見
て
最
も
重
要
で
あ
ろ

う
」
（
一
八
八
頁
）
と
さ
れ
、
「
宗
矩
の
心
法
を
基
礎
に
置
く
剣
法
理
論
は
澤

庵
（
『
不
動
智
神
妙
録
』
の
禅
の
思
想
）
の
影
響
な
し
に
は
成
立
し
得
な
か
っ

た
」
（
同
前
）
と
考
え
て
い
ら
れ
る
。
「
初
め
住
地
の
、
無
明
と
煩
悩
と
、
後

の
不
動
智
と
が
一
つ
に
成
り
て
、
智
慧
働
の
分
は
失
せ
て
、
無
心
無
念
の
位
に

落
着
申
し
候
」
（
『
不
動
智
神
妙
録
』
）
と
説
く
澤
庵
を
承
け
て
、
「
剣
法
の
技

術
的
修
練
が
積
ん
だ
ぎ
り
ぎ
り
の
極
意
の
世
界
で
は
、
心
の
絶
対
的
自
由
が
最

後
の
き
め
手
に
な
る
」
（
二
○
九
頁
）
と
考
え
た
宗
矩
は
、
そ
の
自
由
を
ヨ
無

心
』
と
も
『
本
心
』
と
も
『
平
常
心
』
と
も
言
っ
て
い
る
」
（
同
前
）
。

し
か
し
、
こ
の
「
無
心
」
の
心
法
は
、
未
だ
要
す
る
に
勝
負
に
勝
つ
た
め
の

心
法
で
あ
る
こ
と
を
脱
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
七
世
紀
末
頃
、

『
剣
法
夕
雲
先
生
相
伝
』
と
い
う
剣
法
書
が
あ
ら
わ
れ
て
、
勝
利
を
め
ざ
す
剣

法
を
「
畜
生
剣
法
」
と
批
判
し
、
技
の
佼
智
性
を
否
定
し
た
。
夕
雲
の
剣
法

は
、
「
勝
負
に
か
か
わ
ら
ず
」
「
天
の
真
心
」
に
至
る
こ
と
を
求
め
る
剣
法
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
赤
子
の
良
心
」
に
帰
る
以
外
に
は
な
い
。
そ
れ
は
要

八



終
わ
り
に
、
本
書
の
内
容
に
関
し
て
、
読
後
の
総
括
を
二
、
三
の
箇
条
に
列

記
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
従
来
、
能
楽
論
は
芸
術
論
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
剣
法
論
は
武
道
論

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
本
書
は
、
両
者
の
共
通
性
を

「
型
」
と
「
心
・
技
・
体
」
の
問
題
に
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
を
相
関

的
に
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
、
本
書
の
新
し
い
意
図
が
読
永
取
れ
る
。

（
２
）
能
の
演
者
や
剣
法
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
稽
古
・
修
行
の
実
践
の
過
程

す
る
に
「
無
為
の
兵
法
」
で
あ
る
（
二
一
五
頁
）
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
剣

法
は
「
近
世
日
本
に
お
け
る
剣
法
の
行
き
つ
い
た
一
つ
の
極
点
」
（
一
二
八
頁
）

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
心
法
至
上
主
義
の
系
譜
に
つ
な
が
る
剣
法
家
た
ち
は
、
心

・
技
・
体
の
問
題
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
柳
生
宗
炉

が
、
「
い
つ
と
な
く
功
つ
も
り
、
稽
古
か
さ
な
れ
ば
、
（
中
略
）
何
事
を
な
す

と
も
、
お
も
は
ず
無
心
無
念
に
成
て
、
（
中
略
）
此
時
我
も
し
ら
ず
、
心
に
な

す
事
な
く
し
て
身
手
足
が
す
る
時
、
十
度
は
十
度
な
が
ら
は
ず
れ
ず
。
（
中
略
）

無
心
な
る
時
、
皆
あ
た
る
也
。
無
心
と
て
、
一
切
心
な
き
に
あ
ら
ず
。
唯
平
常

心
な
り
」
と
述
べ
る
の
を
受
け
て
、
著
者
は
、
身
・
技
・
体
の
関
係
の
問
題
に

対
す
る
宗
矩
の
応
答
を
こ
こ
に
読
象
取
り
、
さ
ら
に
、
「
『
無
心
』
に
帰
り
、

『
平
常
心
』
に
帰
し
た
時
、
身
と
心
と
は
本
源
的
一
如
、
未
分
化
の
状
態
に
帰

る
と
い
う
考
え
方
」
（
二
四
○
頁
）
を
そ
こ
に
見
、
「
こ
の
身
心
の
根
源
的
一

致
を
可
能
に
す
る
も
の
」
を
剣
法
家
の
「
『
自
然
』
観
」
に
求
め
て
い
ら
れ
る

（
二
四
一
頁
）
。

四

で
経
験
的
に
自
得
し
た
と
こ
ろ
を
総
括
し
体
系
化
し
よ
う
と
試
ゑ
る
と
ぎ
、
す

な
わ
ち
理
論
化
へ
の
意
欲
を
見
せ
る
と
き
、
既
成
の
教
学
た
る
仏
教
な
い
し
儒

教
の
教
理
に
着
目
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
本
書
の

著
者
は
、
既
成
教
学
の
教
理
の
、
能
楽
論
や
武
道
論
へ
の
直
接
的
な
い
し
個
別

的
影
響
を
指
摘
す
る
の
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
儒
教
と
武
道
論
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
「
江
戸
中
期
以
降
の
儒
教
の
新
し
い
動
向
が
剣
道
の
世
界
に
影
響
し

た
と
考
え
る
よ
り
も
、
社
会
の
新
し
い
動
向
が
儒
者
に
も
剣
者
に
も
共
通
に
あ

ら
わ
れ
た
と
考
え
た
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
時
代
精
神
が
儒
教
や
剣

道
に
分
有
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
」
（
二
三
四
頁
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
儒
者
も
剣
者
も
と
も
に
大
き
な
時
代
思
潮
の
波
を
か
ぶ
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
時
代
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
視
野
に
収
め
る
穏
当
な
史

眼
が
、
こ
こ
に
は
見
開
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
仏
教
と
剣
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
宮
本
武
蔵
の

『
五
輪
書
』
に
言
う
「
身
心
一
加
」
に
触
れ
て
、
著
者
は
、
「
こ
れ
は
敵
を
前

に
し
て
必
死
の
闘
い
を
す
る
剣
者
の
構
に
お
け
る
身
心
関
係
で
あ
っ
て
、
孤
独

の
瞑
想
に
ふ
け
る
禅
者
の
坐
禅
中
の
身
心
関
係
で
は
な
い
」
（
一
九
七
頁
）
と

さ
れ
る
。
確
か
に
一
往
は
著
者
の
説
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
著

者
の
比
較
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
方
は
、
文
字
通
り
「
真
剣
」
勝
負

の
生
死
を
賭
け
た
剣
者
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
他
方
は
、
未
だ
「
孤
独
の
瞑

想
に
ふ
け
る
」
だ
け
の
余
裕
を
残
し
た
、
生
死
の
不
安
の
断
崖
に
追
い
詰
め
ら

れ
て
は
い
な
い
坐
禅
行
者
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
百
尺
の
竿
頭
に
一
歩
を

進
む
る
」
禅
者
は
、
や
は
り
坐
禅
に
お
い
て
自
己
を
必
死
の
真
剣
勝
負
の
場
に

追
い
詰
め
て
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
前
述
の
儒
教
と
剣
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
採
用
さ
れ
た
よ
う
な
説
明

■■■■■■■■｡■
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原
理
が
、
仏
教
と
剣
道
と
の
相
関
に
つ
い
て
も
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
さ
て
、
本
書
の
論
述
全
体
を
通
し
て
、
評
者
が
最
も
強
い
感
銘
を
受

け
た
の
は
、
巻
末
に
掲
げ
る
諸
章
へ
の
注
の
う
ち
、
第
三
章
に
係
る
注
（
皿
）

の
記
述
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
著
者
は
、
加
藤
周
一
氏
の
「
世
阿
弥
の
戦
術
ま
た

は
能
楽
論
」
が
「
観
客
を
『
化
か
す
』
手
段
の
研
究
が
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
全

体
の
課
題
で
あ
っ
て
、
観
客
に
対
し
て
そ
れ
を
秘
す
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
、
実

際
的
必
要
で
あ
っ
た
」
と
主
張
す
る
の
を
受
け
て
、
「
加
藤
氏
の
見
解
の
大
方

は
正
し
い
と
思
う
」
（
三
○
○
頁
）
と
、
ひ
と
ま
ず
肯
定
し
、
す
ぐ
に
続
け
て
、

「
し
か
し
晩
年
の
世
阿
弥
に
つ
い
て
も
そ
の
考
え
を
貫
く
こ
と
は
間
違
っ
て
い

る
と
思
う
」
（
同
前
）
と
反
駁
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

「
『
花
鏡
』
に
お
け
る
「
虚
構
の
美
」
を
守
る
た
め
に
、
「
我
心
を
わ
れ
に
も

隠
す
安
心
」
と
い
う
戦
略
性
を
放
棄
し
た
と
ぎ
、
世
阿
弥
は
多
く
の
観
客
の
支

持
を
も
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
世
阿
弥
が
も
し
「
失
意
の
人
」
で

な
く
、
成
功
者
と
し
て
一
座
を
率
い
る
立
場
に
あ
っ
た
ら
、
こ
こ
ま
で
自
己
の

美
の
立
場
を
貫
け
た
か
ど
う
か
。
世
俗
的
不
幸
は
、
世
阿
弥
を
美
と
自
己
の
要

求
の
徹
底
的
追
求
者
た
ら
し
め
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
能
は
大

衆
性
を
失
っ
た
。
し
か
し
ま
た
時
代
を
超
え
、
文
化
を
超
え
て
生
き
抜
く
厳
し

さ
に
裏
づ
け
ら
れ
た
普
遍
性
を
獲
得
し
た
と
い
え
よ
う
」
（
同
前
）
。

世
阿
弥
が
特
に
そ
の
晩
年
を
「
世
俗
的
不
幸
」
の
中
で
「
失
意
の
人
」
と
し

て
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
伝
記
が
明
ら
か
し
て
い

る
。
著
者
は
、
世
阿
弥
の
実
人
生
の
不
遇
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
を

美
の
求
道
者
た
ら
し
め
、
そ
の
芸
術
論
に
単
な
る
戦
術
・
戦
略
論
を
越
え
る
普

遍
性
を
賦
与
せ
し
め
る
に
至
っ
た
、
と
言
わ
れ
る
。
事
柄
の
真
実
に
触
れ
る
の

は
、
そ
の
事
柄
を
め
ぐ
る
対
決
の
場
に
お
け
る
勝
者
だ
け
で
な
く
、
敗
者
も
ま

た
真
実
を
把
む
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
勝
者
に
も
増
し
て
よ
り
深
く
真
実

に
突
き
当
た
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

世
阿
弥
が
生
き
た
当
時
に
お
け
る
芸
能
者
一
般
が
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
地

位
を
思
え
ば
、
申
楽
に
は
「
貴
人
の
御
心
に
合
ひ
た
ら
ん
風
体
」
（
『
風
姿
華

伝
第
三
』
）
が
求
め
ら
れ
、
「
貴
人
の
御
意
に
か
な
（
ふ
ご
（
同
前
）
こ
と

が
肝
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
こ
の
芸
と
は
、
衆
人
愛
敬
を
以
て
、
一
座
建
立
の

寿
福
と
せ
り
」
（
『
風
姿
花
伝
奥
儀
云
』
）
は
不
動
の
鉄
則
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
「
申
楽
の
勝
負
の
立
合
」
に
お
い
て
競
演
者
た
る

「
敵
人
」
に
勝
ち
を
占
め
る
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
た
（
『
風
姿
華
伝
第
三
』
）
。

そ
の
た
め
に
は
眼
識
あ
る
他
者
つ
ま
り
「
目
利
き
」
の
批
評
に
耳
を
傾
け
る
必

要
が
あ
り
、
他
者
の
眼
を
も
っ
て
自
己
を
見
る
「
離
見
の
見
」
と
い
う
視
点
も

必
須
と
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

「
最
終
の
批
評
家
、
究
極
の
批
評
家
は
自
分
自
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
」
（
一
五
頁
）
の
が
著
者
で
あ
る
。

本
書
が
、
文
・
武
の
芸
に
お
け
る
「
型
」
の
確
立
の
問
題
を
考
察
の
主
題
と

し
て
論
述
を
展
開
す
る
中
で
、
結
局
、
「
型
」
の
問
題
は
、
人
間
形
成
の
問
題

と
最
も
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
自
己
批
評

を
通
じ
て
成
就
さ
れ
る
人
間
の
自
己
形
成
が
、
本
書
の
基
調
を
な
す
究
極
の
テ

ー
マ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

末
尾
に
、
鎖
末
に
渉
る
け
れ
ど
、
気
付
い
た
点
一
、
二
を
付
記
し
た
い
。

そ
の
一
は
、
時
期
区
分
に
関
す
る
用
語
に
つ
い
て
。
初
め
に
「
近
世
初
期
」

（
二
三
○
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
時
代
を
「
江
戸
中
期
」
（
二
三
四
頁
）

と
呼
び
（
巻
頭
の
目
次
に
お
い
て
も
同
様
）
、
ま
た
別
の
箇
所
（
一
六
三
頁
）

一
四
○



〔
付
記
〕
こ
の
た
び
本
書
の
書
評
の
執
筆
と
い
う
大
役
を
お
引
き
受
け
す
る

め
ぐ
り
合
わ
せ
を
蒙
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
評
者
な
り
に
考
え
て
承
る
と
、
そ
の

昔
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
関
心
を
寄
せ
て
、
『
倫
理
学
年
報
』
第
一
八
集
（
昭

和
四
四
年
三
月
理
想
社
刊
）
に
「
『
秘
ス
ル
花
』
の
理
と
禅
的
論
理
」
な
る

小
論
を
寄
稿
し
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
の
拙
論
で
あ

っ
て
、
そ
の
内
容
は
貧
弱
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
今
回
の
書
評
執
筆
を
き
っ
か
け

と
し
て
、
既
に
時
効
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
拙
論
に
、
様
々
な
点
で
訂
正
・
増

補
を
施
す
べ
き
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
、
感
謝
の
思
い
を
新
た
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
’
一
九
九
○
年
一
○
月
。

（
筑
波
大
学
教
授
）

に
は
「
徳
川
時
代
」
と
も
あ
っ
て
、
時
代
（
あ
る
い
は
時
期
）
呼
称
が
不
統
一

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
。

そ
の
二
は
、
論
文
「
世
阿
弥
の
禅
的
教
養
」
（
岩
波
書
店
刊
『
文
学
』
昭
和

三
三
年
一
二
月
号
に
初
出
）
を
収
め
る
香
西
精
氏
の
著
書
名
は
『
世
阿
弥
新

考
』
（
昭
和
三
七
年
二
月
わ
ん
や
書
店
刊
）
で
あ
り
、
第
三
章
の
注
（
羽
）

に
香
西
精
氏
の
著
書
と
し
て
引
用
さ
れ
る
書
名
（
三
○
○
頁
）
は
訂
正
を
要
す

る
こ
と
。

（
創
文
社
一
九
八
九
、
九
刊
四
六
判
三
一
四
頁
二
、
五
○
○
円
）

一

四
一


