
大
塩
中
斎
（
一
七
九
三
～
一
八
三
七
）
の
思
想
の
中
心
は
、
「
帰
太
虚
」
に

（
１
）

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
よ
う
な
、
『
儒
門
空
虚
聚
垂
巴
と
い
う
特
異
な

編
纂
書
が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
「
空
虚
」
（
Ⅱ
太
虚
）
に
関
係
す
る
と
中
斎
が
理

解
す
る
「
論
語
』
『
大
学
』
『
中
庸
』
「
易
』
の
中
の
諸
条
（
計
十
二
を
柱
と

し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
諸
儒
の
注
釈
（
計
九
七
）
を
列
挙
し
、
さ
ら

に
は
諸
儒
の
「
空
虚
」
に
関
す
る
論
説
（
計
一
○
一
）
を
抜
葦
し
て
成
っ
て
い

る
。
編
纂
の
書
も
、
た
と
え
ば
「
道
」
や
「
仁
」
、
あ
る
い
は
「
孝
弟
忠
信
」

．
「
忠
恕
」
、
ま
た
は
「
天
」
や
「
理
気
」
な
ど
と
い
っ
た
儒
学
の
主
要
概
念

を
テ
ー
マ
と
す
る
書
物
で
あ
れ
ば
、
さ
ほ
ど
の
珍
奇
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
空
虚
」
ｌ
中
斎
も

自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
仏
教
・
老
荘
の
語
と
見
紛
う
ば
か
り
の
「
空

虚
」
ｌ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
中
斎
の
尋
常
な
ら
ざ
る
情
熱
を
看
て
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
情
熱
を
支
え
、
「
空
虚
」
の
重
要
性
を
裏
づ
け
る
儒
学
上
の
根
拠
は
、
『
聚

語
』
の
「
自
序
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
洗
心
洞
割
記
』
の
「
後
の
自
述
」
に
よ
く

窺
わ
れ
る
。
粗
描
す
れ
ば
、
ま
ず
、
学
問
の
究
極
は
道
徳
を
究
め
る
こ
と
に
あ

り
、
ま
た
道
徳
の
根
源
は
太
虚
で
あ
る
と
い
う
の
が
中
斎
の
前
提
で
あ
る
（
ま

た
、
帰
結
で
も
あ
る
の
だ
が
）
。
だ
が
そ
う
し
た
道
徳
太
虚
を
窺
う
こ
と
は
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
方
途
と
し
て
、
孔
子
は
文
・
行
・
忠

大
塩
中
斎
の
「
帰
太
虚
」
を
め
ぐ
っ
て

・
信
の
教
え
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
表
面
的
に
と
ら
え
ら
れ

て
固
定
化
・
自
己
目
的
化
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
弊
害
を
生
ず
る
。
そ
の
弊

害
を
打
破
す
る
の
が
「
好
学
」
で
あ
る
。
孔
子
は
「
好
学
」
を
も
っ
て
自
負
し
、

ま
た
門
弟
中
で
は
た
だ
一
人
顔
回
の
み
を
「
好
学
」
を
も
っ
て
称
し
た
。
だ
が

さ
ら
に
「
好
学
」
に
は
要
訣
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
や

は
り
弊
害
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
要
訣
と
は
「
孔
子
の
空
空
、
顔

子
の
屡
空
、
是
れ
の
み
」
だ
、
と
中
斎
は
い
う
。
『
論
語
』
の
な
か
で
「
空
」

（
ワ
ニ

を
も
っ
て
語
ら
れ
る
の
も
、
ま
た
孔
子
と
顔
回
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
学
問
を

好
む
際
に
、
孔
子
と
顔
回
に
倣
っ
て
自
ら
の
心
が
「
空
」
と
な
る
こ
と
を
目
標

と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
聖
人
」
孔
子

と
「
亜
聖
」
顔
回
と
に
共
通
す
る
二
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
好
学
」
と
「
空
」

と
を
連
結
す
れ
ば
、
学
問
の
根
本
は
「
空
虚
」
だ
と
い
う
結
論
に
い
た
る
こ
と

に
な
る
。
中
斎
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
心
の
踊
る
よ
う
な
発
見
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
儒
門
空
虚
聚
語
』
と
い
う
尋
常
な
ら
ざ
る
情
熱

を
感
じ
さ
せ
る
編
纂
書
も
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
そ
う
だ
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
発
見
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
た
と

え
知
的
な
感
興
を
そ
そ
り
は
し
て
も
、
「
空
虚
」
の
経
学
的
基
礎
づ
け
以
上
の

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
「
空
虚
」
（
Ⅱ
太
虚
）
に
帰
す

る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
り
、
帰
し
た
結
果
ど
の
よ
う
な
世
界
が

豐
澤
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自
他
と
も
に
認
め
る
「
陽
明
学
者
」
中
斎
の
思
想
に
お
い
て
は
、
「
帰
太
虚
」

（
３
）

と
は
別
に
「
致
良
知
」
が
そ
の
も
う
一
本
の
柱
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し

か
し
「
良
知
を
致
す
は
、
其
れ
焉
（
Ⅱ
太
虚
）
に
藻
る
の
道
な
る
か
」
（
上
四

七
）
と
言
わ
れ
、
ま
た
「
心
太
虚
に
帰
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
者
は
、
宜
し
く
良

知
を
致
す
べ
し
」
（
上
四
八
）
と
も
言
わ
れ
る
の
を
見
る
と
、
実
は
「
致
良
知
」

は
「
太
虚
」
に
帰
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

「
良
知
は
只
だ
是
れ
太
虚
の
霊
明
の
承
」
（
上
三
四
）
「
真
の
良
知
は
、
他
に
非

ず
、
太
虚
の
霊
の
み
」
（
上
五
八
）
だ
と
す
れ
ば
、
「
良
知
」
は
、
「
太
虚
」
に

包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
太
虚
に
帰
し
た
と
き
、
そ
こ
に
お
い
て
は
た
ら
く

も
の
で
も
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
中
斎
は
「
太
虚
を
方
寸
の
虚
（
心
の
本
体
）

と
み
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
宇
宙
的
太
虚
を
心
の
太
虚
へ
と
内
面
的
に
転
換
す
る

（
４
）

こ
と
に
よ
り
陽
明
の
致
良
知
説
と
結
合
し
て
い
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

太
虚
と
良
知
と
は
同
一
の
心
の
本
体
の
二
側
面
で
あ
っ
て
、
宇
宙
論
的
に
言
え

ば
太
虚
、
人
間
の
内
面
に
即
し
て
言
え
ば
良
知
、
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
帰
太
虚
」
の
た
め
の
「
致
良
知
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

本
来
、
人
心
は
「
天
の
太
虚
」
と
通
じ
て
お
り
、
そ
の
霊
妙
さ
は
天
と
同
じ

で
あ
る
（
上
一
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
と
は
吾
が
心
」
（
上
二
）
で
あ
る
。
そ

う
し
た
心
は
、
「
良
心
」
Ⅱ
「
赤
子
の
心
」
Ⅱ
「
聖
人
の
心
」
Ⅱ
「
良
知
」
（
下

一
三
四
）
で
あ
る
、
と
等
置
さ
れ
る
。
だ
が
通
常
、
人
は
本
来
性
で
あ
る
「
虚
」

開
示
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
る
の
か
、
を
問
お

う
と
す
る
。

I■■■■■■

を
失
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
天
と
断
絶
し
て
い
る
。
「
虚
」
を
失
っ
て
い
る
と

は
、
心
が
気
質
に
由
来
す
る
人
欲
に
よ
っ
て
塞
が
れ
、
良
知
が
蔽
わ
れ
て
い
る

と
い
う
事
態
で
あ
る
。

「
心
太
虚
に
帰
す
る
は
、
他
に
非
ず
。
人
欲
を
去
り
天
理
を
存
す
れ
ば
、
乃

ち
太
虚
な
り
。
」
（
上
二
五
）

「
常
人
の
方
寸
の
虚
は
、
聖
人
の
方
寸
の
虚
と
同
一
の
虚
な
り
。
而
れ
ど
も

気
質
は
則
ち
清
濁
昏
明
、
…
…
畢
寛
、
気
質
之
（
Ⅱ
太
虚
の
虚
Ⅱ
方
寸
の
虚
）

を
糖
壁
す
る
な
り
。
」
（
上
一
六
）

こ
う
し
た
人
欲
に
塞
が
れ
た
事
態
は
、
人
が
生
ま
れ
る
と
同
時
に
既
に
し
て

生
じ
て
い
る
。
「
「
貨
色
功
利
の
習
ひ
、
肌
に
倫
み
髄
に
侠
し
」
と
。
此
の
語
は

人
を
警
む
る
こ
と
尤
も
深
し
。
倫
の
字
・
侠
の
字
を
味
ふ
に
、
生
を
稟
く
る
の

時
、
既
に
吾
が
体
に
満
挾
し
了
る
。
亦
た
外
よ
り
礫
せ
る
も
の
に
非
ず
」
（
上

二
七
）
。
良
知
を
蔽
う
人
欲
は
、
生
得
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
ま
た
「
貨

色
功
利
」
と
い
っ
た
単
な
る
欲
望
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
人
欲
を
具
体

的
に
細
分
化
す
れ
ば
、
「
知
覚
・
聞
見
・
情
識
・
意
見
の
四
知
」
（
倫
理
彙
編
五

（
－
０
）

二
四
頁
以
下
）
で
あ
る
と
い
う
。
「
知
覚
の
知
」
と
は
人
と
禽
獣
と
に
共
通
す
る

感
覚
的
知
で
あ
り
、
「
聞
見
の
知
」
と
は
博
聞
強
記
に
代
表
さ
れ
る
学
知
で
あ

り
、
「
情
識
の
知
」
と
は
自
私
自
利
を
は
か
る
人
情
に
起
因
す
る
知
で
あ
り
、
「
意

見
の
知
」
と
は
学
問
の
歪
み
に
由
来
し
て
頑
な
な
偏
見
と
な
っ
て
い
る
知
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
四
知
が
成
長
の
過
程
で
増
殖
す
る
に
つ
れ
て
、
良
知
は
ま
す
ま

す
蔽
わ
れ
、
隠
れ
て
微
か
に
な
り
、
人
は
頽
落
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

「
常
人
吾
輩
の
如
き
は
、
則
ち
生
来
四
知
を
以
て
一
知
（
Ⅱ
良
知
）
を
掩
了

す
。
凡
百
の
為
す
所
、
一
に
気
血
に
任
す
。
禽
獣
夷
狄
と
異
な
ら
ざ
る
者
幾

ど
希
な
り
。
故
に
利
害
禍
福
、
惟
だ
是
れ
趨
避
す
る
の
み
。
」
（
倫
理
彙
編
五

六
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三
○
頁
）

良
知
は
、
人
生
経
験
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
Ⅱ
四
知
と
は
相

容
れ
な
い
（
良
知
を
致
し
得
た
後
に
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
位
置
づ

き
は
す
る
が
）
。
中
斎
が
見
て
い
る
の
は
、
経
験
を
積
め
ば
積
む
ほ
ど
に
先
入

主
や
偏
見
や
臆
見
を
増
殖
さ
せ
、
自
己
に
固
執
し
、
そ
の
結
果
、
利
害
禍
福
に

ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
事
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
斎
の
主
張
す
る

当
為
は
、
自
己
の
心
の
後
天
的
な
る
も
の
か
ら
の
浄
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
か

わ
る
表
現
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
四
知
の
邪
障
を
掃
ふ
」
（
倫

理
彙
編
五
二
五
頁
）
で
あ
り
、
「
肌
の
倫
を
洗
ひ
、
髄
の
挾
を
鰈
ふ
」
（
上
二
七
）

で
あ
り
、
「
習
気
情
欲
」
（
上
一
○
九
）
「
気
習
物
欲
」
（
下
一
三
四
）
「
人
欲
」
（
上

二
五
）
「
意
慾
」
（
下
八
六
）
「
己
私
」
（
下
二
九
）
等
々
の
除
去
で
あ
る
。

ま
た
「
意
・
必
。
固
・
我
」
の
無
化
Ⅱ
四
絶
（
上
四
一
）
で
あ
り
、
「
盆
憶
・

恐
權
・
好
楽
・
憂
患
」
四
件
の
排
除
（
上
五
七
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
浄

（
６
）

化
に
よ
っ
て
、
「
人
間
生
来
の
も
っ
と
も
ナ
イ
ー
ブ
な
道
徳
心
」
で
あ
る
良
知
を

回
復
す
る
こ
と
が
、
中
斎
の
い
う
「
致
良
知
」
で
あ
っ
た
。

（
《
ｊ
）

だ
が
、
こ
の
自
己
浄
化
に
は
、
ま
だ
そ
の
先
が
あ
っ
た
。
「
慎
独
」
で
あ
る
。

『
聚
語
』
付
録
の
「
克
己
復
礼
」
を
論
じ
た
一
文
に
お
い
て
「
慎
独
」
は
次
の

よ
う
に
登
場
す
る
。

「
非
礼
に
し
て
視
聴
言
動
す
る
こ
と
勿
き
の
実
工
を
積
み
て
、
漸
く
己
れ
に

克
ち
て
天
理
に
復
す
る
の
顔
子
有
る
を
聞
く
。
．
…
：
顔
子
の
耳
目
口
鼻
四
肢

の
非
礼
に
於
け
る
や
、
視
聴
言
動
す
る
こ
と
無
き
所
以
の
機
は
、
只
だ
慎
独

に
在
る
の
承
。
…
…
喜
怒
哀
楽
未
だ
発
せ
ざ
る
已
前
に
慎
独
せ
ず
し
て
、
徒

ら
に
外
視
聴
言
動
を
禁
ず
れ
ば
、
告
子
強
制
の
学
に
陥
り
て
、
孔
顔
の
道
に

叛
す
る
を
覚
え
ず
。
」
（
五
三
六
頁
）

中
斎
は
、
非
礼
に
し
て
視
聴
言
動
し
な
い
と
い
う
実
践
の
結
果
と
し
て
克
己

が
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
「
論
語
』
の
本
文
に
即
し
た
解
釈
で
あ
り
、
右

の
自
己
浄
化
の
レ
ベ
ル
と
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
も
し
そ
の
レ
。
ヘ
ル
に
と
ど
ま

れ
ば
、
そ
れ
は
外
面
的
に
自
己
を
矯
め
る
こ
と
を
出
ず
、
し
か
も
そ
れ
を
自
覚

で
き
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
面
的
整
斉
に
拘
泥
し
て
い
て

は
、
本
来
性
で
あ
る
太
虚
Ⅱ
良
知
を
自
覚
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
ら

に
内
面
に
遡
行
し
、
未
発
に
お
け
る
「
慎
独
」
を
置
き
、
慎
独
か
ら
四
勿
（
非

礼
に
し
て
視
聴
言
動
す
る
こ
と
勿
か
れ
）
へ
、
四
勿
か
ら
克
己
へ
、
と
い
う
「
次

序
」
を
設
定
す
る
。
こ
の
慎
独
・
四
勿
・
克
己
を
「
宰
」
す
る
も
の
が
、
実
は

「
朱
子
の
謂
は
所
る
虚
霊
、
陽
明
先
生
の
謂
は
所
る
良
知
」
な
の
だ
、
と
い
う
。

こ
う
し
た
説
明
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
右
の

自
己
浄
化
の
レ
ベ
ル
と
、
虚
霊
な
る
良
知
が
働
く
こ
と
と
は
同
時
（
「
慎
独
克

己
は
、
一
に
し
て
二
、
二
に
し
て
一
、
体
用
と
謂
ふ
可
き
者
か
」
）
で
あ
り
な

が
ら
、
論
理
的
に
は
飽
く
ま
で
も
良
知
が
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
浄
化
は
、
良
知
の
働
き
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
中
斎
の
著
作
を
見
る
と
、
自
己
の
内
な
る
良
知
に
う
な
が
さ
れ
て
、

そ
れ
を
喜
悦
を
も
っ
て
享
受
し
て
い
る
と
い
っ
た
趣
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り

こ
の
良
知
の
働
き
は
、
実
際
に
は
自
己
浄
化
の
刻
苦
の
賜
で
あ
る
、
と
い
う
印

象
を
い
か
に
し
て
も
拭
い
難
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
其
の
工
（
Ⅱ
空
虚

の
工
夫
）
は
、
則
ち
不
善
有
れ
ば
未
だ
嘗
て
知
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
之
を
知
れ

ば
未
だ
嘗
て
復
た
行
は
ざ
る
の
外
、
更
に
別
の
工
無
き
な
り
。
是
れ
即
ち
孔
子

の
謂
は
所
る
致
知
な
り
、
慎
独
な
り
」
（
『
割
記
』
「
後
の
自
述
」
）
と
言
う
。
自

己
の
内
な
る
不
善
を
除
去
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
致
知
で
あ
り
慎
独
で
あ
り
、

そ
れ
が
空
虚
を
実
現
す
る
工
夫
な
の
で
あ
る
。
不
善
に
対
す
る
感
覚
を
研
ぎ
澄

六
九



ま
す
こ
と
が
、
ま
ず
も
っ
て
重
要
視
さ
れ
る
。
確
か
に
是
非
善
悪
を
知
る
の
は

「
良
知
の
照
」
で
あ
る
（
上
三
三
）
か
ら
、
不
善
に
鋭
敏
で
あ
る
こ
と
は
、
己

れ
の
内
な
る
良
知
の
存
在
を
証
明
す
る
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
中
斎
は
、
善
へ
の

（
８
）

敏
感
さ
よ
り
は
、
む
し
ろ
不
善
へ
の
敏
感
さ
を
語
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
割
記
』
上
七
七
で
語
ら
れ
る
の
は
、
中
斎
自
身
が
実
際
に
行
っ
た
苛
烈
な

慎
独
の
営
み
で
あ
る
。
中
斎
は
、
致
良
知
の
「
省
察
修
治
」
に
よ
っ
て
不
断
に

「
天
運
」
Ⅱ
「
仁
義
礼
智
の
妙
」
と
の
一
体
感
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
「
如
し
一
た
び
間
断
有
ら
ぱ
、
則
ち
禽
に
し
て
人
に
非
ず
、
死
に
し
て
生

に
非
ず
」
だ
と
す
れ
ば
、
一
瞬
一
瞬
が
緊
張
の
持
続
で
あ
る
。
自
己
の
内
に
時

と
し
て
萌
す
何
ら
か
の
悪
念
を
契
機
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て

な
さ
れ
る
の
が
慎
独
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
間
断
が
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。

そ
の
と
き
、
一
日
と
い
う
時
間
も
、
一
年
、
い
や
百
年
で
あ
る
か
の
ど
と
く
で

あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
中
斎
自
身
、
「
一
日
の
光
陰
を
送
る
、
豈
に
亦

た
容
易
な
ら
ん
や
」
と
言
う
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
一
瞬
の
弛
緩
が
、
人

を
禽
獣
に
堕
さ
し
め
、
死
に
等
し
い
状
態
へ
と
頽
落
せ
し
め
る
、
と
い
う
厳
し

い
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
緊
張
ゆ
え
に
時
間
が
短
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の

で
は
な
く
、
長
く
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
別
の
文
脈
で
「
己
れ

に
克
つ
の
苦
功
」
（
上
八
一
）
を
言
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
容
易
な
ら
ざ
る
苦
し

い
功
夫
で
あ
っ
た
、
「
百
錬
以
て
鑑
と
為
る
よ
り
甚
だ
し
き
」
（
上
七
四
）
営
み

で
あ
っ
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
功
夫
に
お
い
て
望
み
見
ら
れ
る
の
は
「
帰
太
虚
」
で

あ
っ
た
。
『
割
記
』
「
後
の
自
述
」
に
「
事
事
に
其
の
知
（
Ⅱ
良
知
）
を
致
さ
ば
、

■■■■■■

一

則
ち
意
・
必
・
固
・
我
、
盆
憶
・
恐
權
・
好
楽
・
憂
患
等
の
諸
鬚
、
雲
散
烟
消

し
、
而
し
て
天
の
太
虚
、
果
し
て
吾
が
方
寸
の
間
に
在
る
を
見
ん
」
と
い
う
。

こ
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
と
り
あ
え
ず
は
空
間
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
人
が
誤
っ
て
水
に
堕
ち
、
溺
死
す
る
の
は
、
「
生
を
欲
し
死
を
悪
む

の
念
」
が
「
方
寸
（
心
臓
）
」
を
塞
ぎ
、
そ
こ
が
虚
で
は
な
く
実
だ
か
ら
で
あ

る
。
内
が
虚
で
あ
る
者
は
浮
か
ん
で
沈
ま
な
い
、
と
い
う
（
上
一
五
五
）
。
ま

た
、
鼓
や
鐘
は
、
そ
の
内
が
虚
で
あ
る
か
ら
響
き
が
あ
る
（
上
一
三
五
、
下
五

三
）
。
そ
こ
で
、
「
人
も
亦
た
方
寸
の
虚
を
塞
が
ざ
れ
ぱ
、
即
ち
事
物
に
感
通
せ

ざ
る
は
無
き
な
り
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
心
臓
に
空
間
が
あ
れ
ば
こ
そ

外
の
空
間
と
通
じ
、
ま
た
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
他
の
事
物
の
空
間
と
も
相
互
に

通
じ
あ
い
得
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
は

重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
空
間
は
即
ち
天
で
あ
る
。
「
天
は
特
に
上
に
在
り
て

蒼
蒼
た
る
太
虚
の
み
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
石
間
の
虚
、
竹
中
の
虚
と
雛
も
、
ま

た
天
な
り
」
（
上
一
）
。
そ
し
て
、
心
も
「
虚
な
れ
ば
則
ち
之
を
天
と
謂
ふ
」
（
上

三
七
）
。

こ
の
心
が
虚
で
あ
る
た
め
に
は
、
「
善
」
で
す
ら
心
を
占
め
て
い
て
は
な
ら

な
い
、
「
害
」
だ
と
い
う
。
王
陽
明
の
い
わ
ゆ
る
「
四
句
教
」
の
第
一
句
、
「
善

無
く
悪
無
き
は
心
の
体
」
を
下
敷
に
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
心
の
体
は
虚
霊
の
承
。
悪
固
よ
り
無
し
、
善
と
雛
も
有
る
べ
か
ら
ず
。
如

し
先
づ
善
有
り
て
ま
が
ば
、
則
ち
神
明
は
終
に
用
を
為
す
能
は
ざ
る
な
り
。
」

（
上
三
一
）

た
と
え
「
善
」
で
あ
れ
、
そ
れ
に
固
着
す
る
な
ら
自
在
な
対
応
が
妨
げ
ら
れ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
節
の
表
現
を
使
用
す
れ
ば
、
「
善
」
か
ら
す

ら
浄
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
に
お
い
て
す
ら
も
、

七
○



「
天
如
し
心
有
り
て
春
夏
秋
冬
を
運
用
せ
ば
、
則
ち
顛
倒
錯
施
、
万
生
は
却
っ

て
生
育
す
る
を
得
ざ
る
な
り
」
（
上
六
八
）
だ
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
右
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
虚
で
あ

れ
ば
、
「
神
明
」
が
働
く
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
「
成
育
」
す
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
虚
は
、
単
な
る
空
間
で
は
な
く
、
い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
善
き
働
き

が
出
現
す
る
場
で
あ
る
。
空
間
を
空
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
虚
霊
」

な
る
も
の
が
流
入
し
、
充
満
す
る
の
で
あ
る
。
（
そ
う
し
た
事
態
の
根
拠
は
、

太
虚
が
、
気
と
不
二
で
あ
り
、
万
物
の
生
々
を
属
性
と
し
、
生
命
の
一
体
性
を

も
た
ら
す
「
孝
」
そ
の
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
今
は
こ
の
点
に
深
入
り

（
９
）

し
な
い
。
）

か
く
し
て
、
『
聚
語
』
付
録
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
心
の
大
且
つ
貴
な
る
所
の
者
は
、
要
す
る
に
虚
霊
に
在
る
の
み
。
虚
に
し

て
霊
、
故
に
衆
理
具
は
り
万
事
出
づ
。
然
れ
ば
則
ち
人
心
と
天
の
太
虚
と
一

般
に
し
て
二
様
な
り
。
夫
れ
太
虚
の
真
は
便
ち
是
れ
霊
に
し
て
、
陰
陽
・
鬼

神
・
五
行
・
春
秋
冬
夏
・
万
物
の
生
々
、
皆
其
の
変
化
云
為
の
妙
な
り
。
」
（
倫

理
彙
編
五
三
七
頁
）

「
（
余
、
）
孔
子
の
「
空
空
」
、
顔
子
の
「
屡
空
」
を
以
て
、
太
虚
に
帰
す
る

の
規
則
と
為
す
。
故
に
学
人
、
亦
た
此
れ
に
由
っ
て
以
て
工
夫
を
下
せ
ば
、

則
ち
必
ず
無
極
の
真
を
得
。
謂
は
所
る
虚
霊
な
る
者
な
り
。
而
し
て
万
理
万

事
、
皆
亦
た
此
れ
自
り
活
溌
に
流
出
す
。
」
（
倫
理
彙
編
五
三
三
頁
）

自
己
浄
化
が
成
就
し
、
心
が
太
虚
に
帰
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
善
き
こ
と

が
そ
こ
か
ら
流
出
し
て
く
る
。
ま
た
「
仁
義
道
徳
の
全
美
」
も
保
持
し
得
る
（
下

八
六
）
。
道
徳
の
次
元
で
あ
る
「
仁
義
礼
智
」
も
、
太
虚
に
由
来
し
て
万
物
を

生
み
出
す
春
夏
秋
冬
と
い
う
「
天
運
」
と
、
「
一
般
」
「
一
筒
」
で
あ
る
（
上
三

七
、
六
七
、
七
七
）
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
夫
れ
道
な
る
も
の
は
、
太
虚
の
承
。
故

に
学
び
て
太
虚
に
帰
す
れ
ば
、
則
ち
人
の
能
事
畢
る
」
（
上
一
五
）
と
す
ら
言

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
回
復
さ
れ
る
の
は
人
の
内
な
る
自
然
だ
、
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
良
知
が
、
中
斎
に
お
い
て
「
赤
子
の
心
」
と
等
置
さ
れ
る
こ
と

は
、
そ
れ
を
証
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
同
時
に
外
な
る
自
然
（
Ⅱ
太

虚
）
と
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
太
虚
に
帰
し
た
自
己
は

内
外
が
な
く
な
り
、
他
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
斎
の
考
え

を
示
す
言
葉
も
ま
た
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

「
身
外
の
虚
は
皆
吾
が
心
に
し
て
、
而
し
て
万
物
の
往
来
起
伏
す
る
の
地
」

（
上
三
五
）

「
壌
石
は
即
ち
吾
が
肉
骨
、
草
木
は
即
ち
吾
が
毛
髪
、
雨
水
川
流
は
即
ち
吾

が
膏
血
精
液
、
雲
煙
風
籟
は
即
ち
吾
が
呼
吸
吹
嘘
、
日
月
星
晨
の
光
は
即
ち

吾
が
両
眼
の
光
、
春
夏
秋
冬
の
運
は
即
ち
吾
が
五
常
の
運
、
而
し
て
太
虚
は

吾
が
心
の
穂
な
り
。
鳴
呼
、
人
七
尺
の
躯
に
し
て
、
而
も
天
地
と
斉
し
き
こ

と
乃
ち
此
の
如
し
。
」
（
上
三
八
）

こ
れ
ら
の
言
葉
を
何
か
観
念
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
単
な
る
比
噛
、
と
解
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
を
失
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
自
他
・
万
物
の
一
体
性

は
生
々
し
く
感
じ
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
中
斎
は
言
う
。

動
物
の
死
や
、
草
木
の
擢
折
や
、
瓦
石
の
穀
壊
な
ど
を
見
れ
ば
、
人
が
痛
々
し

く
感
ず
る
（
「
吾
が
心
を
感
じ
傷
ま
し
む
」
）
が
、
そ
れ
は
、
動
物
草
木
瓦
石
な

ど
が
「
本
と
心
中
の
物
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
心
が
「
万
有
を
葆
含
す
る
」

か
ら
で
あ
る
（
上
二
）
、
と
。
「
痛
々
し
く
感
ず
る
」
と
い
う
現
代
語
訳
は
、
微

温
的
で
、
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
自
他
一
体
で
あ
れ
ば
、
自
他
の
苦

七
一



痛
も
一
体
で
あ
る
の
が
道
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
宮
城
公
子
氏
は
、
「
こ
の
感
傷

（
Ⅲ
）

は
、
心
の
痛
承
で
あ
り
身
体
の
痛
み
だ
っ
た
」
と
解
説
し
て
い
る
。
直
裁
に
、

端
的
に
、
自
分
の
心
・
身
体
が
痛
い
の
で
あ
る
。
「
聖
人
は
天
地
万
物
を
以
て

一
体
と
為
し
、
其
の
人
物
を
視
る
こ
と
猶
ほ
吾
が
首
足
腹
背
手
臂
の
如
し
。
故

に
人
物
の
病
痛
は
即
ち
我
が
病
痛
な
り
」
（
下
八
一
）
と
い
う
の
も
、
同
様
で

（
Ⅲ
）

あ
ろ
う
。
当
然
、
苦
痛
ば
か
り
で
は
な
い
、
「
虚
な
れ
ば
則
ち
万
生
の
楽
し
み
を

以
て
楽
し
み
と
為
す
」
（
上
一
二
六
）
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
心
が
太
虚
に
帰

し
た
先
に
は
、
た
と
え
苦
痛
も
同
時
に
増
す
と
し
て
も
、
一
個
人
の
直
接
体
験

を
超
え
た
豊
穰
な
生
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
一
体
性
の
ゆ
え
に
、
心
が
太
虚
に
帰
す
れ
ば
、
「
夫
れ
人

の
嘉
言
善
行
は
、
即
ち
吾
が
心
中
の
善
に
し
て
、
而
し
て
人
の
醜
言
悪
行
は
、

亦
た
吾
が
心
中
の
悪
な
り
。
是
の
故
に
聖
人
は
之
を
外
視
す
る
能
は
ざ
る
な
り
」

（
上
一
○
六
）
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
他
者
の
「
嘉
言
善
行
」

を
我
が
事
と
し
て
喜
ぶ
ば
か
り
で
は
な
い
。
他
者
の
「
醜
言
悪
行
」
も
ま
た
他

人
事
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
の
「
悪
を
去
る
も
亦
た
我
が
身
の
事
」

（
上
八
四
）
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
民
の
困
窮
を
傷
み
、
幕
府
役
人
の
不
正
を

憎
悪
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
平
八
郎
の
乱
」
の
決
起
へ
は
、
ほ
ん
の
一
歩
で
あ

っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

た
だ
し
、
飽
く
ま
で
も
心
が
太
虚
に
帰
す
れ
ぱ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
中

、
、

斎
は
、
「
心
虚
に
帰
す
れ
ば
、
則
ち
怒
り
と
催
れ
と
雛
も
、
亦
た
天
理
の
み
」
（
上

、
、

一
○
七
）
と
言
い
、
「
心
太
虚
に
帰
す
れ
ば
、
則
ち
非
常
の
事
も
皆
亦
た
道
な

る
を
知
る
」
（
上
二
六
）
と
言
う
。
「
乱
」
と
は
、
「
怒
り
」
の
発
露
で
あ
り
、

「
非
常
」
の
行
い
で
あ
ろ
う
が
、
太
虚
に
帰
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
は
正
当
に
位

置
づ
く
の
で
あ
る
。
宮
城
『
大
塩
中
斎
』
は
、
「
大
塩
は
民
や
、
天
地
万
物
と

心
が
太
虚
に
帰
す
る
こ
と
は
、
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
冒
頭
で
見
た
よ

う
に
、
「
帰
太
虚
」
の
思
想
は
、
孔
子
と
顔
回
の
両
者
に
由
来
し
た
。
そ
の
両

者
を
対
比
し
て
中
斎
は
、
「
顔
子
の
屡
し
ば
空
し
き
は
、
心
屡
し
ば
太
虚
に
帰

せ
し
な
り
。
而
も
猶
ほ
一
息
の
有
り
。
聖
人
（
Ⅱ
孔
子
）
は
則
ち
始
め
に
徹
し

終
り
に
徹
し
、
一
太
虚
の
み
」
（
上
七
）
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
顔
回
に
は
．

息
」
の
間
と
は
い
え
、
や
は
り
間
断
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

徹
頭
徹
尾
、
太
虚
に
帰
し
た
状
態
を
持
続
し
得
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
亜

聖
顔
回
に
し
て
そ
う
で
あ
る
。
孔
子
の
「
心
体
の
虚
」
を
窺
い
得
た
の
は
、
門

弟
中
、
顔
回
の
ほ
か
に
曽
哲
の
み
だ
と
い
う
（
上
一
七
○
）
。
孔
子
の
ご
と
き

聖
人
に
し
て
は
じ
め
て
太
虚
と
一
体
で
あ
り
得
る
。
い
や
、
太
虚
に
帰
し
た
存

在
を
聖
人
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
太
虚
に
帰
す
る
と
は
、
至
難
の
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
中
斎
は
、
必
ず
し
も
至
難
の
こ
と
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
陰
陽
上
よ
り
倣
す
者
は
、
天
下
皆
是
れ
な
り
。
而
し
て
太
極
上
よ
り
倣
す

者
は
、
惟
だ
是
れ
聖
賢
の
み
。
而
し
て
常
人
と
難
も
、
方
寸
の
虚
を
看
破
す

れ
ぱ
則
ち
彼
を
出
で
て
此
に
入
る
こ
と
、
蓋
し
亦
た
難
か
ら
ざ
る
か
。
」
（
下

五
二
）

し
か
し
、
中
斎
は
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
漢
唐
已
来
、
名
賢
の
外
は
、
大
抵
己
私
心
を
塞
ぎ
て
、
心
は
虚
を
失
へ
り
。

一
体
化
し
、
「
心
太
虚
に
帰
し
」
た
確
信
を
得
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
「
天

（
吃
）

謙
」
に
立
ち
上
り
得
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
だ
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
は
な
い
か
。

一
一
一
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（
中
略
）
周
孔
の
心
は
即
ち
人
と
二
無
し
。
然
れ
ど
も
吾
も
亦
た
己
私
心
を

塞
ぎ
了
れ
り
。
先
生
の
言
（
Ⅱ
羅
予
章
の
「
死
生
去
就
」
に
関
す
る
言
葉
）

を
読
み
て
、
汗
は
背
を
湿
ほ
し
、
赤
ら
み
頬
に
発
す
。
嘗
み
に
同
志
に
問
は

ん
、
子
等
は
如
何
と
。
」
（
下
二
九
）

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
は
、
塾

生
ら
を
前
に
し
て
、
師
た
る
中
斎
ゑ
ず
か
ら
が
へ
り
く
だ
っ
て
自
己
省
察
を
求

め
た
謙
辞
と
も
と
れ
よ
う
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
自
己
が
太
虚
に
帰
し
た
こ
と

（
旧
）

は
ど
の
よ
う
に
確
証
で
き
る
の
か
、
と
な
れ
ば
、
こ
と
は
厄
介
で
あ
る
。
右
の

言
葉
は
、
実
際
に
は
至
難
で
あ
っ
た
こ
と
の
率
直
な
表
白
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
佐
藤
一
斎
か
ら
「
自
己
に
而
太
虚
と
覚
、

そ
の
実
意
必
固
我
の
私
を
免
れ
ず
、
認
し
賊
為
し
子
之
様
に
相
成
、
難
し
認
事
と

（
Ｍ
）

存
候
」
と
の
「
調
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
。
こ
の
一
斎
の

「
調
」
は
、
「
己
私
」
排
除
Ⅱ
「
無
私
」
を
理
想
と
す
る
思
想
が
、
宿
命
的
に

か
か
え
こ
ま
ざ
る
を
得
な
い
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
己

私
を
排
除
し
得
て
い
る
と
思
っ
た
と
き
、
実
は
そ
れ
は
自
己
欺
臓
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
太
虚
に
帰
し
た
と
き
は
自
他
一
体
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
こ
そ
甚
だ
し

い
己
私
で
は
な
い
か
・
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
さ
ら
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
山
本
命
氏
が
王
陽
明
の
哲
学
を

（
喝
）

分
析
し
て
提
出
し
た
知
行
合
一
三
段
階
説
が
示
唆
的
で
あ
る
。
粗
描
す
れ
ば
、

知
覚
Ⅱ
人
欲
を
格
物
的
に
超
え
る
の
が
第
一
段
階
、
為
善
去
悪
の
行
が
良
知
を

成
す
の
が
第
二
段
階
、
そ
れ
で
は
未
だ
万
物
一
体
が
成
就
し
な
い
故
に
、
良
知

が
再
び
外
的
知
覚
と
即
物
的
に
結
合
し
て
全
体
大
用
性
を
現
成
す
る
の
が
第
三

段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
山
本
氏
に
よ
れ
ば
、
陽
明
は
「
太
虚
と
同
体
化
さ
れ
る

よ
う
な
良
知
（
Ⅱ
良
知
の
虚
）
は
、
中
人
の
体
認
の
範
囲
を
超
越
す
る
と
見
て

い
る
」
の
だ
と
言
う
ｌ
こ
れ
は
右
の
第
三
段
階
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
中
斎
に
も
ど
っ
て
、
こ
の
第
三
段
階
を
「
聖
人
」
に
、
第
一
か
ら

第
二
段
階
を
「
常
人
」
に
あ
て
は
め
、
そ
し
て
、
常
人
は
苦
功
の
結
果
、
そ
の

賜
と
し
て
第
三
段
階
に
達
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う

か
。
言
い
換
え
る
と
、
可
能
な
の
は
ど
こ
ま
で
も
致
良
知
の
実
践
の
み
で
あ
っ

て
、
そ
の
実
践
を
後
に
振
り
返
っ
て
観
察
し
た
と
き
に
帰
太
虚
が
実
現
し
て
い

た
り
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
か
っ
た
り
す
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
太
虚
に
帰
し
た
と
い
う
確
証
は
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た

不
要
で
も
あ
る
。
実
践
に
お
い
て
帰
太
虚
が
実
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
実
践
に

先
立
っ
て
予
め
帰
太
虚
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
予
め
太
虚
に
帰
し
た

結
果
と
し
て
、
行
為
に
移
る
の
で
は
な
い
。
太
虚
か
ら
あ
ら
ゆ
る
善
き
こ
と
が

ら
が
流
出
し
て
く
る
こ
と
も
、
時
間
的
先
後
の
関
係
で
は
な
く
、
論
理
的
先
後

（
略
）

の
関
係
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
善
き
こ
と
が
ら
が
成
就
し
た

と
き
、
そ
こ
に
太
虚
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
次
の
中
斎
の
言
葉
も
容
易
に
理
解
可
能
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ろ
よ

「
未
だ
太
虚
に
帰
せ
ざ
る
者
も
、
自
ら
欺
か
ず
、
自
ら
謙
く
し
、
意
を
誠
に

§

す
る
の
功
夫
は
、
動
を
徹
き
、
静
を
徹
き
夜
を
徹
き
、
終
始
一
な
れ
ば
、
便

ち
是
れ
仁
義
を
為
す
の
道
に
し
て
、
而
し
て
太
虚
に
帰
す
る
の
巌
な
り
。
未

だ
太
虚
に
帰
せ
ざ
る
者
と
雛
も
、
仁
義
は
何
ぞ
為
さ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
」
（
上

六
九
）

つ
ま
り
、
未
だ
太
虚
に
帰
せ
ざ
る
第
二
段
階
の
者
と
い
え
ど
も
、
そ
の
帰
し

て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
仁
義
の
実
践
に
吝
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ

そ
の
実
践
こ
そ
が
太
虚
に
帰
す
る
た
め
の
要
訣
な
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で

七



実
践
こ
そ
が
太
虚
に
帰
す
る
た
め
の
要
訣
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
実
践
へ
の
激

し
い
衝
動
が
あ
っ
て
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
が
中
斎
に
あ
っ
て
は
、
「
発
強
剛

（
Ⅳ
）

毅
」
、
さ
ら
に
は
「
狂
」
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
あ
る
。

「
発
強
剛
毅
」
は
、
『
中
庸
』
で
、
聡
明
容
知
・
寛
柔
温
厚
・
斉
荘
中
正
・

文
理
密
察
・
溥
博
淵
泉
と
と
も
に
孔
子
の
「
気
象
徳
容
」
を
形
容
し
た
言
葉
で

あ
る
。
こ
れ
ら
を
兼
備
し
て
、
そ
れ
ら
が
時
に
応
じ
て
発
露
す
る
故
に
、
孔
子

は
「
器
な
ら
ず
」
、
太
虚
と
同
体
で
あ
り
、
「
即
ち
天
」
な
の
だ
と
い
う
（
上
一

七
六
）
。
こ
こ
で
は
「
発
強
剛
毅
」
は
多
数
の
う
ち
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
と

こ
ろ
が
こ
の
直
前
の
条
（
上
一
七
五
）
で
は
い
さ
さ
か
一
一
ユ
ア
ン
ス
が
異
な
る

の
で
あ
る
。
ｌ
後
世
の
儒
者
た
ち
は
、
「
柔
徳
」
で
あ
る
「
温
良
恭
倹
讓
」

あ
る
。
中
斎
か
ら
す
れ
ば
、
一
斎
の
「
調
」
な
ど
は
、
論
理
的
整
合
性
に
拘
泥

す
る
観
照
の
立
場
か
ら
す
る
揚
足
と
り
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
「
乱
」
の
こ
と
と
し
て
言
え
ば
、
太
虚
に
帰
し
た
と
確
証
が
あ
っ
た
が

故
に
決
起
し
得
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
決
起
は
、
む
し
ろ
心
が
太
虚
に
帰
す

る
た
め
の
場
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
自
ら
に
証
す
行
為
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
も
っ
と
も
、
「
人
の
厄
難
を
救
ふ
時
は
、
吾
が
霊
淵
の
一
波
の
動
く
や

否
や
を
験
せ
よ
。
一
波
繕
か
に
動
け
ば
、
則
ち
既
に
情
慾
の
在
る
有
り
。
天
の

体
に
非
ざ
る
な
り
。
天
の
体
に
非
ざ
れ
ぱ
、
則
ち
救
は
ざ
る
の
愈
れ
り
と
為
す

に
如
か
ず
」
（
上
二
）
と
の
言
を
見
れ
ば
、
右
の
上
六
九
と
異
な
っ
て
、
起

っ
た
中
斎
は
既
に
し
て
天
の
体
Ⅱ
太
虚
に
帰
し
て
い
た
の
だ
、
と
も
解
し
得
る
。

が
し
か
し
、
実
際
に
心
が
波
立
つ
か
ど
う
か
は
、
「
厄
難
を
救
ふ
」
と
い
う
実

践
に
お
い
て
で
な
く
て
は
検
証
し
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

を
も
っ
て
孔
子
の
神
髄
と
す
る
が
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
「
政
を
聞

く
を
求
む
る
時
の
気
象
徳
容
」
に
す
ぎ
な
い
。
孔
子
に
は
、
少
正
卯
訣
殺
を
は

じ
め
と
す
る
発
強
剛
毅
の
ふ
る
ま
い
が
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
聖
人
の

神
化
万
変
は
太
虚
と
斉
し
。
豈
に
春
温
の
承
有
り
て
秋
殺
無
か
ら
ん
や
」
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
世
の
人
々
は
、
温
良
恭
倹
譲
を
掲
げ
て
発
強
剛
毅
を
憎
み
、

正
義
の
士
の
登
用
を
妨
げ
、
君
子
の
行
い
を
は
ば
む
。
正
人
君
子
も
、
温
良
恭

倹
譲
に
拘
泥
し
て
、
か
え
っ
て
衆
人
に
妨
害
さ
れ
て
正
義
を
実
践
で
き
な
い
。

「
豈
に
惜
し
む
べ
き
に
非
ざ
る
か
、
豈
に
恨
む
べ
き
に
非
ざ
る
か
。
」
ｌ
こ

（
旧
）

の
よ
う
に
中
斎
は
激
し
く
憤
慨
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
聚
語
』
付
録
の
「
追
鑛
猪
飼
翁
校
讐
之
記
」
（
倫
理
彙
編
五
一
三
頁

以
下
）
に
お
い
て
は
、
温
柔
な
学
者
に
対
す
る
非
難
が
あ
る
。
ｌ
文
字
訓
話

の
研
究
に
汲
々
と
す
る
学
者
は
、
そ
の
気
質
が
「
柔
善
」
で
あ
る
か
「
偏
固
朴

質
」
で
あ
る
か
だ
。
し
か
し
そ
ん
な
者
の
み
を
教
導
し
て
い
て
も
無
駄
な
こ
と

（
マ
↓
、
）

だ
。
そ
れ
は
「
ｎ
Ｕ
先
生
父
子
の
門
、
未
だ
嘗
て
有
用
の
良
材
を
薫
陶
蒸
出

（
旧
）

せ
ざ
る
」
の
と
同
様
だ
。
「
是
れ
儒
門
の
一
大
恨
に
し
て
、
豈
に
惜
し
む
べ
き
に

非
ざ
る
か
」
。

と
も
あ
れ
、
「
温
良
恭
倹
讓
」
と
い
っ
た
「
柔
徳
」
で
は
不
十
分
だ
と
考
え

ら
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

中
斎
の
こ
う
し
た
激
し
さ
は
、
「
狂
」
に
お
い
て
極
ま
る
。
「
狂
」
は
、
『
論

語
』
子
路
第
十
三
「
子
曰
く
、
中
行
を
得
て
之
に
与
せ
ず
ん
ぱ
、
必
ず
や
狂
狙

か
。
狂
者
は
進
ん
で
取
り
、
桐
者
は
為
さ
ざ
る
所
有
る
な
り
。
」
に
基
づ
い
て

い
る
。
孔
子
の
望
む
の
は
明
ら
か
に
「
中
行
」
（
Ⅱ
中
庸
）
で
あ
っ
て
、
「
狂
椙
」

は
や
む
を
得
ず
し
て
選
ば
れ
た
次
善
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
斎
は
後
者
に
重

心
を
移
す
。
孔
子
在
世
時
の
天
下
の
人
々
は
稻
々
と
し
て
皆
「
郷
原
」
で
あ
っ

七
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た
か
ら
、
「
中
行
」
の
人
を
望
む
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
、

し
た
が
っ
て
こ
の
言
葉
に
、
む
し
ろ
現
実
に
は
「
晨
星
よ
り
も
鮮
な
き
の
狂
桐
」

を
取
る
の
だ
、
と
い
う
孔
子
の
積
極
的
な
姿
勢
を
見
る
べ
き
だ
と
中
斎
は
考
え

る
の
で
あ
る
。
中
斎
は
、
「
中
行
」
と
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
温
柔
な
「
郷
原
」

と
は
、
紛
ら
わ
し
く
区
別
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と

を
主
張
し
た
条
（
上
一
五
二
を
、
中
斎
は
「
鳴
呼
、
道
の
貴
き
所
は
此
に
在

り
。
道
の
行
は
れ
ざ
る
所
も
亦
た
此
に
在
る
か
な
」
と
結
ぶ
。
孔
子
が
「
狂
狽
」

を
選
び
取
っ
た
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
道
の
貴
さ
の
理
解
も
な
い
し
、
ま

し
て
や
道
の
実
現
も
望
み
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
に
窺
わ
れ
る
の
は
、
中
斎
の
時
代
意
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

江
戸
時
代
も
末
に
生
き
た
中
斎
に
は
、
周
囲
に
、
世
に
媚
び
流
俗
に
同
じ
汚
世

に
合
す
る
「
郷
原
」
ば
か
り
が
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
反
動

と
し
て
、
潔
癖
な
彼
と
し
て
は
是
非
と
も
「
狂
狙
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

「
狂
指
」
は
、
外
的
状
況
の
ゆ
え
に
要
請
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
ら

の
内
面
の
有
り
よ
う
か
ら
し
て
も
要
請
さ
れ
る
。
不
善
は
、
た
と
え
ば
「
貨
色

功
利
の
習
ひ
」
は
、
生
得
的
に
自
ら
の
身
体
に
沁
み
わ
た
っ
て
い
た
。
「
利
害

生
死
」
に
「
趨
避
の
心
」
を
起
こ
す
の
も
ま
た
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ら
か
ら
の
自
己
浄
化
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
前
に
見
た
。
し
か
し
容

易
で
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
発
強
剛
毅
」
「
一
念
の
烈
」
（
上
一
五
八
）
等
の
言
葉

か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
な
、
激
し
い
あ
り
方
と
し
て
の
「
狂
桐
」
が
選
ば
れ
る
の

で
あ
る
。
中
斎
は
、
自
ら
「
惰
心
に
鞭
ち
、
利
を
見
て
肯
て
前
ま
ず
、
害
を
見

て
肯
て
退
か
ず
」
（
上
六
○
）
を
心
掛
け
た
と
い
う
。
し
か
も
そ
れ
で
も
な
お

小
人
に
類
し
は
し
な
い
か
と
恐
れ
た
と
い
う
。
利
害
が
敏
感
に
意
識
さ
れ
る
以

上
、
自
ら
に
と
っ
て
の
利
益
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
身
を
退
き
、

害
で
あ
る
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
飛
込
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
、
「
利

害
生
死
の
境
に
臨
み
、
真
に
趨
避
の
心
を
起
さ
ざ
れ
ぱ
、
則
ち
未
だ
五
十
に
至

ら
ず
し
て
、
乃
ち
天
命
を
知
る
な
り
。
（
中
略
）
人
は
以
て
早
く
天
命
を
知
ら

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
下
二
五
）
と
も
言
う
。
利
害
生
死
に
趨
避
す
る
心

は
過
剰
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
排
除
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
い
わ

ば
焦
燥
感
、
性
急
さ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
己
れ
に
反
み
て
之
を
独
知
に
問
ひ
、
則
ち
未
だ
嘗
て
進
み
取
る
こ
と
狂
者

の
如
く
、
為
さ
ざ
る
所
有
る
こ
と
狽
者
の
如
き
の
志
有
ら
ざ
る
は
、
恥
と
謂

ふ
く
し
。
而
し
て
日
に
書
を
読
象
理
を
語
る
も
、
究
寛
し
て
郷
鳫
に
終
ら
ん

の
み
。
」
（
上
六
五
）

ま
た
中
斎
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
ｌ
孔
子
す
ら
群
小
の
人
々
か
ら
そ

の
「
是
非
の
公
」
な
る
こ
と
を
畏
れ
ら
れ
、
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
、
ま
し
て
私
ご

と
き
「
聖
人
を
学
び
、
一
に
良
知
に
任
じ
て
以
て
是
非
を
公
に
す
る
こ
と
狂
者

の
如
く
な
る
」
者
は
、
他
者
か
ら
迫
害
さ
れ
る
こ
と
、
殆
ん
ど
測
る
べ
か
ら
ざ

る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
迫
害
を
恐
れ
て
「
是
非
の
心
を
味
ま
す
は
、

固
よ
り
丈
夫
の
恥
づ
る
所
」
（
下
二
○
）
で
あ
る
、
と
。
と
す
れ
ば
迫
害
が
あ

れ
ば
こ
そ
、
狂
者
の
ご
と
く
進
取
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
聖

人
孔
子
に
あ
っ
て
は
、
太
虚
と
同
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
自
在
な
行
為
が

流
出
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
聖
人
に
あ
ら
ざ
る
者
に
お
い
て
は
、
「
狂
娼
」

た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
「
帰
太
虚
」
が
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る

し
か
な
い
。
ｌ
か
く
し
て
、
中
斎
に
あ
っ
て
は
「
狂
狽
」
そ
れ
自
体
が
目
的

と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
斎
は
、
自
ら
の
決
起
の
不
利
で
あ
る
こ
と
、
成
算
の
な
い
こ
と
を
十
分
知
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っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
太
虚
に
帰
し
た
と
い
う
確
証
も
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
起
た
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
本
稿
筆
者
の
推
測
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
意
図

は
、
中
斎
に
お
け
る
実
践
の
根
拠
の
不
確
か
さ
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
人
間
の
行
為
が
常
に
不
確
か
さ
に
足
下
を

洗
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
行
為
を
廃
し
得
る
も
の
で
も
な

い
限
り
、
そ
し
て
、
そ
の
行
為
に
お
い
て
無
私
で
あ
り
た
い
と
考
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
は
中
斎
が
直
面
し
た
と
同
様
の
困
難
な
事
態
が
出
来
し
て
い
る
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
行
為
の
規
準
は
己
私
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
困
難
さ
は
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
ま
た
別
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て

い
る
に
し
て
も
。

い
や
、
中
斎
か
ら
見
れ
ば
、
本
稿
は
「
良
知
の
底
穂
」
を
理
解
し
得
ず
に
「
難

き
に
苦
し
む
者
」
（
上
一
○
二
の
営
み
を
出
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

［
注
］

（
１
）
以
下
、
『
儒
門
空
虚
聚
語
』
は
「
日
本
倫
理
彙
編
」
に
拠
り
、
そ
の
頁

数
を
記
す
。
『
洗
心
洞
割
記
』
は
「
日
本
思
想
大
系
妬
」
（
福
永
光
司
校
注
）

に
拠
り
、
巻
名
と
条
数
を
記
す
。
ま
た
、
「
日
本
の
名
著
〃
」
（
宮
城
公
子

編
）
の
現
代
語
訳
を
参
照
し
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

（
２
）
「
聚
語
』
巻
上
冒
頭
（
四
五
一
頁
）
で
、
「
空
空
と
は
、
孔
子
、
自
ら
心

を
言
ふ
な
り
。
屡
空
と
は
、
孔
子
、
独
り
顔
子
の
心
の
ゑ
太
虚
に
同
じ
き

を
称
す
る
な
り
」
と
い
い
、
『
論
語
』
子
牢
に
出
る
「
空
空
如
」
を
、
通

常
の
解
釈
に
反
し
て
、
孔
子
自
身
の
心
の
状
態
と
解
す
る
。

（
３
）
山
下
龍
二
「
大
塩
平
八
郎
」
（
相
良
・
松
本
・
源
編
『
江
戸
の
思
想
家

た
ち
』
下
）
一
八
四
頁
。

（
４
）
山
下
前
掲
論
文
一
八
五
頁
。
ま
た
前
田
愛
『
幕
末
・
維
新
期
の
文
学
」

は
「
存
在
論
へ
の
志
向
を
は
ら
ん
だ
張
横
渠
の
「
太
虚
」
は
、
「
致
良
知
」

を
媒
介
に
内
面
の
原
理
、
実
践
的
な
原
理
へ
と
転
回
さ
れ
た
」
と
述
べ
る

（
著
作
集
１
、
三
四
頁
）
。

（
５
）
別
の
箇
所
で
は
、
「
先
入
主
」
か
ら
「
習
性
」
、
「
習
性
」
か
ら
「
意
見

・
情
識
」
が
生
ず
る
と
述
べ
て
い
る
（
倫
理
彙
編
五
四
○
頁
）
。

（
６
）
宮
城
公
子
『
大
塩
平
八
郎
』
（
朝
日
評
伝
選
陥
）
二
八
頁
。

（
７
）
宮
城
前
掲
書
は
、
「
大
塩
の
「
良
知
を
致
す
」
た
め
の
「
功
夫
」
の
特

異
さ
」
は
、
そ
の
「
功
夫
」
が
「
誠
意
慎
独
」
「
慎
独
克
己
」
で
あ
っ
た

こ
と
に
あ
る
旨
、
詳
論
す
る
（
三
六
頁
以
下
）
。

（
８
）
こ
う
し
た
点
は
、
そ
も
そ
も
陽
明
学
の
「
格
物
」
が
、
自
ら
の
内
の
微

た
だ

細
な
意
念
の
動
き
を
察
知
し
、
そ
れ
を
格
す
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
と
密
接

に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
中
斎
は
、
「
這
の
裏
に
微
し
く
禍
福
生

死
の
念
在
る
有
ら
ば
、
則
ち
格
物
の
物
の
字
、
決
し
て
分
暁
明
白
な
る
能

は
ざ
る
な
り
。
如
し
其
の
念
無
け
れ
ば
、
則
ち
心
解
し
了
る
」
（
上
一
三

四
）
と
い
う
。
な
お
荻
生
茂
博
氏
は
、
「
中
斎
学
の
輪
郭
」
（
『
大
塩
研
究
』

第
二
四
号
）
に
お
い
て
、
中
斎
学
の
性
情
二
元
論
的
側
面
や
そ
の
倫
理
主

義
を
も
っ
て
朱
子
学
的
思
惟
の
発
現
と
し
、
「
陽
明
学
を
声
高
に
叫
ん
だ

中
斎
の
方
が
（
佐
藤
一
斎
よ
り
も
）
、
却
っ
て
朱
子
学
的
な
思
惟
を
守
っ

て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
「
大
塩
中
斎
」
（
源
了
圓
編
『
江
戸

の
儒
学
ｌ
『
大
学
』
受
容
の
歴
史
」
）
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
に
論
じ

て
い
る
。

（
９
）
本
稿
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
省
略
し
た
。
以
下
の
諸
論
著
を
参
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照
さ
れ
た
い
。
宮
城
前
掲
書
一
三
九
頁
以
下
。
宮
城
「
大
塩
中
斎
の
思
想
」

（
日
本
の
名
著
〃
解
説
）
三
四
頁
以
下
。
相
良
亨
「
「
言
志
四
録
』
と
『
洗

心
洞
割
記
』
」
（
思
想
大
系
妬
解
説
）
七
二
七
頁
以
下
。

（
Ⅲ
）
宮
城
前
掲
論
文
四
一
頁
。

（
Ⅱ
）
浅
見
綱
斎
講
義
の
『
仁
説
問
答
師
説
』
に
、
「
物
ヲ
折
ル
ト
シ
ル
ガ
出

テ
、
天
地
ノ
心
ノ
イ
ャ
ガ
リ
サ
フ
二
見
ヘ
ル
、
我
心
ニ
モ
ム
ゴ
ノ
、
シ
ウ

思
〈
ル
、
」
と
い
う
（
思
想
大
系
別
、
二
六
六
頁
）
。
こ
れ
は
、
宋
学
以

後
の
「
万
物
一
体
の
仁
」
の
思
想
に
通
有
の
感
受
性
を
表
現
し
て
い
よ
う

が
、
綱
斎
の
場
合
は
「
見
へ
ル
」
「
思
ハ
ル
、
」
と
言
い
、
中
斎
に
比
し

思
〈
ル
、
」
と
い
う
（
思
想
．

後
の
「
万
物
一
体
の
仁
」
空

が
、
綱
斎
の
場
合
は
「
見
へ

（
Ｍ
）
宮
城
前
掲
言
一
七
八
頁
以
下
。
宮
城
氏
は
、
一
斎
の
書
簡
を
丁
寧
に
分

析
し
て
、
そ
こ
に
「
冷
笑
」
「
冷
た
い
椰
楡
」
を
見
て
い
る
。
ま
た
前
田

前
掲
書
に
は
、
平
松
楽
斎
宛
猪
飼
敬
所
書
簡
の
「
佐
藤
一
斎
ヨ
リ
大
塩
ヘ

ノ
答
書
二
・
意
必
固
我
ナ
キ
ト
オ
モ
フ
所
一
一
・
固
我
ノ
私
ア
ル
ヲ
免
レ
難

ク
候
ト
。
是
彼
人
ヲ
調
セ
シ
也
」
と
い
う
一
節
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
四

ク
候
ト
。

て
、
間
接
的
で
あ
る
。

（
皿
）
宮
城
前
掲
書
二
五
三
頁
。

（
昭
）
相
良
前
掲
論
文
七
三
四
頁
。

（
咽
）
山
本
命
『
明
時
代
儒
学
の
倫
理
学
的
研
究
』
九
九
、
一
○
四
、

頁
他
。
な
お
島
田
虐
次
『
王
陽
明
集
』
（
朝
日
文
明
選
６
）
は
、

段
階
説
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
（
二
○
頁
）
。

（
略
）
朱
子
学
の
「
理
先
気
後
」
説
と
同
様
に
理
解
で
き
よ
う
。

（
岨
）
前
に
見
た
上
一
七
六
は
、
こ
の
強
調
を
少
々
中
和
す
べ
く
置
か
れ
た
も

（
Ⅳ
）
前
田
前
掲
書
四
一
頁
。

五
頁
）
。

一
八
四

こ
の
三

の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
少
正
卯
の
訣
殺
に
つ
い
て
は
上
一
六
○
で
も

言
及
し
、
舜
の
四
凶
族
の
追
放
と
並
べ
、
「
太
虚
の
真
仁
」
か
ら
出
た
も

の
だ
と
す
る
。

（
マ
マ
）

（
的
）
「
ｎ
Ｕ
先
生
父
子
」
と
は
、
中
斎
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
猪
飼
敬
所
の

書
簡
中
に
「
遂
に
又
、
仁
斎
父
子
、
中
井
履
軒
の
学
を
以
て
規
則
と
為
す
」

と
あ
る
の
で
、
「
仁
斎
先
生
父
子
」
で
あ
ろ
う
。

八
追
記
Ｖ
本
稿
は
、
科
研
費
総
合
研
究
（
Ａ
）
（
代
表
者
野
崎
守
英
）

研
究
成
果
報
告
書
「
一
八
・
一
九
世
紀
日
本
に
お
け
る
言
説
空
間
の
変
容
」

（
九
二
年
一
二
月
）
所
載
の
旧
稿
に
加
筆
し
、
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
山
口
大
学
助
教
授
）
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