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中
巌
円
月
は
、
五
山
禅
林
に
お
け
る
屈
指

の
文
筆
僧

で
あ
る
。
明
治
以
降
、

五
山
文
学

の
研
究
が
進
め
ら
れ
る
に
つ
れ
、
そ
の
文
学
に
つ
い
て
の
真

の
認
識

も
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。

曾
て
江
戸
中
期
の
儒
学
者
江
村
北
海
氏
は
、
「五
山

の
作
者
、
そ
の
名
今

に

徴
す
べ
き
も
の
、
百
人
を
下
ら
ず
。
…
…
絶
海
、
義
堂
、
世
多
く
並
称
し
、
以

(
1
)

て
敵
手
と
為
す
」
と
指
摘

し
、
大
正
期

の
漢
学
者
岡
田
正
之
氏
も
、
「古
今

の

さ
く
さ
く

学
者

の
嘖
々
す
る
も

の
は
、
五
山

の
学
僧
中
、
義
堂
、
絶
海
よ
り
盛
な
る
も
の

(
2

)

な
し
」
と
論
じ
た
。
従
来
両
氏

の
よ
う
に
五
山
文
学
を
論
ず
る
も
の
は
、
た
い

て
い
義
堂
周
信

(
一
三
二
五
-

一
三
八
八
)、
絶
海
中
津

(
一
三
三
六
-

一
四
〇

そ
う

へ
き

五
)
を
そ
の
双
璧
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
近
来
そ

の
研
究
に
多
大
な
貢

献
を
し
た
玉
村
竹
二
氏
、
足
利
衍
述
氏
等
が
特

に
中
巌
円
月

(
一
三
〇
〇
1

一

(3
)

三
七
五
)
を
高
く
評
価

し
、
「筆
力

に
お

い
て
は
到
底
両
者

の
及
ぶ
所

に
非
ず
」

と
異
論
を
唱
え
た
。

五
山
文
筆
僧

の
中
で
、
中
巌
は
確
か
に
異
質
な
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

る
。
彼
が
あ
ま
り
に
善
を
好
み
、
悪
を
憎
む
情

に
徹
底
し
て
い
る
た
め
、
ま
た

こ
ヵつ
こ
く

救
世
済
民

の
熱
情

に
燃
え
て
、
「燕
雀
安

ん
ぞ
鴻
鵠

の
志
を
知
ら
ん
や
」
と
い

う
孤
高
な
抱
負
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
た
め
、
周
囲
の
人
と
相
容
れ
ず
、
常

に
危

険
に
曝
さ
れ
、
生
涯

に
三
度
も
命
を
奪
わ
れ
か
け
る
な
ど
、
失
意
で
不
幸
な
生

涯
を
送

っ
た
文
筆
僧

で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
正
直
な
彼
は
、
挫
折

に
遭
う

度
に
、
常

に
深
く
反
省
を
す
る

一
方

で
、
決
し
て
捨
鉢
な
行
動
を
取

っ
た
り
、

そ
し

相
手
を
怨

ん
だ
り
誹

っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
始
終
厳
し
く
自
己
規
制
し
、
人

き
ん
ば
く

間
た
る
尊
厳
を
保
ち
続
け
た
。
と
同
時
に
そ
の
窘
迫
で
波
瀾
万
丈

の
境
涯

の
変

遷
に
伴
う
感
動
、
感
慨
を
、
自
分

の
悲
し
み
苦
し
み
を
交
え
な
が
ら
、
漢
詩
文

え
い
え
い
こ
つ
こ

つ

に
吐
露
し
て
、
営
々
吃
々
と
自
己
表
現
の
道
を
切
り
開
い
た
。

ほ
う
し
よ
く
だ
ん
い

し
ん
ぎ
ん

従

っ
て
、
中
巌

の
作
品
は
、
飽
食
暖
衣

の
貴
族
詩
人

の
無
病
呻
吟
で
も
な
け

れ
ば
、
平
穏
無
事

の
隠
士
僧
侶

の
題
詠

・
応
酬
で
も
な

い
。
そ
こ
に
は
作
者
の
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苦
し
み
の
ど
ん
底

で
の
深

い
思
考
や
錬
磨

さ
れ
た
人
生
観
が
あ
り
、
実
際
の
事

件
や
個
人
的
な
経
験
に
即
し
た
生
々
し
い
叙
述
、
当
時

の
中
国
人
に
も
け

っ
し

て
劣
ら
な
い
筆
力

に
よ
る
意
欲
的
な
表
現
が
み
え
、
最
も
激
し
い
個
性
的
な
真

実

に
溢
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

中
巌
の
少
し
前

の
五
山
禅
林

で
も
、
積
極
的
に
宋
学
を
取
り
入
れ
た
が
、
そ

の
学
問
は
思
弁
性

の
強
い
哲
学

で
あ
り
、
言
葉
の
障
碍
も
あ

っ
た
の
で
、
と
て

も
宋
学
の
真
髄

に
至

っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
難
局
は
、
虎
関
師
錬
か

ら
宋
学
の
啓
蒙
を
受
け
、
し
か
も
七
年
余

も
留
学
し
た
経
験
を
持

つ
中
巌
に
よ

っ
て
、
か
な
り
打
開
さ
れ
た
。
殊

に
彼
が
当
時

の
社
会
現
実
を
見
極
め
て
、
す

ぐ
れ
た
経
綸
思
想
を
作
り
出
し
た
の
は
、
中
世
思
想
史

に
お
い
て
も
、
特
筆
に

値
す
る
も
の
で
あ
る
。

べ
ん
れ
い

当
時

の
五
山
文
壇

で
は
、
散
文
と
し
て
は
四
六
駢
儷
体
が
流
行
し
、
詩
と
し

て
は
陶
淵
明
、
白
楽
天
、
杜
甫
、
蘇
軾
、
黄
庭
堅
等

の
詩
が

よ
く
読
ま
れ
、
中

唐

・
晩
唐
の

「
三
体
詩
」
も
愛
読
さ
れ
た
。
帰
国
し
て
か
ら
の
中
巌
は
時
を
移

し
よ
う

い
ん
た
い
き
ん

さ
ず
、
そ
の
時
勢

に
棹
さ
し
て
、
四
六
文

の
模
範
と
さ
れ
た
笑
隠
大
訴

の

「蒲

室
集
」
を
日
本

で
始

め
て
講
じ
た
り
、

「三
体
詩
」
に
つ
い
て
の
講
義
も
こ
の

国
で
最
初
に
行

っ
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
発
な
活
動

に
よ

っ
て
、
中
巌

は
当

時

の
大
陸
文
芸

の
流
行
を
い
ち
早
く
日
本

に
移
植
し
た
禅
僧
と
し
て
、
最
大
の

貢
献
を
し
、
五
山
文
学
の

一
つ
の
淵
源
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
中
巌

の
文
学

・
思
想
に
対

し
て
、
そ

の
先
輩

に
あ
た
る
竺
仙
梵

ま
た

お
ん

僊
は

「中
巌
如
き
者

は
、
学
内
外
に
通
じ
、
乃
は
諸
子
百
家
、
天
文
地
理
、
陰

よ

ひつ
陽

の
説
に
至
れ
り
。

一
を
以
て
之
を
貫
き
、
発
し
て
而
し
て
文
を
為
す
。
則
ち

郁
々
た
る
や
其

の
盛
な
り
」

(『天
柱
集

・
示
中
巌
首
座
』)
と
讃
嘆
し
た
。
ま
た
、

さ
く
そ
う

『本
朝
高
僧
伝
』
の
作
者
卍
元
師
蛮
も
、
「錯
綜
た
る
三
蔵

に
て
、
其

の
秘
詮
を

そ

き

こ
う

た
だ

収
め
、
五
車
を
駆
遣

し
、
嗜
み
て
厥
れ
肥
潤
に
な
れ
り
。
揮
毫
し
て
立
ち
に
万

ふ
い
ご

ふ

い
よ
い

し

り
ん

言
を
就
け
り
。
胸
中

に
案
籥
き
て
而
し
て
愈
よ
出
づ
。
本
朝
緇
林
に
文
章
有
り

い
わ
ゆ
る

て
以
還
、
抗
衡
す
る
者
無
し
。
可
謂
空
前
絶
後
な
り
」
(巻
三
十
二

・
中
巌
伝
)

と
激
賞
し
て
い
る
。
中
巌
が
空
前
絶
後

の
文
学
僧
だ
と
は
、
些
か
ほ
め
す
ぎ

の

き
よ
は
く

嫌

い
が
あ
る
が
、
彼
が
五
山
文
学
の
最
高
峰
を
築
い
た
巨
擘
の

一
人
と
し
て
、

義
堂
、
絶
海
と
は
別

の
風
格
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
に
事
実

で
あ
る
。

一
、
中
巌

の
経
綸
思
想

中
巌
文
学

の
特
質
と
し
て
、
ま
ず
数
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
強

い
政
治
志
向

性
で
あ
る
。
彼
は
政
治
改
革

・
社
会
改
良

に
非
常
な
熱
意
を
示
し
、
よ
く
経
世

済
民

の
策
を
論
じ
て
い
る
。
後

の
五
山
文
筆
僧

の
多
く
も
、
室
町
幕
府

の
政
治

に
参
与
す
る
が
、
中
巌
ほ
ど
情
熱
を
筆
端

に
注
ぎ
込
ん
だ
者
は
な

い
。

中
巌
は
生
涯

に
数
多
く

の
著
書
を
残
し
た
が
、
そ
の
制
作
時
間
か
ら
分
る
よ

う
に
、
彼
の
本
格
的
な
文
学
創
造
は
、
帰
国
後

か
ら
だ
と
言
え
る
。
と
り
わ
け

帰
国
後
三
、
四
年

の
問
に
、
彼

の
思
想
は
も

っ
と
も
特
色
付
け
ら
れ
、
そ
の
代

表
的
な
作
品
も
ほ
ぼ

こ
の
時
期

に
集
中
し
て
い
る
。

一
三
三
二
年

の
夏
、
中
巌
は
長
期

の
留
学
生
活
を
経

て
、
大
陸

の
厳
し
い
禅

風
を
身

に
つ
け
、
宋

・
元

の
学
問
を
深
く
理
解

し
、
吸
収
し
た
あ
と
、
経
綸

の
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五山文筆僧中巌円月の世界

大
志
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
、
故
国
に
帰

っ
た
の
で
あ
る
。
翌
年

の
五
月
に
ち
ょ

う
ど
鎌
倉
幕
府
が
滅
び
、
後
醍
醐
天
皇

の
新
政
が
始
ま
る
こ
と
に
な

っ
た
。
中

巌
は
新
進
気
鋭

の
留
学
僧
と
し
て
、
建
武

の
中
興
に
感
激
し
、
積
極
的
に
新
政

に
参
与
す
る
情
熱
を
迸
ら
せ
て
、
さ

っ
そ
く

「
原
民
」
「原
僧
」

の
二
篇
を
著

し
、
「上
二建
武
天
子
一表
」
を
添
え
て
、
後
醍
醐
天
皇

に
献
呈
し
た
。
こ
れ
ら

の
論
文
は
、
帰
国
後
三
年
目
に
書
か
れ
た

『中
正
子
』
十
篇
と
合
わ
せ
、
彼

の

大
陸
外
游
の
総
決
算
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
時
に
中
巌
は
三
十
四
、
五
歳
、

思
想
的
に
最
も
充
実
し
て
い
る
壮
年
期
で
あ

る
。
こ
の
系
列

の
論
文

で
、
彼
は

天
下
万
民
の
た
め
に
、
誰
で
も
安
楽
に
平
和

に
暮
し
て
ゆ
け
る
世

の
中
を
作
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
禅
僧
と
い
う
よ
り
儒
者
と
し
て
の
神
聖
な
使
命
感

を
以

て
、
経
世
済
民
の
方
策
を
提
起
し
、
中
巌
た
る
思
想
を
築
き
上
げ

た
。
南

北
朝
初
期
の
激
動

の
時
代
に
お
い
て
、
現
実
社
会
に
も
と
つ
い
て
形
づ
く
ら
れ

た
中
巌

の
こ
の
実
用
的
な
救
世
思
想
は
、
特

に
評
価
す
べ
き
だ
と
思
う
。

帰
国
早
々
、
中
巌
は
ど
う
し
て
政
治
に
参
与
す
る
他

の
禅
僧
と
比
べ
も
の
に

な
ら
な
い
ほ
ど
、
政
治
的
意
欲

に
燃
え
、
後
醍
醐
天
皇

に
上
表
文
ま
で
奉

っ
た

の
か
。
ま
た
彼
は
禅
僧
と
し
て
、
当
時

の
中
国
人
も
驚
く
ほ
ど

の
漢
学
素
養
を

ど

の
よ
う
に
し
て
身

に
付
け
た
の
か
。
こ
れ
に
は
彼

の
少
年
時
代

の
孤
児
体
験
、

お
よ
び
宋
学
に
精
通
し
該
博
な
知
識
を
持

つ
虎
関
師
錬
等

の
巨
匠
に
恵
ま
れ
た

こ
と
が
、
深
く
関
連
す
る
。

中
巌

に
は
自
撰

の
年
譜
が
あ
る
。
こ
れ
も
他

の
禅
僧
と
は
だ
い
ぶ
異

っ
た
点

で
あ
る
。
そ
の
年
譜

「自
歴
譜
」

に
よ
る
と
、
彼
の
生
ま
れ
た
翌
月
、
父
が
あ

る
事
件
に
連
坐
し
て
、
西
国
に
左
遷
さ
れ
、
母
は
何
か
の
事
情

で
自
分
の
子
供

を
養
育
で
き
ず
、
中
巌
は
専
ら
乳
母

の
手
で
育
て
ら
れ
た
。
六
歳
か
ら
や
は
り

窮
乏
し
、
中
巌

の
め
ん
ど
う
を
み
る
余
裕

の
な
い
祖
母
、
外
祖
父
の
家
を
転
々

と
し
た
あ
げ
く
、
八
歳
に
な

っ
た
ば
か
り
の
時
、
祖
母
の
手
で
鎌
倉

の
寿
福
寺

に
預
け
ら
れ
て
僧
童
と
な

っ
た
。
父

の
不
運
が
彼
を
孤
児
に
し
た
の
み
な
ら
ず
、

彼

の
伯
父
も
叔
父
も
路
傍

で
死
に
か
け
る
ほ
ど
落
魄
し
た
と
い
う
。
し
か
し
寺

に
入
れ
ら
れ
た
彼
は
、
自
分

の
暗
い
宿
命

に
ち

っ
と
も
屈
せ
ず
、

い
じ
け
る
こ

と
は
微
塵
も
な
か

っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
苦
し
い
環
境
で
揉
ま
れ
た
不
幸
な

生

い
立
ち
に
よ

っ
て
、
逆

に
彼

は
闊
達
で
あ
り
な
が
ら
孤
独
で
き
び
し
い
性
格

の
持
ち
主
と
な
り
、
ま
た
現
実
社
会
に
目
を
向
け
、
自
ず
と
立
場

の
弱
い
人
間

と
心
を
通
い
合
わ
せ
る
庶
民
的
な
気
質
も
併

せ
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。

十

二
歳

の
時
か
ら
、
中
巌

は
道
恵
和
尚

に
就

い
て

『孝
経
』
『論
語
』
を
読

み
、
『九
章
算
術
』
を
学
び
、
基
礎
的
教
養
を
身

に
つ
け
た
。
十
五
歳

に
な
る

と
、
鎌
倉

の
乾
明
山
万
寿
寺

に
移
り
、
偈
頌
を
作
る
よ
う
に
な

っ
た
。
偈
頌
を

作
る
毎

に
、
住
持
雲
屋
か
ら

「
奇
な
り
」
と
褒
め
ら
れ
た
と
い
う
。
同
じ
年

の

か

た

冬
、
円
覚
寺

に
掛
搭

し
て
元
僧
東
明
慧
日
を
受
業
師
と
仰

い
で
、
『易
経
』
を

せ
つ
け

習

い
、
曹
洞
宗
宏
智
派
の
接
化
を
受
け
た
。

こ
の
頃
か
ら
文
学
に
目
醒
め
、
創

作
意
欲

に
火
が
点
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
十
二
歳
よ
り
十
五
歳
ま
で
の
勉
学
は
、

中
巌
文
学
の
創
造

に
と

っ
て
不
可
欠
な
も

の
で
あ

っ
た
。
彼
の

一
生
を
左
右
す

る
基
礎
的
素
養
が
こ
の
期
間
に

一
応

マ
ス
タ
ー
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
中
巌
は
永
平
寺

の
義
雲
、
聖

一
派
の
南
山
、
済
北
庵

の
虎
関
等
、

大
和
尚

の
門
を
敲
き
、
黙
々
と
参
学
に
勤

め
た
が
、
中
で
も
彼
の
思
想

・
学
問

に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
虎
関

で
あ
る
。
当
時
こ
の
偉
大
な
禅
僧

は
、

日
本
仏
教
界
に
未
曾
有

の
大
事
業

『元
亨
釈
書
』
の
著
述

に
専
念
し
、
来
客
を

一
切
拒
絶
し
て
い
た
が
、
た
だ
中
巌
と
そ

の
法
友
不
聞
契
聞
だ
け
に
は
参
扣
を

許
し
、
種

々
の
教
導
を
し
て
や

っ
た
。
ち

ょ
う
ど
こ
の
頃
、
中
巌
は

「
五
宗
符

命
」
を
作
り
、
虎
関

に
激
賞
さ
れ
て
、
大

い
に
自
信
が
付
け
ら
れ
た
。
虎
関
と

中
巌
は
年
齢
や
社
会
的
地
位

の
へ
だ
た
り
を
越
え
て
、
お
互
い
に
強
く
魅

せ
ら

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
虎
関
は
中
巌

の
求
道
者
と
し
て
の
真
摯
さ
と
、
そ
の
衆

に

擢
ん
で
た
資
質
を
認
め
、
わ
が
人
才
を
得

た
と
よ
ろ
こ
び
、
中
巌
は
禅
林

で
崇

拝
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
大
立
者

の
優
れ
た
学
問
と
気
宇
宏
大
な
人
格

に
感
動
し

て
、
心
を
広
げ
、
次
第
に
大
き
な
志
を
抱

く
よ
う
に
な

っ
た
の
だ

っ
た
。

=
二
二
五
年
九
月
、
中
巌
は
商
船

に
便
乗
し
、
漸
く
入
元
の
宿
願
を
達
し
た
。

く

り
ん
せ
い
む

て

ひ

彼
は
浙
江
、
江
蘇
等
、
江
南

の
諸
名
山
を
歴
游
し
て
、
古
林
清
茂
、
東
陽
徳
輝
、

竺
田
悟
心
ら
の
禅
匠

に
参
謁
し
、
寝
食
を
忘
れ
て
内
典
外
学
の
研
鑽
を
行

っ
た
。

殊
に
古
林

に
は
三
度
も
参
じ
、
そ
の
会
下

で
気
高
い
禅
風
と
高
雅
勁
直
な
文
学

は
じ
よ
う

的
風
格

に
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
東
陽
徳
輝
は
百
丈
山

の
大
智
寿
聖
禅
寺

の
長

老
、

の
ち
に
勅
旨
を
蒙
り

「勅
修
百
丈
清
規
」
を
編
訂
し
た
ほ
ど

の
尊
宿

で
あ

っ
た
。
中
巌
は
東
陽
に
大

い
に
印
可
さ
れ
、

こ
の
長
老

に
請
わ
れ
て
書
記
と
な

は
つ
と
う

え

か
い

っ
た
。
恰
も
同
寺

の
法
堂
が
落
成

し
て
、

そ
の
上
層
に
百
丈
懐
海

の
像
を
安
置

し
、

こ
れ
を

「
天
下
師
表
閣
」
と
名
付
け
た
。
中
巌
は
そ
の
大
切
な
上
梁
文
を

制
作
し
、
禅
僧

・
士
人
の
絶
賞
を
受
け
た
。
外
国
の
留
学
僧
が
こ
の
よ
う
な

一

流

の
禅
院

の
書
記

に
任
じ
ら
れ
、
名
誉
あ
る
上
梁
文

の
制
作

に
あ
た
る
の
は
極

め
て
異
例

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼

の
文
才
が
す

で
に
中
国

の
上
層
文
士

に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
中
巌
が
入
元
当
初

か
ら
、

抱
負

に
駆
り
立
て
ら
れ
、
日
々
猛
烈
に
勉
学
し
た
こ
と
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

か
な
り
後
年
の
こ
と
だ
が
、
彼
は

「和
二儀
則
堂
韵

一謝
二珠
荊
山
諸
兄
見
ワ留
」

と

い
う
五
言
古
詩
を
詠
む
時
、
渡
元
当
時

の
心
情
に
つ
い
て
、
こ
う
語

っ
て
い

る
。

時
予
辞
海
賈

抽
身
往
南
嶷

誓
言
得
道
後

帰
国
化
庶
黎

海
賈
感
斯
言

自
嘆
吾
何
卑

時
に
予
は
海
賈
を
辞
し

身
を
抽
き
て
南
嶷
に
往
く

誓
言
す
。
得
道

の
後

国
に
帰

っ
て
黎
庶
を
化
さ
ん
と

こ

海
賈
は
斯
の
言
に
感
心
し
て

自
ず
と
吾
何
と
卑
し
と
嘆
く

元

に
向
う
商
船

の
中
は
、
海
商
が
大
勢
集
ま
り
、
詩
文

の
席
を
設
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
詩
才
を
競

っ
た
け
れ
ど
も
、
中
巌
だ
け
は
独
り
沈
黙
を
守

っ
て
い
た
。

港

に
着
き
海
商
等

に
別
れ
を
告
げ
る
と
き
、
「得
道

の
後
、
国
に
帰

っ
て
民
衆

を
教
化
し
た
い
」
と
い
う
志
を
話
し
た
ら
、
海
商
達
は
皆
感
心
し
て
、
自
分
た

ち
の
卑

し
い
の
を
愧
じ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
決
し
て
、
中
巌
が
手
前
味
噌
を
並

べ
て
自
分
を
美
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
際

の
生
活
に
お
い
て
も
、
彼
は

つ
ね
に
庶
民

の
こ
と
を
思

っ
て
い
た
。
例
え
ぽ
、
彼

の

「自
歴
譜
」

に
は

「徳
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治

二
年

(
=
二
〇
七
)、
是

の
歳
は
洪
水
有
り
、
民
間

に
赤
疱
瘡
を
患
う
な
り
」

「延
慶

三
年

(
=
一=

○
)
、
是

の
歳
は
鎌
倉

に
大
災
有
り
」
「元
文
宗
天
歴
元

年
本
朝
元
徳
元
年

(
一
三
二
九
)
、
…
…
是

の
歳

は
大
な
る
飢
饉
有

り
」
等

と

あ
る
よ
う
に
、
中
巌
は
始
終
民
間
の
疾
苦

に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。い

つ
も
庶
民
の
立
場
に
立

っ
て
、
物
事

を
考
え
る
中
巌
は
、
帰
朝
し
た
時
、

故
国
が
血
腥

い
公
武
の
争
乱

に
明
け
暮
れ
、
凄
惨

の
極
み
に
あ
る
の
を
見
て
、

さ
ぞ
か
し
心
を
痛

め
た
こ
と
だ
ろ
う
。
帰

国
の
翌
年
、
ち
ょ
う
ど
建
武
新
政
が

始
ま

っ
た
の
で
、
何
と
か
し
て
天
皇
に
直
接
、
献
言
し
、
政
治

の
欠
陥
を
補

っ

て
、
苦
し
む
庶
民
を
救
お
う
。
こ
れ
こ
そ
自
分
の
果
す
べ
き
重
大
な
責
任
だ
と
、

熱
血
漢
の
中
巌
は
身
を
引
き
締

め
て
感
じ
た
に
違

い
な
い
。

し
か
し
、
今
上
天
皇
が
自
分
の
献
言
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
が
全
然
な
け
れ

ば
、

い
く
ら
政
治
の
参
与

に
勇
み
立

っ
て
い
る
中
巌

で
も
、
た
ぶ
ん
無
駄
な
試

み
を
し
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

で
は
後
醍
醐

天
皇
の
政
治
理
念
は
い
か
な
る
も

の

で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
気
骨
稜
々
た
る
後
醍
醐
天
皇
は
、
早
く
か
ら
廷
臣
に
宋
学

を
学
ば
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
君
臣

の
名

分
を
正
し
、
王
権

の
強
化
を
図
ろ
う

と
し
た
。
『花
園
院
宸
記
』
元
応
元
年

(
=
二
一
九
)
閏

七
月
廿
二
日
の
条

に

は
、
次
の
よ
う
に
後
醍
醐
天
皇
が
玄
恵
法

印
を
召
し
て
朱
子

の
新
注
を
講
じ
さ

せ
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。

み
ど
う
て
ん
じ
よ
う
の
つ
ぼ
ね

今
夜
、
資
朝
、
公
時
ら
御
堂
殿

上

局

に
於

て
、
論
語
を
談
ず
。
僧
ら

せ
い
せ
い

ち
ん

そ
う
ず

儕
々
之

に
交
ゆ
。
朕
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
立
聞
す
る
に
、
玄
恵
僧
都
の
義
、

じ

よ

ま
こ
と
に
道

に
達
せ
る
か
。
自
余

の
人
皆
談
義
勢
有
り
、
こ
と
ご
と
く
理

致
に
叶
う
。

ま
た
元
亨
三
年

(
一
三
二
三
)
七
月
十
九
日
の
条

に
も
、

近
日
朝
臣
は
多
く
儒
教
を
以
て
立
身
し
て
、
尤
も
然
る
べ
き
な
り
。
政

道
の
中
興
は
又
こ
れ
に
因
る
も

の
な
り
。

(
4
)

と
い
う
よ
う
な
記
載
が
あ

る
。
後
醍
醐
天
皇
お
よ
び
そ
の
側
近
が
宋
学

の
玄

奥
を
体
得
し
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
に
し
て
も
、
新
政
に
結
実
す
る
政
治
的

(
5
)

行
動
の
起
動
力

の

一
つ
と
し
て
宋
学
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
新
政

に
な

っ
て
か
ら
も
、
後
醍
醐
天
皇
は
宋
学
を
以

て
禁
裡
風
を
立

(
6
)

て
、
大
義
名
分
を
正
し
て
朝
臣
を
励
ま
し
政
道

の
中
興
を
期
待
し
た
よ
う
で
あ

る
。
当
天
皇

の
聖
慮
は
、

世
治
り
民
安
か
れ
と
祈
る
こ
そ
我
が
身
に
つ
き
ぬ
思
な
り
け
れ

と
い
う
和
歌
か
ら
も
十
分
分
か
る
。
中
巌
は
恐
ら
く
、
後
醍
醐
天
皇
の
統
治

理
念
と
そ
の
叡
慮
を
熟
知
し
た
う
え
で
、
外
護
者

の
大
友
貞
宗

に
伴
わ
れ
て
上

京
し
、
「原
民
」
「原
僧
」
及
び
上
表
文
を
奉

っ
た
の
だ
ろ
う
。
「世
治
り
民
安

か
れ
」
と
切
実

に
祈
る
気
持

は
、
下
積

み
の
中
巌
で
も
、
至
高
至
尊

の
天
皇
と

全
く
同
じ
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
か
れ
は
上
表
文

の
中

で
、
赤
心
を
見
せ
な
が
ら
、

純
真

に
そ
の
目
的
を
披
瀝
し
て
い
る
。

臣
は
是
れ
山
林

の
一
芥
な
り
。
宜
し
く
草
木
と
共
に
朽

つ
る
に
当
り
て
、

世
の
利
害
と
関
わ
る
所
に
非
ず
。
然
も
区
々
と
是
れ
を
言

い
て
、
煩
黷

の

ゆ
え
ん

誅
を
避
か
ざ
る
所
以
は
何
ぞ
や
。
実

に
天
下

の
為
に
あ
り
、
身

の
為
に
非
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ず
。
実

に
世

の
為

に
あ
り
て
、

一
時

の
名
望

の
栄
ゆ
る
為

に
非
ず
。

(「上

(7

)

建
武
天
子
表
」
)

政
治

の
中
枢
か
ら
遠
く
離
れ
た

「
山
林

の
一
芥
」
で
あ

っ
て
も
、
人

の
非
議

を
恐
れ
ず
、
天
下

の
安
否
を
思

い
、
世
の
為

に
尽
す
べ
き
だ
。

こ
れ
は
中
巌

の

揺
が
せ
な
い
信
念
で
あ

る
。
こ
の
信
念

は
中
国

の
文
学
観

・
儒
学
の
政
治
理
念

か
ら
生
ま
れ
た
も

の
だ
と
思
う
。
周
知
の
こ
と
だ
が
、
中
国
で
は
政
治
と
文
学
、

政
治
家
と
文
士
は

一
体

で
あ
り
、
全
く
切

り
離
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
吉
川

幸
次
郎
氏

の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
国
で
は

「
政
治
に
参
与
す
る
も

の
は
、
必

ず
文
学

に
参
与
す
べ
き
で
あ
り
、
逆
に
ま

た
文
学
に
参
与
す
る
も
の
は
、
政
治

に
参
与
す
べ
き
で
あ

っ
た
。
少
く
と
も
政
治

へ
の
意
欲
を
持

つ
べ
き
で
あ

っ
た
。

李
白
、
杜
甫
、
み
な
政
治

へ
の
激
し
い
意
欲
を
持
ち
、
白
居
易
、
韓
愈
、
王
安

石
、
蘇
軾
は
、
詩
と
散
文

の
大
家

で
あ
る
と
共
に
、
国
家

の
重
臣
で
あ
り
、
そ

(8
)

れ
そ
れ
の
時
代

の
文
学
と
政
治
を
、
同
時

に
指
導
す
る
巨
公
で
あ

っ
た
。」

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
中
巌
は
た
だ
の
禅
僧

で
は
な
く
、
上
表
し
た
当
時
、
す
で

に
徹
底
的
に
中
国
の
文
学
観
を
体
得
し
た
文
士
で
あ
り
、
宋
学
を
深
く
理
解
し

た
忠
君
勤
王

の
儒
者
だ

っ
た
。
中
巌
に
と

っ
て
、
私
利
私
欲
を
棄
て
、
天
下

の

為

に
献
策
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
責
任

で
あ
り
、
果
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
義

務
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

中
巌
は
、
僧
侶
ま
で
武
器
を
手
に
す
る
ほ
ど

の
乱
世
に
お
い
て
は
、
何
よ
り

も
社
会

の
秩
序
を
正
し
く
、
規
矩
を
整
え

る
こ
と
が
施
政
の
急
務
だ
と
判
断
し

た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
実
現
す

る
に
は
、
儒
教
思
想
は
持

っ
て
来

い

の
も
の
で
あ
る
。
け

っ
き
ょ
く
中
巌

の
救
世
思
想
も
ま
た
儒
教

の
王
道

・
文
治

思
想
を
土
台

に
し
て
、
仏

・
道

の
思
想
を
加
え
、
そ
こ
に
自
分
な
り

の
救
世
術

を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
理
路
整
然
と
築
き
上
げ
ら
れ
て
い

っ
た
と
い
え
よ
う
。

ゆ
ず
り

っ

窃
か
に
お
も
う
に
、
王
者
禅
を
人
よ
り
受
く
る
者
は
、
そ
の
統
を
襲

い

あ
ら
た

で
之
に
沿
い
、
命
を
天
に
得
る
者
は
、
其

の
変

に
通
じ
て
之
を
革
む
。
…

こ
う
ぎ
よ
う

ま
こ
と

こ

…
陛
下
覇
を
除
き
、
王
を
興
す
は
、
乃
ち
万
世
鴻
業

の
始
め
、
固

に
斯
の

時

に
在
ら
ざ
ら
ん
や
。
旧
法

の
弊
、
革
め
ざ

る
べ
け
ん
や
。
(「上
建
武
天

子
表
」)

し
た
が

上
表
文
の
中
で
、
中
巌
は

「湯
武
命
を
革
め
、
天
に
順

い
人
に
応
ず
」
と
い

う

『易
』
の
革
命

の
理
を
引
用
し

つ
つ
、
後
醍
醐
天
皇

の
天
下
取
り
は
、
時
が

満
ち
、
天
の
命
を
承
け
た
至
順

・
正
当
な
も

の
だ
と
論
じ
て
、
大

い
に
興
王
除

お
さ

覇

の
鴻
業
を
主
唱
し
た
。
ま
た

「今
や
天
下

は
関
東

の
伯
た
る
所
と
為
り
て
、

百
数
十
歳

の
弊
積

め
り
」
と
述
べ
、
そ

の
宿
弊
を
除
く
た
め
に
は
、
「改
革
、

や歇
む
べ
か
ら
ず
」
と
強
調
し
た
。

上
表
文

の
全
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
中
巌

の
主
張
は
お
お
む
ね
、
以
下
の
よ

う
で
あ
る
。

け
い
よ
う

ま
ず
、
王
道

・
皇
権

へ
の
掲
揚
を
通
じ
て
、
後
醍
醐
天
皇

の
支
配
権

の
正
当

性
を
立
証
し
、
天
子
と
し
て
の
大
義
名
分
を
確
立
す
る
。
こ
れ
は
天
下
を
治
め

る
大
前
提
で
あ
り
、
ま
た
中
巌
の
救
世
思
想
の
成
り
立

つ
根
幹

で
も
あ
る
。

第
二
、
今
上
天
皇

の
崇
め
頌
え
る
こ
と
を
以
て
、
尊
王

の
意
志
を
表
明
す
る
。

め
い

中
巌
の
目

に
映
じ
た
後
醍
醐
天
皇
は

「
明
は
周

の
文
王
を
継
ぎ
、
徳

は
神
武
を
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承
く
。
王
を
興
し
、
覇
を
除
く
。
遠
き
を
柔
げ
、
荒
き
を
包
み
て
、
高
き
天

の

下
、
厚
き
地

の
上
、
順
わ
ざ
る
も
の
無
し
」
と
い
う
理
想
的
な
聖
天
子
で
あ
る
。

さ
ら
に
中
巌

は
こ
う
付
け
加
え
る
。
「聡
明
叡
知
に
て
、
天

に
命
を
承
く
る
者

に
非
ら
ず

ん
ば
、
孰

ん
ぞ
能
く
此

に
与

っ
た
ん
や
」
。
ま
こ
と
に
筆
墨
を
惜

ま

な

い
絶
賛
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
さ
さ
き
と
も
こ
氏
は

「
へ
つ
ら
い
も
は

な
は
だ
し
い
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
後
醍
醐
為
政
に
参
加
せ
ん
と
し
た
中
巌
の
意

(
9
)

気
込
み
の
強
さ
が
察

せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」

と
評
し
て
い
る
。
筆
者
に
言
わ
せ
れ

あ

ゆ

ぽ
、
こ
れ
は

へ
つ
ら
い
で
も
な
け
れ
ば
、
阿
諛

で
も
な
く
、
忠
実
な
尊
王
者
の

心
か
ら
の
声
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
巌
の
新
政
参
与
の
強

い
意
気
込
み
は
確

か

に
さ
さ
き
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

へ
つ
ら
い
で
な
い
証
拠

に
、
後
年
、
中
巌
は
最
も
尊
敬
し
て
い
た
先
輩

の
竺
仙
梵
僊

に
呈
し
た
書
簡

の

中

で
、
激
し
い
言
辞

で
こ
う
語

っ
て
い
る
。

ふ

ね
い

僕
は
素
性
愚
魯

に
し
て
不
佞
、
…
…
願
う
ゆ
え
ん
の
も
の
は
、
志
立
ち

りつ

て
屈
せ
ず
、
気
養

い
て
餒
え
ず
、
信
を
守
り
て
失
わ
ず
、
義

に
適

っ
て
偏

せ
ざ

る
こ
と
な
り
。
む
し
ろ
こ
の
身

を
百
千

(に
砕
か
れ

て
)、
も

っ
て

こ
な
ご
な

お
の
れ

ま

は
ず
か
し

粉
韲
に
せ
ら
る
べ
き
も
、
決
し
て
己
を
枉
げ

て
自
ら
辱
め
、
も

っ
て
立
身

な
か
だ
ち

(
10
)

揚
名

の
捷
径
に
媒
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
(「竺
僊
和
尚
に
与
う
る
書
」)

こ
れ
は
、
た
だ
の
口
先

で
の
表
白
で
は
な
く
、
彼
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
自

分

の
言
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
実
践
し
た
正
直
者
で
あ

っ
て
、
絶
対

に
世
を
欺
き

ね
い
こ
う
し
や

名
を
盗
む
よ
う
な
佞
幸
者

で
は
な
い
。

第
三
は
、
上
表
文
の
核
心
を
な
す
興
王
除
覇
の
方
策

で
あ
る
。
こ
れ
は
時
勢

を
見
な
が
ら
絶
え
ず
変
革
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
巌
は
後
醍
醐
天
皇
を
漢

の
高
祖
、
宋

の
太
祖
等
に
擬
し
、
北
条
氏
を
秦
に
な
ぞ
ら
え
て
斥
け
た
。
漢

の

高
祖
等
は
政
権

の
分
立
を
克
服
し
て
中
華
を
統

一
す
る
ほ
ど
の
人
々
だ
か
ら
、

幕
府

の
存
在
自
体
を
否
認
し
、
天
皇
支
配
権

の
絶
対
化
を
め
ざ
す
後
醍
醐
天
皇

に
と

っ
て
は
、
さ
だ
め
し
理
想
的
な
帝
王
像

で
あ

っ
た
ろ
う
。
ま
た
天
皇
は
早

く
も
、
第

一
次
討
幕
計
画
が
露
見
し
た

(正
中

の
変
)
時
、
幕
府

に

「関
東

は

じ
ゆ
う
い

(
11

)

戎
夷
な
り
。
天
下
管
領
然
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
文
書
を
送

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

上
表
文
を
書
く
時
、
中
巌
は
こ
れ
を
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
し
か

し
中
巌
が
君
臣
名
分
論
を
か
か
げ
、
北
条
氏
を
凶
暴
な
秦

に
見
立
て
て
、
今
上

に
改
革
を
す
す
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
が
す
ぐ
れ
た
上
表
文
に
な

っ
た
こ
と

は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。

要
す
る
に
、
上
表
文

の
論
旨
は
儒
教
の
王
道
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
中

巌

は
忠
実
な
皇
権
擁
護
者

で
あ
る
。
そ
こ
に
現
わ
れ
た
彼

の
人
間
像
は

「禅
定

に
深
く
入
り
、
諸
法
に
了
達
す
」

(『法
華
経

・
提
婆
達
多
品
』)
と

い
っ
た
禅
僧

で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
常

に

「天
下

の
興
亡
は
、
匹
夫
に
責
任
有
り
」
と
自
任

す
る
正
真
正
銘
の
儒
者

で
あ
り
、
社
会
を
洞
観
し
、
歴
史
に
明
る
い
政
治
家

で

あ

る
。

さ
ら

に
ま
た
、
中
巌
が

「原
民
」
「原
僧
」
を
以
て
、
後
醍
醐
天
皇

に
献
呈

し
た
の
は
富
国
強
兵

の
策

で
あ
る
。
そ
の
政
治
原
理
は
儒
教
的
な
階
級
制
度
に

あ
り
、
王
道
思
想

の
延
長
線

に
あ
る
と
言
え
る
。
中
巌

の
理
想
的
な
庶
民
観
は
、

各
々
そ
の
地
位
な
り
階
級
な
り
に
安
住
し
て
、
忠
実

に
本
分
を
守

っ
て
自
分

の
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職
業
に
励
む
べ
き
だ
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

淳
世
の
民
、
各
々
本
を
務
め
業
を
修
め
し
故
、
国
富
み
て
且

つ
強
し
。

き

か
た
な

…
…
今
国
朝
を
観

る
に
、
民
は
甲
を
衣

て
兵
を
手
に
せ
ざ

る
者
な
く
、
百

姓
は
皆
其

の
業
を
怠

っ
て
、
互
い
に
相
侵
奪
し
て
以
て
利
を
為
す
。
か
の

出
家
断
髪
す
る
者
の
若
き
も
、
亦
た
堅
甲
利
兵
を
以
て
相
誇
り
て
、
そ
の

(
12

)

本
業
を
廃
す
。
禍
乱
の
大
な
る
、
こ
れ
に
過
ぐ
る
も

の
な
し
。

(「原
民
」)

百
姓
僧
侶
が
共
に
本
業
を
怠

っ
て
武
器

を
と
る
の
は
最
大
の
禍
根

で
あ
る
。

そ
れ
を
断

つ
た
め
に
、
中
巌
は
民
を
士
農

工
商

の
四
階
級
に
分
け
、
各
階
級

に

そ
れ
ぞ
れ
次

の
役
割
を
課
す
。

か

こ
く

ま

う

農
者
は
、
禾
穀
を
播
き
、
菜
果
を
種
え
る
。

き

べ
い

工
者

は
、
棟
宇
を
営
み
、
器
皿
を
造
る
。

賈
者

は
、
其

の
有
無
を
通
ず
。

ふ

じ

し
よ
う
こ
く

し

士
者
は
、
其

の
政
令
、
符
璽
、
秤
斛

の
信
を
布
き
て
、
其

の
欺
負
を
防

こ
ん
れ
い

か
ん
じ
よ
う

ぎ
、
詩
書
礼
楽

の
教
え
を
以
て
其

の
狠
戻
を
正
し
、
甲
兵
干
城

の
威
を
以

て
、
其

の
侵
奪
を
禁
ず
。

(「原
民
」)

さ
ら
に
、
俗
世
界
の
士
農
工
商
以
外

に
、
中
巌
は
新
し
く
僧
侶
と
い
う
階
級

を
設
け
た
。
僧
侶
が
民

に
精
神
的
な
指
導

を
行
う
べ
き
で
、
「仏
法
を
以

て
民

く
わ

し
し
よ
う

を
精
し
く
性
命
死
生

の
理
に
通
ぜ
し
め
、
且

つ
禍
福
因
果

の
道
を
知
ら
し
め

る
」
(「原
民
」)
の
は
、
そ

の
本
分

で
あ

る
。
ま
た
僧
侶
自
身
も
言
行
を
慎
ん

さ
か

で
、
「非
法

の
事
を
行
わ
ず

ん
ぽ
、
則
ち
其

の
道
は
愈
々
隆
ん
な
り
。
俗
に
恭

さ
か

(13

)

敬

の
心
を
生
ぜ

し
む
れ
ぽ
、
則
ち
其

の
福

は
愈
々
昌

ん
な
り
」
(「原
僧
」
)
と
、

中
巌
は
論
じ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
鎌
倉
幕
府
は
武
士
団

の
政
権

で

あ
り
、
当
然
、
武
勇
を
重
視
す
る
。
彼
ら
が
自
ら
の
統
治
下
に
あ
る
武
力

の
み

を
正
当
な
も

の
と
し
、
他
の
武
力
を
、
武
力
を
以
て
討
滅
し
よ
う
と
す
る
の
も
、

こ
れ
ま
た
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
上
、
旧
仏
教

の
腐
敗
に
よ
り
僧
兵
は
暴

れ
、
天
下
は
戦
争

の
う
ず
に
巻
き
込
ま
れ
、
万
民
は
塗
炭

の
苦
し
み
を
舐
め
さ

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
中
巌

に
と

っ
て
た
ま
ら
な
い
苦
痛

で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。

そ
れ
故
、
北
条
氏
の
武
力
好
尚
に
対
し
て
、
中
巌
は
儒
教

の
階
級
制
度
を
も
ち

出

し
て
、
兵
農
を
分
離
さ
せ
、
「先
王
は
徳
を
耀
か
せ
、
兵
を
示
さ
ず
」
と
い

う
文
治
社
会
を
理
想
な
国
家
観
と
し
て
後
醍
醐
天
皇

に
す
す
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
国
家

の
富
強
を
図
る
策
と
し
て
、
採
る
に
足
る
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

残
念
な
が
ら
、
朝
廷
か
ら
の
反
応
は
全
く
な
か

っ
た
。
こ
の
現
実
に
対
し
て
、

中
巌
は

「文
を
用

い
る
時
に
非
ず
」
と
察
し
な
が
ら
も
、
政
治
参
与

の
意
欲
は

少
し
も
衰
え
ず
、
そ
の
経
世
思
想

は
更
に
翌
年

の

『中
正
子
』
十
篇

に
よ

っ
て

深
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『中
正
子
』
は
外
篇
六
篇
と
内
篇

四
篇
か
ら
な
る
。
外
篇

に
は
叙
篇
、
仁
義
、

方
円
、
経
権
、
革
解
、
治
歴
篇
が
あ
り
、
内
篇
に
は
性
情
、
死
生
、
戒
定
慧
、

問
禅
篇
が
あ
る
。
冒
頭

の
叙
篇
は

「外
篇

一
」
と
副
題
さ
れ
た
が
、
事
実
、

こ

れ
は
外
内
篇
を
通
ず
る
本
書
全
体

の
叙
、
或
は
総
論

で
あ
る
。
叙
篇
の
中

で
、

彼
は
本
書

の
構
成
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

中
正
子
は
釈
を
も

っ
て
内
と
し
、
儒
を
も
つ
て
外
と
す
。
こ
こ
を
以
て
、
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そ
の
書
た
る
や
、
外
篇
前

に
在

っ
て
、
内
篇
後
に
在
り
。
け
だ
し
外
よ
り

(
14

)

内

に
帰
す
る
の
義
を
取
る
な
り
。

こ
の
説
明
だ
け
を
み
れ
ば
、
本
書

の
眼
目
は
内
篇
に
あ
り
そ
う
だ
が
、
実
際

に
は
そ
の
本
論
は
や
は
り
外
篇

に
あ
る
。
中
巌

は
外
篇
を
通
じ
て
、
儒
教

の
世

界
観
、
倫
理
観
を
説
き
、
自
分
な
り
の
経
世
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

経
権

の
道
は
、
国
を
治
む
る
の
大
端
な
り
。
…
…
経
は
文
徳
な
り
。
権

や

は
武
略
な
り
。
武
略
の
設
は
、
聖
人

の
意

に
あ
ら
ず
。
聖
人
已
む
こ
と
を

え獲
ず
し
て
作
る
。
作
り
て
止
め
ざ

る
は
、
武
略
の
道
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

作
り
て
止
む
る
と
き
は
、
文
徳

に
帰
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
権
の
功
な
り
。

お
お

文
徳
経
常

の
道
、
誕
い
に
天
下

に
敷

い
て
、
武
略
権
謀

の
備
え
国

に
行
わ

い

い
た

れ
ざ
れ
ば
、
尭
舜

の
治
は
も

っ
て
坐

な
が
ら

に
し
て
致
す
べ
し
。

(「経
権

篇
」
)

経
は
経
常

の
道
で
あ
り
、
権
は
権
変
、
権
通

の
術
で
あ

っ
て
、
両
方
共

に
経

国
に
必
要
な
手
立
て
だ
が
、
う
ま
く
使

い
わ
け
る
の
は
、
た
だ
権
変
の
道

に
達

し
た
聖
王
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
古
来

の
普
遍
的
な
理
念
だ
が
、
中
巌
は
こ

の
問
題
を
は

っ
き
り
と
文
徳
と
武
略

に
置

き
換
え
て
、
よ
り
厳
密
な
論
述
を
行

っ
た
。
彼

の
言
わ
ん
と
す
る
所
は
、
文
徳

を
修
め
る
こ
と
は
治
世

の
根
本
だ
と

い
う
点

に
あ
る
。

こ
れ
は
、
「原
民
」
で
唱
え
た
文
治
社
会

の
論
旨
と
も

一
致

し
て
い
る
。

で
は
、
肝
心
な
文
徳
を
ど
う
施
す
か
。

こ
れ
に
は
、
ま
ず
仁
義
を
以
て
民
を

教
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
し

て
の
美
徳
、
治
国
に
値
す
る
万
善

の

ぼ
く
て
き

道
は
、
仁
義

の
中

に
備
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
巌
は
楊
朱

の
仁
と
墨
霍

の
義
を
批
判
し
な
が
ら
、
仁
義

の
本
質

に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

聖
人

の
道
は
大
な
り
。
仁
義
な
る
の
み
。
…
…
仁
な
き
は
人
に
あ
ら
ざ

る
な
り
。
義
な
き
は
人

に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
仁
あ

っ
て
生
じ
、
生
じ
て
必

と
お

た
だ

ず
亨

る
。
義
あ

っ
て
成
り
、
成

っ
て
必
ず
貞
し
。
…
…
仁
は
天
生
の
性
な

ぎ

り
。

親

な

り
、

親

に
孝

な

り

。

義

は

人

倫

の
情

な

り

。

宜

な

り

、

尊

な

り
、

こ
と

君
に
忠
な
り
。
忠
孝

の
移
る
は
、
仁
義
を
も

っ
て
相
推
す

の
み
。
名
異
に

し
て
実

は

一
つ
な
り
。

(「仁
義
篇
」
)

こ
れ
ら
の
論
述
に
は
、
中
巌

の
宋
学
に
つ
い
て
の
深

い
教
養
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ぽ

「仁

は
天
生

の
性
な
り
」
は
、
仁
義
礼
智
を
性
ま
た
は
性

の
徳
と
規
定

す
る
朱
子
の
定
理
に
合
う
し
、
仁
を
親

へ
の
孝

に
、
義
を
君

へ
の
忠

に
方
向
づ

け
る
の
も
、
「天
人

の
道
」

の
論
旨

に
適
合

し
て
い
る
。
仁
義
は
天
性
人
倫
の

根
源
で
あ
る
。
こ
れ
を
徹
底
す
れ
ば
、
親
に
対
す
る
孝
、
君
に
対
す
る
忠
が
自

然
と
生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
忠
孝
礼
信
を
揃
え
れ
ば
最
高

の
道
徳
者

に
な
れ

る
は
ず
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

中
巌
は
義
理
人
情

の
立
場
か
ら
だ
け
で
な
く
、
更
に
国
家

の
治
世
観
か
ら
論

述
を

つ
け
加
え
た
。

そ

且

つ
夫
れ
世
間

の
人
の
、
或

い
は
家
邑
を
治
め
、
或

い
は
州
国
も
し
く

は
天
下
を
治
む
る
者
は
、
皆
仁
義

の
道
を
も

っ
て
せ
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。

仁
義

の
道

は
、
世
を
治
む
る
の
は
大
本
な
り
。
(「戒
定
慧
篇
」
)

こ
の
よ
う

に
、
中
巌
は
人
倫
、
治
国

の
両
面
か
ら
仁
義

の
役
割
を
強
調
し
な
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お
よ

が
ら
、

一
方

で
は
、
「
凡
そ
天
下

の
こ
と
、
弊
あ
ら
ず
と

い
う
こ
と
な
し
。
仁

の
弊
や
威
な
し
。
義

の
弊
や
慈
な
し
」

(仁
義
篇
)
と
言

い
、
仁
義

の
弊
を
も

指
摘
す
る
。
入
矢
義
高
氏

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
は

「
口
を
開
け
ば
、
仁

た

義
を
説
く
孟
子
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宋
儒

に
も
絶
え
て
見
ら
れ
な

い
論
調

で
あ

っ
て
、

ア
プ
リ
オ
リ
に
至
高

の
道
徳
と
さ
れ
る
仁
義
そ
の
も
の
に
、
弊

の

可
能
性
を
言
う
こ
と
は
、
中
国

の
儒
家

に
あ

っ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

(
15

)

あ
る
」
。

確
か
に
う
わ
べ
か
ら
見
れ
ば
、
中
巌

の
仁
義

に
つ
い
て
の
論
述
に
は
前
後
か

な
り
矛
盾
す
る
点
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
実

は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
四
民

僧
侶
共
に
武
器
を
手

に
す
る
乱
世
に
対
す

る
、
中
巌

の
政
治
的
発
言

で
あ
り
、

実
は

「教
化

の
張
る
は
、
仁
義

の
行
わ
る
る
な
り
。
教
化
の
弛
む
は
、
仁
義

の

弊
な
り
」
(仁
義
篇
)
と
強
調
し
た
か

っ
た
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
仁
義
そ

の

も
の
に
弊
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
問
題
は

た
だ
民

へ
の
教
化
が
張

る
か
否
か
に

あ
る
。
民
を
う
ま
く
教
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
仁
義

の
力
を
十
分
発
揮
し

て
、
人
間

の
私
欲
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
欲
張
り
は
諸
悪

の
も
と

で
あ
り
、
小
さ
な
争

い
か
ら
大
な
る
戦
争

ま
で
、
皆
貪
欲

に
よ

っ
て
持
た
ら
さ

れ
た
災

い
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

凡
そ
人
の
情
欲

は
物
に
窮
ま
り
な

く
し
て
、
暴
悪

に
至
る
。
故

に
聖
人

は
そ
の
情
欲
を
節
し
て
、
そ
の
天
性

に
復

せ
し
め
ん
と
欲
す
る
の
み
。
こ

よ

こ
に
お
い
て
礼
を
制
し
戒
を
設
け
て
、
も

っ
て
人
を
し
て
能
く
そ
の
欲
を

養

い
て
度

に
過
ぎ
ざ
ら
し
む
る
も

の
な
り
。
故

に
礼

は
養
な
り
、
戒
は
禁

な
り
。
…
…
仁
義

・
孝
弟

・
忠
信
は
能
く
心
を
養
う
も
、
そ
の
情

に
し
て

節
せ
ざ
る
を
禁
ず
る
も
の
な
り
。
(「性
情
篇
」)

中
巌
は
仁
義
を
以

て
、
民
に
情
欲
を
節
制
さ
せ
、
天
道

に
復
せ
し
め
よ
と
主

ふ
さ

い
ま
し
め

張
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た

「荘
は
…
…
欲
を
窒
ぐ

の
警
と
な
す
べ
し
」

(方

円
篇
)
と
論
じ
、
老
荘

の
寡
欲
主
義
を
持
ち
出
し
て
、
人
間

の
私
欲
を
撲
滅

し

よ
う
と
し
た
。

中
巌
は
欲
望
を
、
極
力
警
戒
し
た
。
後
年
、
彼
は
、
専
ら

「窒
欲
銘
井
序
」

に
く

ふ
さ

を
作

っ
て
、
「
天
下

の
羞
ず
べ
く
悪
む
べ
き
者

は
、
皆
欲
を
窒
が
ざ

る
に
由
る

そ
う
が

も

の
な
り
」
と
論
断

し
、
「爪
牙

で
利
を
争
う
者
は
禽
獣

の
如

し
」
と
激

し
い

憎
悪

の
口
調
で
、
貪
欲
者
を
攻
撃
し
た
。
中
巌
は
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
力
を
入
れ
て
、

私
欲
撲
滅
論
を
出

し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
根
本
か
ら
私
欲
を
取
り
除

い
て

は
じ
め
て
、
睦
ま
じ
い
人
間
関
係
が
生
ま
れ
、
平
和
な
社
会
が
生
ま
れ
る
と
い

う
理
念
を
深
く
信
じ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

以
上
、
中
巌
の
仁
義

に
つ
い
て
の
論
旨
を
要
約
す
れ
ぽ
、
す
な
わ
ち
仁
義
を

以
て
民
を
教
化
し
、
忠
孝
礼
信
を
そ
の
心
に
植
え

つ
け
て
、
私
欲
を
根
絶
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

彼

の
治
世
観
と
し
て
次
に
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
中
正
誠
明
を
以
て
、
人
の
心

を
正
す
こ
と
で
あ

る
。
「誠
明
」
は

『中
庸
』
第
二
十

一
章

に
説

か
れ
る
天
人

一
貫

の
理
念
で
あ
る
。
四
書

の
中
で
、
中
巌
は
最
も

『中
庸
』
を
重
ん
じ
た
。

こ
れ
は
義
堂
周
信
に
も
受
け
継
が
れ
、
そ
の

『空
華
日
工
集
』
康
暦
三
年

(
一

三
八
一
)
十
二
月
廿
七
日

の
条

に
、
「中
庸
は
最
も
治
世

の
書
た
り
」
と
書

い
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五山文筆僧中巌円月の世界

て
あ
る
。

「中
正
」

に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
宋

の
来

日
禅
僧
蘭
渓
道
隆
が
政
道
に
つ
い
て

の
北
条
時
頼

の
質
問
に
対
し
、
『論
語

・
顔
淵
』
の

「政
者
正
也
」
を
引
用
し
、

(
16

)

「政
者
正
也
、
所
以
正
二文
物

一也
。
文
物
不
レ正
則
世
不
治
」
と
答
え
た
例
が
あ

か
い
す
う

る
。
ま
た
宋

の
学
僧
契
嵩

に
も

「中
正
篇

」
が
あ
り
、
そ

の

「皇
極
論
」

に
お

い
て
、
「天
下

こ
れ
を
同
じ
う
す
る
。
こ
れ
を
大
公
と

い
い
、
天
下
の
中
正
な

る
、

こ
れ
を
皇
極
と
い
う
」
乏
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
当
時
、
契
嵩
の

『鐔
津
文

集
』
が
日
本

の
禅
僧
に
よ
く
読
ま
れ
、
中

巌
は
他

の
禅
僧
よ
り
以
上
に
、
契
嵩

に
傾
倒
し
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
れ
ら

の
点

か
ら
み
て
中
巌
の

「中
正
」
.に
つ
い

て
の
主
張
は
、
お
そ
ら
く
蘭
渓
や
契
嵩

の
論
述
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
、
中
巌
自
身

も
、
「中
正
」

に
関
す
る
認
識
を
深

め
て
い

っ
た
。
彼
は
人
心

の
是
正
に
も
、

個
人

の
教
養

に
も
、
「中
正
」
は
絶

対
に
欠
か
せ
な

い
も
の
だ
と
堅
く
信
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
あ
ま
り
に
も
そ
の
作

用
を
重
視
し
す
ぎ

た
た
め
か
、
「中
正
」

は
、
中
巌
に
と

っ
て
、
む
し
ろ

一
種

の
信
仰

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
観
さ
え
あ
る
。

こ
の
た
め
、
彼
は
自
分
の
道
号
を

中
正
子
、
中
正
叟
と
し
た
り
、
著
述

の
書
名
を

『中
正
子
』
と
し
た
り
す
る
ほ

ど
で
あ

っ
た
。
中
巌

の
著
わ
し
た

「中
正
銘
」
序
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
。道

の
大
端
は
二
あ
り
、
曰
く
天
、

曰
く
人
。
天
の
道
は
誠
な
り
。
人

の

た

道
は
明
な
り
。
そ
れ
惟
だ
誠
明
の
体

に
合
す
れ
ば
、
中
な
り
、
正
な
り
。

し
た
が

か
な

正
な
る
も

の
は
道

に
遵

っ
て
邪
な
ら
ず
。
中
な
る
も
の
は
道
に
適

っ
て
偏

す

せ
ず
。
…
…
中
正
な
る
も
の
は
道

の
大
本
な
る
の
み
。
予

の
居
む
所
、
皆

し
ゆ
ゆ

「中
正
」
を
以
て
扁
す

(區
額
に
掲
げ
る
)。
「道

は
須
臾
も
離

る
べ
か
ち
ざ

お
し
え

ち

か

る
な
り
」

の
訓

に
庶
幾
か
ら
ん
と
て
な
り
。

ゆ
い
し
よ

僧
侶

の
号
に
は
、
様
々
な
か
わ
額
や
、
由
緒
が
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
本
人

の
趣
味
や
志
向
を
あ
ら
わ
す
も

の
で
あ
る
。
特
に
政
治
感
覚
の
鋭

い
人
に
と

っ

て
は
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

一
種

の
富
日
主
張
で
あ
り
、
生
涯
を
か
け
て
求
め
続

け
る
人
生

の
月
標

で
も
あ
る
。
右

の
序
か
ら
見
れ
ば
、
中
巌

は
常

に
誠
明
中
正

を
座
右

の
銘

に
し
て
、
生
涯
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
貫
こ
う
乏
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
は

「和
す
れ
ば
能
く
明
な
り
、
明
な
れ
ば
能
く
断
ず
。
断
ず

せ
い
て
い

れ
ば
能
く
正
し
、
正
貞
は
人
道

の
常
な
り
」
(性
情
篇
)
と
い
う
大
中
至
正

の

道
な

の
で
、
官
分
に
だ
け
で
な
く
、
世
間

の
だ
れ
に
で
も
通
用
す
る
は
ず
で
あ

る
。
人
間
は
眥
中
正
な
道
を
歩
み
続
け
た
ら
、
理
に
明
ら
か
に
な
り
、
心
が
誠

に
な

っ
て
き
て
、
世

の
中
が
温
か
く
朗
ら
か
に
な
ら
な

い
は
ず
が
な
い
と
、
中

巌

は
思

っ
た
の
で
あ
る
。

中
巌

の
治
世
観

と
し
て
、
も
う

一
っ
注
目
す
べ
き
理
論
は
改
革
で
あ
る
。
彼

は

「上
建
武
天
子
表
」

で
、
積
年

の
旧
弊
を
今

こ
そ
大
英
断
を
以
て
改
革
す
べ

き
だ
と
か
う
こ
と
を
熱

っ
ぽ
く
進
言
し
た
が
、
『中
正
子
』
外
篇
五
の

「革
解

(
17
)

篇
」
に
お
い
て
は
、
「
心
構
え
と
方
法
を
易

の
理
に
」
た
よ
り
な
が
ら
、
改
革

に

つ
い
て
よ
り
詳
し
く
補
説
し
た
。

と

中
正
子
曰
く
、
改
革
の
道
は
、
疾
く
行
う
べ
か
ら
ず
。
…
…
人
心
未
だ

す
で

信
ぜ
ざ
る
の
時
に
は
改
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
人
心
已
に
こ
れ
を
信
ず
る
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あ
ら
た

の
日
、
も

っ
て
こ
れ
を
革
む
べ
き
も

の
な
り
。
…
…
改
革
の
道
は
、
天
下

の
大
利
な
り
。
人
に
君
た
る
者
お
よ
び
衆
を
率
い
る
者
、
知
ら
ざ
る
べ
け

わ
い
だ
く

ん
や
。
…
…
文
明
の
才
を
以

て
、
穢
濁

の
悪
を
除
く
、
亦

た
革
な
ら
ず
や
。

(革
解
篇
)

か
な
め

中
巌

の
改
革
論

の
要
と
し
て
注
目
さ
れ

る
も
の
は
、
次

の
二
点
で
あ
る
。

一

つ
は

「文
明
の
才
を
以
て
」
社
会

の
悪
を
根
絶
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
は

彼
の
文
治
社
会
作
り
の
主
張
と
も

一
致
す

る
。
す
な
わ
ち
改
革
と
い
っ
て
も
、

武
力
行
使
を
通
じ
て
、
実
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
仁
義
や
中
正
等
の

文
明

の
術
を
以
て
、
悪
を
除
き
善
を
興
す

べ
き
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
い
ま

一

つ
は
改
革
を
焦

っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
基
礎
的
な
条
件
を
固
め
る
こ
と
が
先
決

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が

『中
正
子
』
を
書
い
た
時
、
建
武
新
政
は
す
で

に

一
年
近
く
経
過
し
、
そ
ろ
そ
ろ
破
綻
が

現
わ
れ
出
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
中

か
た
よ

巌
は
恐
ら
く
そ
の
急
激
で
而
も
偏

っ
た
改
革
ぶ
り
を
見

て
、
心
配
な
あ
ま
り
に

こ
の
よ
う
な
忠
告
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
中
巌

の
改
革

に
つ
い
て
の
立
言
は
お
お

か
た

『文
中
子

・
周
公
篇
』

の

「そ

の
変

に
通
ず
れ
ば
、
天
下
に
弊
法
な
し
。

そ
の
方

に
執
す
れ
ば
、
天
下

に
善
教
な
し
」
と
い
う
理
論

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と

思
わ
れ
る
。
『文
中
子
』

の
作
者
王
通

(五

八
四
-
六

一
七
)
は
、
中

の
道
を
以

て
王
道

の
実
現
を
論
じ
、
儒
仏
道
三
教

の

一
致
を
主
張
す
る
中
国
の
隋
代

の
骨

っ
ぽ

い
儒
者
で
あ
る
。
中
巌

は
王
通

の
思
想
に
全
面
的
に
傾
倒
し
、
多
大
な
影

響
を
受
け
て
い
る
。
中
巌

の
か
れ

へ
の
推
賞
は
、
並
大
抵
な
も
の
で
は
な
く
、

曾

て

『中
正
子
』
の
叙
篇

で
、
王
氏
を
孔
子
と
並

べ
て
論
じ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

に

王
氏
は
夫
子
に
後
る
る
こ
と
千
載

に
し
て
生
る
。
然
れ
ど
も
甚
だ
悄
た

ま
こ
と

り
。
そ
の
徒
は
こ
れ

に
過
ぐ
。
亶

に
夫
子

の
化
は
愈

々
遠
く
し
て
愈
々
大

だ
れ

く
わ
だ

な
り
。
後

の
生
、
孰
か
能
く
跂
て
ん
。

中
巌
が
そ
れ
ほ
ど
王
通
を
推
賞
す
る
の
は
、
か
れ
の
思
想
に
対
す
る
敬
意

の

み
な
ら
ず
、
時
代
を
隔
て
て
も
二
人

の
境
遇
が
か
な
り
似
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

王
通
も
か
つ
て
十
二
策
を
以
て
時
の
皇
帝

の
志
を
探

っ
た
が
、
無
視
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
巌
が
王
通
に
ひ
か
れ
た
の
は
学
問
、
思
想

の
ほ
か
に
、

境
遇
、
人
格
な
ど
に
対
す
る
人
間
的
な
共
感
も
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

中
巌

の
経
綸
思
想
は
今
あ
げ

た
王
通
の
よ
う
な
や
や
異
色

の
思
想
家

の
影
響

も
あ

っ
て
、
儒

・'仏

・
道
思
想
を
土
台
と
し
、
出
来
上

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

彼
は
儒

・
仏

・
道

の
関
係

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
が

孔
子
の
道
は
仏
と
相

い
に
表
裏
を
為
し
て
、
性
情

の
論
は
双
璧
を
合
す

る
が
如
く
然
り
。

(性
情
篇
)

仁
義

の
道
は
、
世
を
治
む
る
の
大
本
な
り
。
…
…
真
如

の
理
は
出
世
の

大
法
な
り
。
…
…
治
世
、
出
世

の
教
は
異
る
と
雖
ど
も
、
そ

の
心

の
得
失

ひ
と

に
お
い
て
は
均
し
。

(戒
定
慧
篇
)

孟

・
荀

・
楊

の
三
子
は
、
最
も
学
に
益
あ
る
も

の
な
り
。
た
だ
荘

は
益

い
ま
し
め

な
し
。
然
れ
ど
も
欲
を
窒
ぐ
の
警
と
な
す
べ
し
。
(方
円
篇
)

こ
の
よ
う

に
、
中
巌

は
儒

の

「行
道
」、
仏

の

「明
理
」

の
役
割
を
強
調
し

な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
う
ま
く
融
合
し
、
更
に
老
荘

の
寡
欲
主
義
を
も
取
り
入
れ

て
、
自
分
な
り

の
治
世
観
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『中
正
子
』
は
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明
ら
か
に
、
前
年
に
奉

っ
た
上
表
文
と
同
様
、
建
武

の
大
業
を
意
識
し
た
上

で

の
政
治
的
な
論
述
で
あ
り
、
何
と
か
し

て
、
も

っ
と
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
い

う
高
ぶ

っ
た
情
念

で
書
か
れ
た
哲
理
的
な
大
論
著
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
論

著

に
対
し
て
、
岡
田
正
之
氏
は
次
の
よ
う

に
評
価
し
て
い
る
。

中
正
子
の
如
き
此

の
種

の
大
文
字
、
大
思
想
は
当
時

の
緇
流

に
比
類
な

き
の
み
な
ら
ず
、
徳
川
時
代
以
前
に
あ
り
て
は
其

の
類
あ
ら
ざ

る
べ
し
。

且

つ
自
ら
諸
子
の
列
に
入
り
て
書
を
著

せ
る
は
、
我
が
邦
に
於

て
は
恐
ら

こ
ひつ
し

く
此
の
書
を
以
て
嚆
矢
と
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
独
り
五
山
文
学

の

耀
た
る
の
み
な
ら
ず
、
我
が
邦
の
漢
文
学
史
上

の

一
名
著
た
る
に
負
か
ざ

(
18
)

る

べ

し

。

こ
う
け
い

あ
た

全
く
肯
綮
.に
中

っ
、た
評
価
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
あ
ま
り
に
中
国

の
伝
統
的

な
思
想

に
心
酔
し
す
ぎ

た
せ
い
か
、
暦

応
四
年

(
一
三
四

一
)、
中
巌
は
嗣
法

ふ
じ
が

や
つ

ち
つ
き
よ

問
題

で
第

一
次
迫
害

に
あ
う
。
そ
の
後
、
鎌
倉
藤
谷

の
崇
福
庵
に
蟄
居
し
て
、

『日
本
書
』
と
い
う
歴
史
書
を
著
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
中
巌
が
そ

の
中

で
、
日

ま

つ
え
い

本
を
呉
の
泰
伯
の
末
裔
と
み
な
し
た
た

め
に
、
「大
日
本
は
神
国
な
り
」
と
い

う
国
体
観
を
持

つ
朝
廷
に
、
こ
れ
を
焼
か
れ

て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
松
下
見
林

の
編
集
し
た

『異
称
日
本
伝
』
巻
上
に

「釈
円
月
作
日
本
史
、
献
于
朝
、
以
太

伯
為
始
祖
。
故
有
議
不
行
。
見
于
蕉
了
子
抄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
蕉
了
子
と

は
、
禅
僧
桃
源
瑞
仙

二

四
三
〇
1

一
四
八
九
)
の
別
号
で
あ
る
。
瑞
仙

は
中

巌
の
示
寂
と
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
人
間
だ

か
ら
、
そ
の
記
述
は
た
ぶ
ん
事
実

で

び
ゆ
う
せ
ん

あ
ろ
う
。
事
実

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
と

ん
で
も
な
い
謬
舛

に
な

っ
て
し
ま

っ

た
と
言
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
故
、
義
堂
周
信
は

「修
国
史
兮
、
知
我
春

(19

)

秋
罪
我
春
秋
」
と
嘆
息
を
も
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
、
す
べ
て
中
巌

の
誤
ま
り
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
林

羅
山
が
自
著

『神
武
天
皇
論
』
に
お
い
て
、
「余
窃
に
円
月

の
意
を
推
す
に
、

諸
書
を
按
じ
て
日
本
を
以

て
呉
太
伯

の
後
と
為
せ
し
な
ら
ん
」
と
書

い
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
言

い
方
は
中
巌

に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
『晋
書
』

に
す

で
に

見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
巌

は
深
く
考
え
ず
に
そ
の
謬
論
を
受
け
継

い
だ

の

か
、
そ
れ
と
も
中
華
思
想

に
心
酔

し
す
ぎ
た
た
め
、
そ
れ
を
以
て
、
朝
廷
を
崇

め
よ
う
と
し
た
の
か
、
い
ま
の
所
ま
だ
分
か
ら
な
い
。

よ
う
す
る
に
、
中
巌

の
経
綸
思
想
は
、
そ
の
広
泛
な
学
殖
と
、
中
国
の
伝
統

的
思
想
を
背
景
と
し
、
現
実
社
会

に
即
し
て
、
築
き
上
げ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
思
想
的

に
価
値
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
意
義
も
有
す
る
と
思

わ
れ
る
。
中
世
思
想
史
に
お
い
て
、
虎
関
師
錬
、
中
巌
円
月
、
義
堂
周
信
は
大

き
な
流
れ
を
作

っ
て
い
る
が
、
中
間
に
位
置
す
る
中
巌
は
、
当
時

の
宋
学
受
容

の
第

一
人
者
と
し
て
、
多
大
な
役
割
を
果
し
た
。
確
か
に
中
巌
に
先
立

っ
て
、

虎
関

は
日
本
禅
僧

の
中

で
最
も
早
く
宋
学
を
論
じ
た
人
で
あ
り
、
「宋
学
研
究

家
と
し
て
中
巌

・
義
堂
の
先
駆
を
な
し
、
以

て
後
世
の
盛
運
を
開
き
た
る
の
功

(
20
)

は
実
に
没
す
べ
か
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
虎
関
は
専
ら
、
程
朱

の
仏

教
に
対
す
る
態
度
を
論
難
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
、
程
朱

の
学
説
そ

の
も

の
に

つ
い
て
は
傍
観
者
的
な
態
度
に
と
ど
ま

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
巌
は
彼

の

入
元
中
に
得

た
該
博
な
知
識
を
生
か
し
、
積
極
的
に
宋
学
を
学
ん
だ

の
で
あ

る
。
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中
巌
は
朱
子

の
仏
教
排
撃
論
を
批
判
す
る
時
も
、
虎
関
や
他
の
禅
僧

の
よ
う
に
、

単

に
仏
教

の
次
元
か
ら
反
駁
す
る
の
で
は
な
く
、
「彼
は
先
ず
儒
家

の
世
界
に

身
を
置
い
て
、
儒
家
思
想

の
個

々
の
問
題

に
則
し
つ
つ
、
彼
な
り
の
理
解
を
確

め
な
が
ら
」
反
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
そ
れ
だ
け

に
彼

の
立
論
は
、
コ

種

の
公

(21

)

正
さ
と
説
得
力
を
帯
び
る
も

の
」
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

孟
子
を
以
て
自
ら
任
じ
た
中
巌
の
思
想

が
義
堂
周
信

の
思
想
体
系

に
流
れ
込

ん
で
い
る
こ
と
は
、
こ
と
さ
ら
に
論
ず
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
中
巌

の
示
寂
す

る
前

に
、
義
堂
は
す
で
に
か
れ
の
思
想
を
汲
み
取
り
な
が
ら
、
王
道
、
覇
道

の

別
を
分
明
に
し
、
経
世
済
民

の
志
を
以
て
鎌
倉
に
於
け
る
足
利
基
氏
を
指
導
し

始
め
た
の
で
あ
る
。
則
ち
中
巌

の
経
綸
思
想
は

一
時
無
視
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
そ
の
後
ま
も
な
く
義
堂
を
通
じ
て
現
実
の
社
会

に
実
践
さ
れ
た
と
言
え
よ

う
。

二
、
中
巌

の
詩
作

中
巌
は
論
説
文
に
長
け
る
だ
け
で
な
く
、
詩
に
も
卓
抜
な
才
能
を
持
ち
、
経

綸
思
想
は
か
れ
の
詩
作

に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
そ
の
詩
は
二
百

首
余
り
残

っ
て
お
り
、
『東
海

一
滬
集
』
巻
之

一
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦

年
間

(
一
七
五

一
-

一
七
六
四
)、
中
巌
語

録
が
上
梓
さ
れ
る
時
、
南
禅
寺
僧
録

金
地
蒼
溟
が
そ
の
序
文

で
か
れ
の
詩

に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

が
い
し

そ
の
波
瀾
は
、
浩
渺
た
り
て
涯
俟

に
窮
し
難
し
。
其

の
礼
制
気
象
は
、

(
22
)

高
古
源
遠
た
り
て
、
岩
巒

の
白
雪
の
如
く
、
幽
谷
の
春
花

の
如

し
。

中
巌

は
長
期
留
学
の
経
験
が
あ
る
た
め
、
華
語
に
堪
能
な
上
、
本
格
的
な
漢

詩
作
り
の
奥
義
も
習
得
し
た
も
よ
う
で
、
そ
の
詩

の
表
現
は
自
由
自
在
、
縦
横

無
碍

に
中
国
か
ら
の
新
風
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
詩

の
規
範
と
し
て
彼
が

自
ら
、吾

は
李
太
白
を
愛
し
、

鯨
に
騎
り
て
明
月
を
捉
う
。
(「擬
古
」)

久
し
く
廃
し
て
野
趣
と
成
り
、

た
ま
た

早
涼
み
に
杜
詩
を
読
む
。
(「偶
ま
杜
詩
を
看
て
感
ず
る
有
り
て
作
る
」)

と
詠
じ
た
よ
う
に
、
「全
く
盛
唐
を
以
て
準
と
し
、
力
を
長
篇

に
用

い
、
そ

の

五
古

は
太
白
を
規
撫
し
て
、
能
く
其

の
輪
廓
を
得
、
其
の
七
古
は
少
陵
を
学
ん

(
23
)

で
、
其
の
気
息
を
得
た
り
。
七
律

の
如
き
も
、
少
陵

に
近
し
」
と
い
う
ふ
う
で

き
し
よ
つつ

あ

っ
た
。
そ
の
詩
の
気
勢
は
あ
る
い
は
奇
峭
超
越
、
あ
る
い
は
悲
壮
雄
大
、
神

韻

に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

中
巌
が
そ
の
詩
に
詠
み
こ
ん
だ
内
容
は
か
な
り
豊
富
だ
が
、
お
お
ま
か
に
、

社
会
詩
、
孤
憤
詩
、
自
省
詩
、
山
林
詩
等
に
分
け
ら
れ
る
。
嗣
法
問
題
で
第

一

次
迫
害
に
遭
う
ま
で
は
、
そ
の
強
烈
な
政
治
志
向
性

は
詩
作

に
も
映
し
出
さ
れ
、

こ
の
時
期

の
創
作
は
社
会
詩
が
主
流
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
彼
は
徹
底
的

な
理
想
主
義
と
自
分
な
り
の
正
義
感

に
基
い
て
行
動
し
た
た
め
、
他
人
と
絶
え

間
な
く
衝
突
し
、
時

に
は
命
を
脅
か
さ
れ
る
羽
目
に
な

っ
た
。
こ
の
結
果
、
険

か
つ
と
う

て
ん

悪
な
迫
害

に
対
す
る
抵
抗

の
意
志
と
死
の
恐
怖
と
の
葛
藤
に
よ

っ
て
、
そ
の
天

び
ん稟

の
文
学
的
資
質
が
と
ぎ
す
ま
さ
れ
、
ま
た
知
友

に
内
心

の
鬱
憤
を
告
白
し
た
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い
と
い
う
思
い
が
高
ま
り
、
数
多
く
の
人

の
心
を
打

つ
孤
憤
詩
を
作

っ
た
。
さ

ら
に
ま
た
、
中
巌
は
生
涯
、
強

い
自
省
心

を
保
ち
続
け
た
人
物
だ
が
、
そ
の
自

省
心
が
際
立

っ
て
強
く
な

っ
た
の
は
第
次

二
迫
害
に
遭

っ
た
後
で
あ
る
。
こ
れ

を
境

に
、
そ
れ
ま
で
外
的
世
界

に
向
い
昂

っ
て
い
た
感
情
が
め
っ
き
り
内
的
世

界

に
沈
潜
し
て
、
浄
化
さ
れ
、
自
分
の
過
去

の
言
行
を
省
み
な
が
ら
、
老
荘
思

想
と
大
自
然
に
親
し
み
を
深
め
、
少
な
か
ら
ざ

る
自
省
詩
、
山
林
詩
を
作
り
出

し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼

の
詩
作
は
、
社
会
の
動
き
と
そ

の
思
想

の
変
遷

に
応
じ
て
磨
か
れ
な
が
ら
、
絶
え
ず
積
み
重
ね
ら
れ
、
変
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

ま
ず
中
巌

の
社
会
詩
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
中
国
に
お
い
て
は
、
昔
か

ら

「詩

は
志
を
言
う
」
、
「文
は
貫
道

の
器
な
り
」
と
称
さ
れ
て
来
た
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
立
派
な
文
学
で
な
い
と

い
う
伝
統
的
な
文
学
観
が
存
す
る
の
で
あ

る
。

こ
う

い
う
文
学
観
は
、
や
や
も
す
れ
ば
低
俗
な
道
徳
を
喧
伝
し
た
り
、
醜

悪
な
人
間

の
営

み
を
暴
露
し
た
り
す
る
た

め
の
理
論

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
が

ち
で
あ
る
。
し
か
し
深
く
考
え
て
み
れ
ば

、
人
間
社
会

の
複
雑
多
様
な
現
実
を

見
極
め
、

一
般
大
衆
の
喜
怒
哀
楽
を
と
ら
え
て
、
か
れ
ら
を
も

っ
と
充
実

に
も

っ
と
美
し
い
精
神
的
な
世
界

へ
導
く
と

い
う
創
作
理
念
は
、
決
し
て
陳
腐

で
無

味
乾
燥
な
文
学
観
で
は
な
い
。
却

っ
て
こ
れ
こ
そ
甚
だ
価
値

の
あ
る
文
学

の
根

本
理
念
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

い
う
中
国
文
学

の
伝
統
的
理
念

か
ら
判
断
す
れ

ば
、
中
巌

の
社
会
詩
は
、
山
上
憶
良

の

「貧
窮
問
答
歌
」、
菅
原
道
真

の
論
策

と

「叙
意

一
百
韻
」
と
同
じ
く
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

庚
午
三
月
東
陽
和
尚
書
所
見
詩
韻

女
児
傭
織
布

日
為
家
人
哺

年
荒
将
縮
手

未
忍
棄
而
走

粥
技
不
当
値

圭
撮
軽
両
疋

質
躬
獲
数
銭

助
饋
慈
母
筵

や
と

や
し
な

女
児
は
傭
わ
れ
て
布
を
織
り
、
日
々
家
人

の
哺

い
を
為
す
。
年
荒
れ
手

を
縮
め
ん
と
す
る
も
、
未
だ
棄
て
て
逃
ぐ
に
忍
ば
ず
。
口
に
糊
す
技
は
値

み

せ
ず
、
僅
か
の
穀
は
布

二
疋
よ
り
軽
し
。
躬
を
質
に
し
て
数
銭
を
得
、
助

も
と

お

く

け
て
慈
母
の
筵
に
饋
れ
り
。

こ
れ
は
、
中
巌
の
在
元
中

の
作
だ
が
、
彼
が
貧
し
い
娘
に
同
情
し
、
庶
民
、

而
も
中
巌
に
と

っ
て
は
外
国
の
庶
民

の
生
活
苦
を
親
身
に
な

っ
て
訴
え
る
気
持

を
、
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
苦
し
い
生
活
の
ど
ん
底

で
喘
ぐ
庶
民

に
心
を
寄
せ
、
悲
惨
な
社
会
現
実
を
う

つ
し
た
詩

に
は
、
杜
甫
が
泣
血

の
思
い

(
24
)

で
詠

っ
た
三
吏
三
別
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
読
者
を
震
撼
さ
せ
る
迫
力
が

あ
る
と
言
え
よ
う
。
同
じ
系
列

の
詩
作
に
は
、
第

一
次
迫
害
を
受
け
た
直
後
の

「春
雪
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
二
百
四
十
字

に
達
す
る
長
大
な
七
言
古
詩
な

の
で
、

こ
こ
に
そ
の

一
部
分
だ
け
を
挙
げ

て
お
く
。

辛
己
二
月
二
十
五

相
陽
大
雪
深
五
尺

(中
略
)

咫
尺
鄰
里
少
相
過

百
賈
昼
眠
絶
交
易

富
門
御
冬
蓄
有
余

机
俎
羅
張
厭
脯
膳
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銷
金
帳
里
那
知
寒

窮
家
数
日
突
無
煙

詩
書
万
巻
徒
搾
腸

一
束
柴
索
価
遼
天

或
言
雖
晩
瑞
豊
年

浅
斟
低
唱
情
自
適

羸
臥
陋
巷
同
竈
多

竟
不
能
療
朝
饑
感

五
合
黄
陳
無
処
糴

為
我
未
免
按
剣
戟

か
の
と
み

暦
応
辛
己
二
月
二
十
五
日
、
相
陽

大
い
に
雪
降
り
深
き
こ
と
五
尺
な
り
。

し

せ
き

よ
ぎ

咫
尺
鄰
里
も
相
過
る
こ
と
少
く
、
百
賈
昼
眠

っ
て
交
易
絶
ゆ
。
富
門
は
冬

ふ
せ

ほ

し

し

し
よ
う
き
ん

な
ん

を
御
ぎ
て
蓄
え
余
り
、
机
俎
羅
張
し

て
脯
謄
に
厭
く
。
銷
金
帳
裡
那
ぞ
寒

せ
ん
し
ん

を
知
ら
ん
。
浅
斟
低
唱
し
て
情
自
ら
適
う
。
窮
家
は
数
日
突

に
煙
無
く
、

ろ
う
こ
う

る
い
が

ち
ゆ
ん
せ
き

ひ
か

陋
巷
に
羸
臥
し
て
竃
安

に
同
じ
。
詩
書
万
巻
徒
ら
に
腸
に
撹
え
、
竟
に
朝て

き

饑
の
感
を
療
す
る
こ
と
能
は
ず
。

一
束

の
柴
索
価
遼
天
、
五
合

の
黄
陳
糴

お
そ

す
る
に
処
無
し
。
或
は
言
う
晩
し
と
雖
も
豊
年
に
瑞
た
り
と
、
我
が
為
に

は
未
だ
免
れ
ず
剣
戟
を
按
ず

る
事
を
。

中
巌

は
古
詩
を
得
意
と
し
、
多
く
作

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
四
十
二
歳

の
作
品
で
あ
る
。
当
時
、
戦
乱
と
自
然
災
害

の
た
め
に
、
食
糧
が
極
端

に
不
足

し
、

一
般
の
庶
民
は
餓
死
寸
前

の
状
態
で
困
却
し
切

っ
て
い
る
の
に
、
富
裕
な

人
達
は
依
然
と
し
て
贅
沢
を
極
め
た
生
活

を
続
け
て
い
る
。
正
義
感

に
燃
え
、

公
平

を
こ
の
上
な
く
重

ん
ず

る
中
巌

は
、
わ
ざ
と

「風
雅

に
内
容
を
聯
想

さ

(
25
)

せ
る
」
「春
雪
」
と

い
う
題

に
事
寄

せ
て
、
自
分

の
堪
え
が

た
い
憤
懣
を
世

に

訴
え
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
中
巌

は
政
治
に
か
け
た
希
望
が
む
な

し
く
頓
挫
し
た
上
、
嗣
法
問
題
で
憤
激
し
た
宏
智
派
の
門
徒

か
ら
非
常
な
迫
害

を
受
け
、
や
む
を
得
ず
藤
谷

の
崇
福
庵
に
退
居
し
て
い
た
。
自
分
が
不
幸

に
も

逆
境

の
泥
沼
に
陥

っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
お
且

つ
国

の
運
命
、
民
生

の
艱
難

を
忘
れ
え
ぬ
心
持
ち
は
絶
賛
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
紛
れ
も
な
く
中
巌
の

詩
は
、
わ
れ
わ
れ
に
社
会

に
対
す
る
責
任
感
、
衆
庶

へ
の
忠
実
さ
を
教
え
、
そ

の
黎
庶

へ
の
熱
い
心
は
永
遠
に
わ
れ
わ
れ
を
温
く

つ
つ
む
。

で
は
、
民
衆

は
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
生
活
に
苦
し
ん
で
い
る
の
か
。
こ
の
疑
問
に

対
し
て
、
中
巌
は

「沢
雲
夢
を
送
る
」
と
い
う
詩

の
中
で
次

の
よ
う
に
詠

っ
て

い
る
。

か
ん
か

や

乾
坤

の
干
戈
未
だ
息
ま
ざ
る
時
、

ふ
ん
あ
い

く
ら

氛
埃
目
を
眛
ま
せ
て
風
横
ざ
ま
に
吹
く
。

餓
者
は
転
死
し
て
道
路

に
盈
ち
、

荒
城
は
白
日
に
狐
狸
嬉
ぶ
。

中
巌
か
ら
見
れ
ば
、
戦
争
が

お
さ
ま
ら
な
い
の
が
最
大
の
原
因

で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
見
解
は
彼
の
文
治
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
中
巌
は

真
面
目
に

「詩
は
志
を
言
う
」
と
い
う
文
学
観
を
実
践
し
て
、
日
本
漢
文
学
史

く
つ
し

に
お
い
て
屈
指

の
社
会
詩
を
作

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
中
巌

の
孤
憤
詩

に
つ
い
て
述

べ
る
。
前

に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

中
巌
は
そ
の
生
涯

に
お
い
て
、
前
後
三
回
も
深
刻
な
迫
害
事
件
に
遭

っ
て
い
る
。

一
回
目

は
暦
応
二
年

(
=
三
二
九
)、
四
十
歳

の
時

の
悶
着

で
あ
る
。
も
と
も

と
中
巌

は
十
五
歳
か
ら
曹
洞
宗
宏
智
派

の
来
日
僧
東
明
慧
日
に
受
業
し
、
長
年

そ

の
薫
育
を
受
け
た
の
で
、
同
門
の
人
々
は
皆
そ
の
法
を
嗣
ぐ
だ
ろ
う
と
予
想
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だ
ん
お
つ

し
ん
そ

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
年

の
末
檀
越
大
友
貞
宗

の
追
薦
陞
座

の
仏
事
が
行
わ
れ

た
時
、
俗
的
な
出
世
を
求

め
ず
、
真

の
得
悟
を
重
視
す
る
中
巌

は
、
突
然
、
大

陸
留
学
中
短
期
間
師
事
し
た
だ
け

で
あ

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
大
い
に
印
可
さ
れ

た
東
陽
徳
輝
の
法
を
嗣
ぐ
と
表
明
し
て
、
臨
済
宗
大
慧
派

の
人
と
な

っ
た
。
曹

洞
宗

の
人
達

は
憤
激
し
て
中
巌
を
裏
切
者

と
み
な
し
、
殺
害

し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
時
、
親
友
の
不
聞
契
聞
は
上
京
中
だ

っ
た
が
、
幸

い
に
長
老
格

の
別
源
円

旨
、
東
白
円
曙
が
人
々
を
な
だ
め
て
、
漸

く

一
件
落
着
し
た
の
だ

っ
た
。
そ

の

し
こ
り
が
残

っ
た
た
め
、
彼
は
数
年
も
藤

谷
の
崇
福
庵

に
退
き
、
固
く
門
を
閉

じ
て

一
歩
も
外

へ
出
ら
れ
な
か

っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
彼

の
生
涯
に
は
死

の
陰
影
が
纏
り
付
き
、
ど
う
し
て
も
払

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
彼

の
人
生

に
と

っ
て
は
、
不
幸

の
極

み
だ

っ
た
が
、
逆

に
そ
の
詩
は
逆
境
か
ら
生

じ
た
悲
憤
慷
慨
と
寂
寞
哀
愁

に
よ

っ
て
磨

か
れ
、
洗
錬
さ
れ
て
、

い
っ
そ
う
真

実
味
、
重
厚
味
が
加
わ

っ
た
。
ま
さ
に
中
巌
自
身
が
、
「東
白

に
和
酬
す
」
と

い
う
七
言
律
詩

で
、

坡
上
青
々
た
り
松
樹

の
間
、

浩
然

の
気
は
斉
桓
に
傲

る
。

ま
さ

好
詩
は
応

に
是
れ
窮
中

に
得
た
る

べ
く
、

ま
さ

玄
義
は
方

に
宜
し
く
静
処
に
看
る

べ
し
。

(「後
略
」)

と
、
よ
ん
だ
通
り
で
あ
る
。
文
学
史
上
、
傑
作

の
多
く
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、

作
者
の
現
実
社
会
に
お
け
る
挫
折
、
人
生
の
不
遇

の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
崇
福
庵
に
蟄
居
中
、
中
巌
は
精
神
的
な
苦
悶
の
中
で
、
「藤
谷
の
書
懐
」

五
首
を
作
っ
た
が
、
そ
の
第
三
、
四
首
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

其

三

夢
与
丘
軻
論
古
文

都
将
世
事
付
浮
雲

縦
横
奔
逸
藤
陰
裡

天
地
空
々
冀
北
群

す
べ

も

夢
に
丘

・
軻
と
古
文
を
論
じ
、
都

て
世
事
を
将

っ
て
浮
雲

に
付
す
。
縦

う
ち

き

ほ
く

横
奔
逸
す
藤
陰
の
裡
、
天
地
空
々
た
り
冀
北
の
群
。

其

四

一
顆
分
明
照
夜
珠

久
蒙
塵
土
見
塗
糊

海
神
困
重
不
能
識

可
与
蟯
娘
糞
弾
倶

一
顆
分
明
た
り
照
夜
の
珠
、
久
し
く
塵
土
を
蒙
り
て
塗
糊
せ
ら
る
。
海

こ
ん
か
さ
な

神
困
重
り
て
識
る
こ
と
能
は
ず
、
娩
娘

の
糞
弾
と
倶
な
る
べ
し
。

お
お
よ
そ

人
間
社
会
に
お
い
て
、
「大
凡
、
物
其

の
平
ら
か
な
る
を
得
ざ

れ
ぽ
、
則
ち

鳴

る
」

(韓
愈

「孟
東
野
を
送
る
の
序
」)
と
い
う
の
は
、
普
遍
的
な
真
理

で
あ
ろ

う
。
監
視

の
厳
し
い
崇
福
庵
で
、
詩
友
さ
え
も
門
内
に
入
れ
な
い
蟄
居
生
活
を

強
い
ら
れ
た
中
巌
は
、
自
分
の
よ
う
な
優
秀
な
人
間
を
こ
こ
に
閉
じ
こ
め
る
な

ら
、
天
下

に
良
馬
は
い
な
く
な
る
と
自
負
し
つ
つ
、
長
く
埋
も
れ
て
い
る
と
糞

の
よ
う

に
泥
ま
み
れ
に
な

っ
て
し
ま
う
と
焦
り
、
激
し
い
憤
り
と
不
満
を
ぶ

つ

け
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
率
直
で
何

の
飾
り
も
な
く
、
如
実

に
当
時

の
心
情
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
言
葉
遣

い
は
優
雅
で
は
な
い
が
、
底
力
に
溢
れ
、
読
者

の

心
に
迫

る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
詩
も
あ
る
。

招

友
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胡
為
百
沸
湯

誰
将
此

一
日

長
日
且
難
遣

山
深
人
不
見

粗
識
天
之
命

動
輙
心
猿
躁

止
之
毋
復
道

悠
々
望
君
来

輻
々
盲蕉
五口
旧砺

延
成
万
劫
長

腸
熱
何
可
当

積
雪
圧
春
陽

否
塞
宜
括
嚢

去
就
誤
行
蔵

中
心
孰
与
商

君
来
我
何
喪

な
ん
す

ご

胡
為
れ
ぞ
百
沸
湯
し
、
輹
々
と
し

て
吾
が
腸
を
烹

る
。
誰
か
此
の

一
日

も

を
将

っ
て
、
延
べ
て
万
劫

の
長
き
と
成
さ
ん
。
長
日
は
且

つ
遣
り
難
け
れ

ど
も
、
腸

の
熱
す
る
は
何
ぞ
当
る
べ
き
。
山
深
く
し
て
人
見
え
ず
、
積
雪

ほ

ぼ

め
い

や
や

春
陽
を
圧
す
。
粗

々
天

の
命
を
識
り
、
否
塞
宜
し
く
括
嚢
す
べ
し
。
動
も

ま
た
い

す
れ
ぽ
輙
ち
心
猿
躁
し
、
去
就
行
蔵

を
誤
る
。
之
を
止

め
よ
復
道
う
こ
と

な
か

た
れ

と
も

は
か

毋
れ
、
中
心
孰
と
与

に
か
商
ら
ん
。
悠
々
と
し
て
君

の
来

る
こ
と
を
望
む
、

い
た

君
来
り
な
ぽ
我
何
ぞ
喪
ま
ん
。

こ
の

「招
友
」
詩
も
、
中
巌
の
心
に
滞
堆
し
た
憤
懣
と
耐
え
難
い
孤
独
寂
寥

を
噴
出
さ
せ
た
も

の
で
あ
り
、
「春
雪
」

と
同
じ
く
、
お
そ
ら
く
崇
福
庵
屏
居

時
代

の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
わ
り
の
誤
解
に
圧
迫
さ
れ
て
腸
が
煮
え
く
り

か
、兄
る
よ
う
な
怒
り
、
運

に
塞
が
れ
て
手

も
足
も
出
な
い
焦
躁
、
子
供
の
よ
う

に
友
人
を
待
ち
焦
が
れ
る
寂
し
い
心
情
な
ど
が
赤
裸
々
に
写
し
だ
さ
れ
、
千
古

の
絶
唱
と
な

っ
て
い
る
。
中
巌

は
激
し
く
官
己
を
表
出
し
、
読
者

の
魂
を
揺
ぶ

け
だ

る
孤
憤
詩
に
結
実
さ
せ
た
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
北
宋
の
欧
陽
修
が
、
「
蓋
し
、

い
よ

い
よ

た
く

(詩
)
愈

い
よ
窮
す
れ
ぽ
則
ち
愈

い
よ
工
み
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
詩

の
能
く

ほ
と
ん

人
を
窮

す
る
に
非

ら
ず
。
殆
ど
窮
し

て
後

工
み
な
る
な
り
」

(「梅
聖
兪
詩
集

序
」
)
と
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
窮
地
に
追

い
込
ま
れ
た
中
巌
は
、

こ
の

ほ
か
に
も
、
「和
答
東
白
」
「謝
恵
青
器
香
炉
」
「謝
竺
僊
和
尚

相
訪
」
等

を

次
々
に
作

っ
た
。
こ
れ
ら

の
孤
憤
詩
は
か
れ
の
詩
作

の
中

で
と
り
わ
け
傑
出
し

た
作
品
群
を
形
成
し
て
い
る
。

中
巌
は
こ
の
第

一
次
迫
害
事
件

に
よ
っ
て
、
精
神
的
に
た
い
へ
ん
疲
れ
た
け

れ
ど
も
、
「樹
静
ま
る
を
欲
す
れ
ぽ
、
風
止
ま
ず
」
、
そ
の
後
も
、
中
巌

の
人
生

は
依
然
と
し
て
波
瀾
曲
折

の
連
続
だ

っ
た
。
崇
福
庵

の
蟄
居
が
解

か
れ
た
後
、

日
本

に
居
る
の
を
厭
う
よ
う
に
な

っ
た
彼

は
、
再
び
中
国
に
渡
ろ
う
と
思

っ
た

が
、
人
の
ざ
ん
言

に
よ
り
、
官
禁
に
あ

い
、
出
発
で
き
な
か

っ
た
。
当
時

の
建

長
寺
住
持
嵩
山
和
尚
は
惜
む
べ
き
英
才

の
埋
没
ぶ
り
を
見
る
に
見
か
ね
、
四
十

し

ゆ
そ

六
歳

の
中
巌
を
同
寺

の
首
座

に
請
じ
た
。
し
か
し
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
こ
で

も
中
巌
は
ま
た
も
や
武
器
で
危
害
を
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
二
度
目

の
迫
害

で
あ
る
。

周
り
の
者
か
ら
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
、
誰
も
優
し
い
言
葉

一
つ
か
け
て
く
れ

さ

な
か

な
い
寂
寞
苦
悶
の
最
中
、
た
だ

一
人
大
喜
法
忻
だ
け
は
親
し
く
中
巌
を
訪
れ
、

激
励
の
詩
ま
で
贈

っ
て
く
れ
允
。
感
動
し
た
彼
は
、
大
喜

の
篤

い
友
情
を
謝
す

た
め
に
、
そ
の
詩

の
韻

に
和
し
、
次

の
詩
を
作

っ
た
。

和
謝
忻
大
喜
相
訪
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時
予
在
建
長
首
座
寮
遭
劫
、
有
来
詩
、
物
初

・
無
学
為
兄
弟
。

乾
坤
何
処
可
安
身

窮
独
渾
無
拯
急
人

詩
句
憑
誰
吟
共
伴

干
戈
脅
我
死
相
鄰

感
君
交
不
崇
庫
別

憶
祖
同
応
叔
伯
親

過
訪
論
文
消
半
日

従
今
以
後
望
頻
頻

す
べ

す
く

乾
坤
何
れ
の
処
に
か
身
を
安

ん
ぜ

ん
、
窮
独
渾
て
急
を
拯
う
人
無
し
。

よ

か
ん
か

あ
い
と
な

詩
句
誰
に
憑

っ
て
か
吟
共

に
伴
わ
ん
、
干
戈
我
を
脅
か
し
て
死
相
鄰
り
す
。

わ
か

お
も

ま
さ

し
ゆ
く
は
く

感
ず
君
が
交
り
の
崇
庫
別
た
ざ

る
を
、
憶
う
祖
は
同
じ
く
応
に
叔
伯
親
し

し
よ
ひつ

か
る
べ
き
こ
と
を
。
過
訪
し
て
文
を
論
じ
て
半
日
を
消
す
、
今
よ
り
以
後

ひ
ん
び
ん

望
む
ら
く
は
頻
頻
な
ら
ん
事
を
。

い
つ
命
を
奪
わ
れ
て
も
不
思
議

で
な
い
ほ
ど
、
四
面
楚
歌
の
窮
境

に
立

っ
た

中
巌
は
、
大
喜

の
訪
問
を
大

い
に
喜
ん
だ
。
喜
び

の
あ
ま
り
、
そ
の
意
外
な
好

意

に
甘
え
て
、
こ
れ
か
ら
も
度

々
来
て
く
だ
さ
い
と
頼
む
よ
う
な
単
純
さ
、
人

懐
し
さ
は
、
全
く
中
巌

の
中
巌

た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
前
半

の
死
の
脅
威
に
お

び
や
か
さ
れ
た
悲
痛
な
告
白
。
後
半

の
た
や
す
く
人

の
好
意
に
取
り
縋
る
好
人

物
ぶ
り
と
そ
の
裏
か
ら
滲
み
出
る
極
度

の
孤
独
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
に
深

く
刻
み
こ
ま
れ
、
忘
れ
が
た
い
印
象
を
与

え
る
。
こ
れ
は
正
に
中
巌
の
孤
憤
詩

の
特
徴
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
身
に
お
こ

っ
て
い
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
に
詠
う
。

読

み
手

の
存
在
を
念
頭

に
お
い
て
、
自
分

の
気
持
が
相
手
に
通
じ
る
よ
う
に
、

心
血
を
注

い
で
作
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ

は
作
者

の
気
持
を
肌
で
感
じ
、
そ
の

じ
か

必
死
な
叫
び
は
直
に
わ
れ
わ
れ

の
心
に
ひ
び
く
。

こ
れ
は
ま
さ
に
司
馬
遷
が
、

そ

「屈
原
は
放
逐
せ
ら
れ
て
離
騒
を
著
し
、
左
丘
は
失
明
し
て
厥
れ
国
語
有
り
。

…
…
人
み
な
意
に
う

っ
結
す
る
所
有
り
て
、
其
の
道
を
通
ず

る
を
得
ざ
る
な
り
。

故
に
往
事
を
述
べ
て
来
者
を
思
う
」
(「史
記

・
太
史
公
自
序
」)
と
い
う
発
言

の

通
り
で
あ

る
。

中
巌

の
詩
は
確
か
に
窮
し
て
後
、
工
み
に
な

っ
た
。
彼
自
身
、
そ
の
世
渡
り

は
本
当

に
下
手
だ

っ
た
。
こ
う
と
思

っ
た
ら
す
ぐ
行
動

に
付
し
て
、
周
り

の
状

し
ん
し
や
く

や
み
く
も

況
を
全
然
考
慮
ぜ
ず
、
他
人
と
の
利
害
衝
突
を
も
斟
酌

せ
ず
、
た
だ
闇
雲
に
突

っ
走
る
。
い

っ
た
ん
人
と
激
突
す
れ
ば
、
内
心
で
は
苦
し
み
に
さ
い
な
ま
れ
、

厳
し
く
自
分
を
責

め
は
す
る
も
の
の
、
周
り
と

の
関
係

に
お
い
て
は
、
仲
直
り

し
よ
う
き
や
く

の
チ
ャ
ン
ス
も
作
ら
ず
、
誤
解

消
却

の
方
法
も
考
え
ず
、
す
べ
て
自
然

の
成

り
行
き
に
委
せ
る
。
万
事
そ
う
い
う
具
合
だ
か
ら
、
自
然
と
相
手
に
は
、
傲
慢

で
悔

い
る
色
が
微
塵
も
な
い
と
判
断
さ
れ
、
さ
ら
に
二
度
目
、
三
度
目
と
迫
害

を
招

い
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

二
度
目

の
迫
害
の
原
因

は
は
っ
き
り
と
分
ら
な
い
が
、
や
は
り
曹
洞
門
衆

の

宿
怨

に
よ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
巌

は
政
治
参
与

の
試
み
が
失
敗
し
て
か
ら

こ

う
ま
つ

ま
も
な
く
、
「浩
々
た
る
劫
末

の
風

に
、
塵
土
は
飛
ん
で
蓬
々
た
り
。
天
上

に

日
色

は
薄
く
、
人
間

に
是
非
は
隆
ん
な
り
」
(擬
古
)
と
悟

り
は
し
た
が
、
他

人
の
怨
恨

に
こ
ん
な
に
気
味
悪
く
根
強
く
付
き
纏
わ
れ
る
の
も
予
想
外
で
あ

っ

た
ろ
う
。
そ
の
後
も
、
彼
の
寄
寓
す
る
吉
祥
寺

の
仏
殿

の
本
尊
が
盗
ま
れ
た
り
、

そ
の
方
丈
が
二
度
も
焼

か
れ
る
な
ど
、
不
吉
な
事
件
が
相
次
い
で
お
こ
る
。
方

丈
の
焼
失
は
、
必
ず
し
も
他
人

の
悪
意
に
よ
る
と
は
断
定

で
き
な

い
が
、
本
尊
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の
窃
盗
は
明
ら
か
に
彼

に
反
感
を
抱
く
も

の
の
…嫌
が
ら
せ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

事

は
と
も

か
く
、
康
安

二
年

(
一
三
六
二
)、
中
巌
が
建
仁
寺

の
住
持

と
し

て

あ
や
つ

衆
僧
と
共
に
僧
堂
に
入
ろ
う
と
し
た
際
、
人
に
操
ら
れ
た
門
徒
義
俊
に
矢
を
二

本
放

た
れ
て
、
危
く
命
を
落
と
し
そ
う
に
な

っ
た
の
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。

こ
う
ぶ

さ
す
が
の
中
巌
も
そ
れ
以
後
、
心
識
が
荒
蕪
し
て
、
軽
度

の
精
神
障
碍
ま
で
起

し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
三
度

目

の
迫
害

で
あ
る
。

中
巌
が
再
三
迫
害
さ
れ
た
の
は
、
激
し

い
門
派

の
抗
争
と
曹
洞
宗
門
徒
に
仕

掛
け
ら
れ
た
執
念
深

い
報
復

の
ほ
か
に
、
ま
た
何
か
別
の
原
因
が
あ
る
は
ず

で

あ

る
。
前
に
も
ち

ょ
っ
と
触
れ
た
が
、
そ

の
正
直

で
理
想
主
義
な
性
格
に
よ
る

渡
世
の
拙
さ
も
原
因

の
一
つ
に
数
え
ら
れ

よ
う
。
当
時
、
禅
林
は
ま
だ
上
昇
期

に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
当
初
の
純
粋
な
禅
精
神
が
次
第
に
失
わ
れ
、
だ
ん
だ

ん
官
僚
化
、
貴
族
化
し
つ
つ
あ

っ
た
。
そ
う

い
う
事
情
だ
か
ら
、
禅
林
で
も
俗

世
間
と
同
じ
よ
う
に
、
正
直
す
ぎ
た
ら
ば

か
に
さ
れ
、
極
端
に
理
想
主
義
に
走

っ
た
ら
狂
人
扱

い
に
さ
れ
た
の
も
不
思
議

で
は
な
い
。
ま
し
て
中
巌
に
は
孤
児

根
性
の

一
面
も
あ
る
。
曾

て
自
分

の
性
格

に
つ
い
て
、
彼
は

「
竺
僊
和
尚
に
与

う
る
書
」

の
中

で
次

の
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
。

僕
は
素
性
、
愚
魯

に
し
て
佞
せ
ず
、
且

つ
褊
急
に
し
て
言
辞
を
優
柔
に

す
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
平
生
毎
毎
、
尊
長
乃
至
平
交

の
間
に
お
い
て
わ

す
な
わ

ず
か
に
、

一
語
を
出

せ
ぽ
、
輙
ち
其

の
諱

に
触
れ
て
其

の
耳
に
逆
ら
う
。

是

の
故
に
時
輩
僕
を
以
て
狂
者
と
為
す
。
是
れ
則
ち
天
命

に
し
て
、
吾
以

て
交
を
世
に
絶

つ
。
独
立
し
て
懼
れ
ざ
る
者
な
り
。

こ
れ
か
ら
見
て
も
、
中
巌
が
ど
れ
ほ
ど
内
省
的
精
神
に
富
ん
で
い
た
か
が

よ

く
分
る
。
特

に
二
度
目

の
迫
害
に
遭
さ
れ
た
後
、

か
れ
は
そ
の
原
因
が
自
分
自

身

に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
、

い
ま
ま
で
の
行
為
を
い
ち
い
ち
厳
し
く
チ
ェ
ッ

ク
し
な
が
ら
、
猛
烈

に
反
省
し
た
よ
う
だ
。
そ
の
内
省

の
深
ま
り
に
つ
れ
て
、

憤
激
の
感
情
が
徐
々
に
鎮
ま

っ
た
せ
い
か
、
孤
憤
詩
が
目
立

っ
て
減
り
、
内
観

い
き
さ
つ

的
な
経
緯
を
反
映
す
る
詩
作
が
矢
継
ぎ
早
に
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
「藤
陰

雑
興
」
十
二
首
は
、
則
ち
こ
の
時
期
の
所
産
で
あ
る
。
次

に
そ
の
中
か
ら
三
首

を
選
び
、
中
巌
の
こ
の
時
期
の
思
想
的
変
遷
を
見
て
み
よ
う
。

其

六

臨
危
独
念
故
交
顧

何
処
世
途
非
履
氷

只
得
胸
中
無
我
愛

不
干
身
外
有
人
憎

危
き
に
臨
み
て
独
り
念

い
故
交
を
顧
み
れ
ど
、
何
処

の
世
途
、
氷
を
履

む
に
非
ざ
ら
ん
。
只
胸
中
に
自
我

へ
の
愛
著
を
無
く
す
る
こ
と
を
得

た
ら

ぽ
、
身

の
外
に
人
の
憎
み
有
る
も
我
と
関
ら
ぬ
な
り
。

其

七

閑
花
野
草
亦
朝
人

余
独
何
心
忌
混
塵

小
子
更
休
勤
学
我

誤
来
四
十
六
年
身

つ
か

閑
花
野
草
も
亦

た
人
に
朝
え
ど
も
、
余
独
り
何

の
心
あ
り
て
塵

に
混
ず

な

き
た

る
を
忌
む
。
小
子
よ
、
更

に
勤
め
て
我
を
学
ぶ
休
か
れ
、
誤

っ
て
来
る
四

十
六
年
の
身
な
り
。

く

た
び

其

の
六
で
は
、
世
渡
り

の
艱
難
に
草
臥
れ
て
、
自
分

へ
の
愛
著
、
他
人
か
ら
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の
憎
し
み
、
何
も
か
も
忘
れ
て
、
是
非
隆

々
た
る
人
間
社
会

の
濁
流
か
ら
逃
れ

あ
つ
れ
き

よ
う
と
す
る
気
持
が
強
く
反
映
さ
れ
、
其

の
七
で
は
、
人
間
社
会

の
軋
轢

に
対

す
る
憤
り
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の

「褊
急
」
な
性
格

に
対
し
て
の
悔
恨
に
よ
る

げ

つ
こ
う

も
の
か
、
か
な
り
激
昂
し
た
口
調
で
、
自

分
の
身

に
し
み
る
体
験
を
以
て
弟
子

を
訓
戒
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
過
去

へ
の
未
練
を
断
ち
切
り
、
疲
れ
た
神

経
を
休
ま
せ
て
、
精
神
的
な
安
ら
ぎ
を
求

め
よ
う
と
す
る
。
同
じ
気
持
に
つ
き

動
か
さ
れ
、
連
作

の
第
九
首
は
次
の
よ
う

に
詠
ま
れ
て
い
る
。

其

九

家
有
黄
金
積
似
山

流
光
欲
繋
買

縄
難

今
朝
少
壮
紅
顔
好

明
日
相
看
鬢
雪
寒

家

に
黄
金
有
り
て
積
む
こ
と
山
に
似
た
り
、
流
光
を
繋
が
ん
と
欲
す
れ

あ
い
み

ど
そ
の
縄
を
買
い
難
し
。
今
朝
少
壮

に
し
て
紅
顔
好
け
れ
ど
、
明
日
相
看

び
ん
せ
つ

て
鬢
雪
寒
し
。

中
巌
は
精
神
的
に
あ
れ
こ
れ
と
苦
し
ん
だ
後
、
や

っ
と
時

の
流
れ
の
疾
さ
と

人
生

の
空
し
さ
を
悟
り
、

一
種

の
虚
空
的

な
境
地
に
辿
り
着

い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上

の
三
首

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
藤
陰
雑
興
」
と
い
う
連
作

の
基
底

に

は
、
中
巌

の
そ
れ
ま
で
の
自
分
と
格
闘
す

る
掛
け
声
が
流
れ
て
い
る
。
そ
の
随

所
か
ら
心
根

の
激
し
い
揺
れ
が
見
ら
れ
、

そ
の
思
想
的
変
遷

の
軌
跡
が
は

っ
き

り
と
読
み
取
ら
れ
る
。

い
ま
ま
で
の
社
会
改
良
を
目
指
す
社
会
詩
や
知
友

に
自

分
の
不
運
を
訴
え
る
孤
憤
詩
な
ど

の
詩
風

に
比
べ
て
、
相
当
諦
観
に
達
し
た
こ

の
時
期
は
、
中
巌
詩
風

の
大
き
な
転
換
期
だ
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。

こ
れ
以
後
、
中
巌
は
ま
た
様
々
な
不
愉
快
な
事

に
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
悩

み

を
ふ
り
す
て
、
努
め
て
平
静
な
心
情
を
保

つ
よ
う
に
心
掛
け
た
。
で
き
る
限
り
、

け
ん
こ
う

喧
囂
た
る
俗
世
界
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
、
大
自
然

に
没
入
し
、
そ
の
恵
み
を
以
て

い
や

自
分
の
傷
付
け
ら
れ
た
心
を
癒
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「利
根
山
行
春
」
(六

言
四
首
)
は
こ
の
頃

の
作
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
詩
境
は
だ

い
ぶ
ん
穏
や
か
に

な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
変

っ
た
六
言

の
詩
で
も
あ
る
た
め
、
二
首
を
紹
介
し
て

お
く
。

利
根
山
行
春

陰
涯
或
有
残
雪

春
渓
半
帯
流
嘶

風
日
乍
寒
乍
暖

杖
履
且
留
且
之

に
わ

陰
涯
に
或
は
残
雪
有
り
、
春
渓
半
ば
流
漸
を
帯
び
た
り
。
風
、
日
乍
か

ゆ

に
寒
く
乍
か
に
暖
か
く
、
杖
履
を
且

つ
留
め
且

つ
之
か
せ
た
り
。

山
深
風
俗
淳
朴

民
楽
無
懐
之
時

渓
梅
別
有
風
韻

野
質
村
姿
更
奇

山
深
く
風
俗
淳
朴
な
り
、
民
は
無
懐
氏

の
時

の
如
く
楽
し
め
り
。
渓
梅

別
し
て
風
韻
有
り
、
野
質
な
村
姿
更

に
奇
な
り
。

こ
れ
は
、
な
ん
と
す
ぼ
ら
し
い
山
景
色
で
あ
ろ
う
。
第

二
次
迫
害
を
蒙

っ
て

か
ら
文
和
四
年

(
一
三
五
五
)
ま
で
、
中
巌
は
長
い
間
利
根

の
吉
祥
寺
止
止
庵

に
日
を
過
し
た
。
早
春

の
季
節
、

か
れ
は
残
雪
の
あ
る
山

に
入

っ
て
、
思
う
存

分
醇
正
な
民
風
を
心

で
感
受
し
、
淡
々
た
る
野
趣
に
覆
わ
れ
る
村

の
姿
を
純
真

に
嘆
美
す
る
。
こ
の
中
巌
の
無
心

の
創
作
に
よ

っ
て
、
私
達

の
目

の
前

に
展
開

79



さ
れ
る
場
面

に
は
少
し
の
陰
り
も
な
く
、
自
然
美
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
次

の

「熱
海
」
も
自
然
嘆
賞

の
結
晶
で
あ
り
、

そ
の
詩
心
は
も

っ
と
ゆ
と
り
を
持

つ

よ
う
に
な
る
。

中
宵
夢
破
響
浪
々

応
是
岩
根
湧
熱
湯

筧
々
分
泉
煙
繞
屋

家
々
旦
ハ浴
客
除
房

海
涯
地
暖
冬
無
雪

山
路
天
寒
暁
踏
霜

遠
嶼
控
濛
雲
霧
黒

紅
潮
送
月
落
微
茫

ひ
び
き

ま
さ

中
宵

に
夢
破
れ
て
響

の
浪
々
た
る
は
、
応

に
是
れ
岩
根

に
熱
湯

の
湧
く

け
ん
け
ん

め
ぐ

そ
な

べ
し
。
筧
々
は
泉
を
分
ち
煙
は
屋
を
繞
り
、
家
々
は
浴
を
旦
ハえ
客
は
房
を

お
ぎ
の

除
れ
り
。
海
涯
は
地
暖
け
れ
ば
冬
も
雪
な
け
れ
ど
、
山
路

は
天
寒
け
れ
ば

え
ん
し
よ

暁

に
霜
を
踏
む
。
遠
嶼
は
淕
濛
と
し
て
雲
霧
黒
く
、
紅
潮
は
月

の
微
茫
に

落

つ
る
を
送
れ
り
。

目

に
立

つ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
に
も
中
巌
は
山
林
詩
を
作

っ
た
こ

と
が
あ

る
。
し
か
し
彼
は
な
か
な
か
本
質
的

に
自
己
表
出
か
ら
抜
け
出
せ
な
か

っ
た
の
で
、
ど
し
て
も
風
景
を
自
己
の
暗
喩
と
し
て
描
き
、
そ
こ
に
日
頃
の
苦

じ
ゆ
う

渋
を
滲
ま
せ
て
し
ま
う
た
め
に
、
逸
脱
し
た
世
界
を
描
き
出
せ
な
か

っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
詩
は
ま
る
で
違
う
。
中
巌
は
す

っ
か
り
わ
れ
を
忘
れ
、
心
身
全
体

で
自
然
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
作
者

の
影
も
姿
も
な

く
、
創
作
に
苦
心
し
た
跡
も
な
く
、
た
だ
大
自
然
に
恵
ま
れ
た
温
泉

の
ゆ

っ
た

り
と
し
た
暖
か
い
風
景
だ
け
が
歌
わ
れ
て

い
る
。
中
巌

に
真
の
心

の
平
静
が
訪

れ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
脱
俗
で
秀

逸
な
作
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

げ

じ
ゆ

こ
の
心
境
を
持

っ
て
、
中
巌
は
晩
年

に
ま
た
多
く
の
題
画
詩
、
偈
頌
等
を
作

っ

た
。
こ
れ
ら
の
詩
作
は
そ
の
社
会
詩
、
孤
憤
詩
ほ
ど
珍
重
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ

な
り

の
特
色
が
あ
り
、

一
読
に
値
す
る
。

三
、
結

び

以
上
、
中
巌
円
月

の
論
説
文
と
詩
作
を
通
じ
て
、
そ
の
激
動
す
る
時
代
と
社

会
に
育
ま
れ
た
人
間
観
、
社
会
観
と
そ
の
不
遇
な
生
涯
か
ら
生
じ
た
厳
し
い
自

己
凝
視
、
自
己
表
出
を
み
た
。
疑

い
も
な
く
彼

は
偉
大
な
思
想
家
で
あ
り
、
天

才
的
な
文
学
家
で
あ
る
。
そ

の
経
倫
思
想
は
深
く
儒
学
、
宋
学
に
根
差
し
た
も

の
だ
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
五
山
禅
林
に
お
い
て
、
彼
ほ
ど
い
ち
は
や
く
宋

学

の
正
統
思
想
を
正
し
く
理
解
し
体
得
し
た
上
で
、
当
時

の
日
本
社
会

に
応
用

し
う
る
治
世
理
念
を
持
ち
出
し
た
人
物
は
空
前
絶
後
で
あ

る
。
た
だ
時
運
悪
く
、

じ
か

そ

の
思
想

は
直
に
朝
廷
に
用

い
ら
れ
な
か

っ
た
の
は
残
念
だ
が
、
南
北
朝
初
期

に
お
け
る

一
大
思
想
と
し
て
後
世

へ
の
影
響

に
は
計
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。

中
巌

の
詩
作
を
吟
味
す
る
と
、
同
じ
く
乱
世
に
処
し
て
、
極
度

に
不
安
定
な

境
涯

に
生
き
た
点
も
酷
似
し
て
い
る
た
め
か
、
彼
が
心

の
底
か
ら
私
淑
し
た
杜

甫

の
影
響
を

つ
よ
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
中
巌
は
自
己

の
博

識
と
天
才
的
な
文
学
気
質
に
よ

っ
て
、
み
ご
と
な
詩
的
世
界
を
作
り
あ
げ
た
。

年
を
取
る
に
従

っ
て
、
度
重
な
る
失
敗
と
打
撃
に
よ
り
、
政
治
参
与

の
情
熱
か

ら
次
第
に
老
荘
思
想
と
禅
的
精
神
に
移
行
す
る
に
つ
れ
、
晩
年

の
創
作
は
宋
詩

げ
き
ぶ
ん

.の
風
格
を
帯
び
、
激
越
な
言
葉
、
檄
文
じ
み
た
表
現

の
か
わ
り
に
、
高
雅
秀
逸
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五山文筆僧中巌円月の世界

に
し
て
巧
緻
な
風
韻
が
生
じ
た
。
中
国

の
文
学
観
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
前
期
の

社
会
詩
、
孤
憤
詩
は
最
も
重
要
視
さ
れ
、
不
朽
な
も

の
と
さ
れ
る
が
、
晩
年
の

詩
作
は
、
み
る
み
る
日
本
文
学

の
伝
統
的
な
美

の
理
想
に
近
付

い
た
。
中
巌

は
、

い
ろ
い
ろ
と
試
み
た
挙
句
再
び
日
本
的
美
意
識
に
戻

っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た

こ
れ
ほ
ど
激
し
い
思
想
的
文
学
的
な
変
遷
を
経
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
而
も
変
遷

の
時
期
毎
に
そ
れ
相
応

の
優
れ
た
作
品
を
残
し
た
人
物

は
五
山
文
筆
僧

の
う
ち

に
中
巌
の
ほ
か
に
い
な
い
。

紙
幅

の
都
合

で
本
文
で
は
、
そ
の
論
説

と
詩
作
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
な
か

っ

た
が
、
そ
の
作
品
の
分
野
は
極

め
て
広
く
、
序
、
跋
、
賛
、
疏
、
法
語
、
随
筆

等
々
、
広
範
囲

に
及
ん
で
い
る
。
特
に
中
巌

は
四
六
文

に
巧
み
で
あ
り
、
そ
の

美
文

の
新
体
を
伝
え
た
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
別

の
機
会
に
考
察
し
た
い
。
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