
陸
象
山
の
　
「
悟
り
」
　
の
構
造

(
こ
鵜
湖
の
会
-
朱
陸
の
教
学
体
系
の
相
違
-

陸
象
山
は
、
三
十
七
才
の
と
き
、
朱
子
と
信
州
の
鶏
湖
寺
に
お
い

て
会
見
し
、
議
論
を
交
わ
し
た
が
、
両
者
の
思
想
の
調
和
と
一
致
を

見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
互
い
の
思
想
は
、
そ
の
根
底
か
ら

異
な
り
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
深
く
確
認
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
そ
の
朱
子
と
の
議
論
の
最
中
に
、
象
山
は
次
の
詩
を
詠

む
。

墟
墓
に
哀
を
興
し
宗
廟
に
欽
し
む
、

斯
の
人
千
古
不
磨
の
心
。

渦
流
滴
り
到
る
治
漠
の
水
、

拳
石
崇
く
し
て
成
る
泰
華
の
琴
。

易
簡
の
工
夫
終
に
久
大
、

支
離
の
事
業
責
に
浮
沈
。

下
き
よ
り
高
き
に
升
る
虞
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、

真
偽
ま
づ
須
ら
く
只
今
に
弁
ず
べ
し
。
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
4

語
録
上
)

象
山
は
、
そ
の
第
二
句
に
お
い
て
、
自
ら
が
主
張
す
る
「
心
」
と
は

橋
　
本
　
敬
　
司

「
千
古
不
磨
の
心
」
で
あ
る
と
詠
い
上
げ
た
。
人
に
本
来
備
わ
っ
て

い
る
古
も
今
も
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
無
い
　
「
千
古
不
磨
の
心
」
、

こ
れ
こ
そ
陸
象
山
心
学
の
真
髄
を
言
い
表
し
た
一
句
に
外
な
ら
な
い
。

象
山
は
、
第
六
句
で
、
支
離
滅
裂
で
あ
る
朱
子
の
学
は
何
の
成
果
を

あ
げ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
不
安
定
に
浮
き
沈
み
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
、
と
痛
烈
に
批
判
し
、
最
後
に
、
事
の
真
偽
は
ま
ず
こ
の
今
に

お
い
て
こ
そ
弁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
結
ぶ
。
永
遠
に
変
わ
ら

ぬ
　
「
千
古
不
磨
の
心
」
を
、
今
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
実
感
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
こ
の
詩
に
読
み
込
ま
れ
た
象
山
の
思
い
で
あ
っ
た
。
′

こ
の
詩
を
突
き
付
け
ら
れ
た
朱
子
は
、
鶏
湖
の
会
か
ら
三
年
後
、

次
の
よ
う
な
詩
を
詠
ん
で
象
山
を
批
判
し
た
。

徳
業
流
風
し
夙
に
欽
ぶ
所
、

別
離
し
て
三
載
更
に
心
に
関
は
る
。

偶
し
て
黎
杖
を
携
え
寒
谷
を
出
で
、

又
藍
輿
を
柾
げ
て
遠
峯
を
度
る
。

哲
学
商
量
し
て
遼
密
を
加
え
、

新
た
に
培
養
を
知
り
特
た
深
沈
す
。

只
愁
ふ
、
言
無
き
の
虞
に
説
き
到
り
、
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人
間
に
古
今
有
る
を
信
ぜ
ざ
る
を
。
(
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文

集
』
巻
4
)

第
七
・
八
句
で
、
朱
子
は
、
言
葉
を
越
え
た
世
界
に
言
及
し
、
人
間

社
会
に
古
と
今
と
い
う
違
い
が
有
る
の
を
信
じ
な
い
こ
と
を
、
憂
慮

す
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
象

山
の
前
掲
詩
「
千
古
不
磨
の
心
」
「
真
偽
須
ら
く
只
今
に
弁
ず
べ
し
」

に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
は
か
な
ら
な
い
。
古
と
今
の
時
代
の
変
化
即

ち
歴
史
的
時
間
の
流
れ
を
認
め
て
い
た
朱
子
に
は
、
古
と
今
と
を
貫

い
て
変
化
し
な
い
永
遠
不
変
の
心
と
、
そ
れ
が
現
実
に
存
在
す
る
今

を
こ
そ
重
視
す
る
象
山
の
説
を
肯
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鶏
湖
の
会
に
随
行
し
、
両
者
の
議
論
を
聞
い
て
い
た
朱
亨
道

は
、
象
山
と
朱
子
の
教
学
の
違
い
を
、
「
鵡
湖
の
合
、
人
を
教
う
る

に
論
及
す
。
元
晦
の
意
、
人
を
し
て
迂
観
博
覧
し
て
、
後
之
を
約
に

帰
さ
し
め
ん
と
欲
す
。
二
陸
の
意
、
ま
づ
人
の
本
心
を
発
明
し
て
、

後
之
を
博
覧
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
6
　
年

譜
)
　
と
評
し
た
。
朱
亨
道
に
よ
れ
ば
、
朱
子
の
教
学
は
、
人
に
多
く

の
こ
と
を
学
ば
せ
て
後
、
約
に
帰
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
方
、
象
山
と
兄
復
斎
の
教
学
は
、
ま
づ
人
の
本
心
を
明
ら
か
に
さ

せ
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
心
を
多
く
の
こ
と
に
拡
充
し
て
行
か
せ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
朱
子
の
教
学
を
帰
納
的
な
も

の
、
象
山
・
復
貢
の
教
学
を
演
繹
的
な
も
の
と
朱
亨
道
は
断
じ
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
に
朱
亨
道
が
論
評
し
た
朱
子
の
教
学
に
お
け
る
「
約
に
帰

す
」
と
は
、
朱
子
の
次
の
言
葉
に
よ
れ
ば
　
「
積
累
の
多
く
し
て
、
自

ら
箇
の
覚
悟
の
時
節
有
り
」
　
(
『
朱
子
語
類
』
巻
1
8
)
、
覚
悟
即
ち

悟
り
に
相
当
し
、
一
方
、
象
山
の
教
学
に
お
け
る
「
本
心
を
発
明
す

る
」
と
は
、
象
山
自
身
が
自
己
の
心
と
宇
雷
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を

悟
っ
た
「
大
省
」
体
験
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
6
　
年
譜
)
　
の
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
続
け
て
、
年
譜
が
「
そ
の
學
者
を
啓
悟
す

る
は
、
多
く
宇
宙
の
二
字
に
及
べ
り
」
と
評
す
る
よ
う
に
、
や
は
り

そ
の
悟
り
に
相
当
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
朱
子
の

教
学
は
、
工
夫
を
重
ね
た
後
に
悟
り
に
至
る
も
の
で
あ
る
が
、
象
山

の
教
学
は
、
ま
ず
悟
り
が
あ
っ
て
後
工
夫
を
拡
充
し
て
ゆ
く
も
の
で

あ
っ
て
、
両
者
は
全
く
正
反
対
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
単
に
方
向
性
が
異
な
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
朱
子
と
象

山
そ
れ
ぞ
れ
が
捉
え
た
工
夫
と
悟
り
の
構
造
及
び
そ
れ
を
支
え
る
思

想
体
系
に
こ
そ
根
本
的
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
朱
子

の
思
想
体
系
に
お
け
る
朱
子
の
悟
り
と
工
夫
の
構
造
、
象
山
の
思
想

体
系
の
に
お
け
る
悟
り
と
工
夫
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
両
者
を
比

較
す
る
こ
と
で
、
象
山
の
悟
り
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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(
二
)
朱
子
の
「
悟
り
」
　
の
構
造

-
「
払
然
貫
通
」
　
へ
の
階
梯
-

朱
子
の
考
え
た
悟
り
と
工
夫
の
構
造
に
関
し
て
は
、
『
大
学
章
句
L

の
「
格
物
補
侍
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
明
だ
に
理
解
す

る
た
め
に
、
ま
ず
、
そ
の
構
造
を
支
え
て
い
る
朱
子
の
世
界
観
・
存

在
論
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。



朱
子
は
、
民
活
漠
の
　
『
大
桓
図
説
』
　
に
自
ら
注
を
施
す
こ
と
で
、

独
自
の
世
界
観
を
構
築
し
た
。
『
太
極
図
説
』
　
の
　
「
無
極
而
太
極
」

の
注
に
は
、
「
上
天
の
載
は
、
聾
無
く
臭
ひ
無
く
し
て
、
質
に
造
化

の
誓
粗
品
嚢
の
根
抵
な
り
」
と
あ
る
。
上
天
の
我
は
、
声
も
無
く
匂

い
も
薫
く
、
万
物
造
化
の
要
で
あ
り
万
物
存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
朱

子
は
、
万
物
を
超
越
し
っ
つ
万
物
存
在
の
根
拠
で
あ
る
世
界
の
究
極

を
「
窯
垣
而
大
垣
」
　
に
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
太
極
動
而
生
陽
、
動
桓
而
静
、
静
両
生
陰
」
に
付
し
た

注
で
は
、
太
極
と
陰
陽
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
い
た
。
「
太
極
は

形
而
上
の
遺
な
り
。
陰
陽
は
形
而
下
の
器
な
り
。
是
を
以
て
そ
の
著

は
る
者
よ
り
し
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
動
静
時
を
同
じ
く
せ
ず
、
陰

陽
位
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、
而
れ
ど
も
太
極
焉
に
在
ら
ざ
る
こ
と
無

し
。
そ
の
微
な
る
者
よ
り
し
て
之
を
積
れ
ば
、
沖
漠
無
朕
に
し
て
動

静
陰
陽
の
理
巳
に
悉
く
そ
の
中
に
具
は
れ
り
」
。
太
極
は
形
而
上
の

形
を
超
え
た
道
で
あ
り
、
陰
陽
は
形
而
下
の
形
を
備
え
た
器
で
あ
る
。

形
態
を
備
え
て
い
る
陰
陽
か
ら
両
者
の
関
係
を
み
る
と
、
動
静
・
陰

陽
は
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
概
念
で
あ
っ
て
、
同
一
時
間
同
一
空
間
に
存

在
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
必
ず
太
極
は
存
在
す
る
。

形
態
を
超
え
て
い
る
太
極
か
ら
両
者
の
関
係
を
み
る
と
、
ぼ
ん
や
り

と
し
て
何
の
兆
し
も
無
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
動
静
陰
陽
の
理

は
悉
く
そ
の
太
極
の
な
か
に
備
わ
っ
て
い
る
。
朱
子
は
、
太
極
を
、

形
而
上
の
形
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
形
而
下
の
形
を
備
え

た
陰
陽
の
中
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
陰
陽
が
、
具
体
的
な
形
を
備
え
て
こ
の
世
界
に
存
在
を
顕
示

し
た
も
の
、
そ
れ
が
『
太
極
図
説
』
　
で
は
男
女
・
万
物
と
し
て
説
き

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
男
女
・
万
物
に
と
っ
て
太
極
と
は
何
か
。
朱

子
は
次
の
よ
う
に
注
を
書
く
。
「
男
女
よ
り
し
て
之
を
観
れ
ば
、
則

ち
男
女
各
々
そ
の
性
を
一
に
し
て
、
男
女
一
大
極
な
り
。
苗
物
よ
り

し
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
萬
物
各
々
そ
の
性
を
一
に
し
て
萬
物
一
大

桓
な
り
。
蓋
し
合
し
て
之
を
言
へ
ば
、
萬
物
統
倍
一
大
極
な
り
。
分

か
ち
て
之
を
言
へ
一
ば
一
物
各
々
一
大
極
を
具
ふ
る
な
り
」
。
朱
子
に

よ
れ
ば
、
男
女
あ
る
い
は
万
物
の
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
を
見
た
場
合
、

そ
の
性
に
一
体
と
な
っ
て
、
男
女
あ
る
い
は
万
物
は
各
々
一
つ
の
大

垣
で
あ
る
。
こ
れ
ら
万
物
を
合
わ
せ
て
言
う
と
、
万
物
の
統
体
で
あ

る
大
垣
で
あ
り
、
万
物
各
々
に
分
け
て
言
う
と
、
万
物
各
々
大
極
を

備
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朱
子
は
、
大
極
を
、
万
物
存
在
の
根
拠
で

あ
る
　
「
統
体
大
垣
」
と
そ
の
個
別
的
展
開
形
態
で
あ
る
　
「
各
具
大

桓
」
　
の
二
重
構
造
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
を
、

太
極
の
自
己
展
開
で
あ
る
陰
陽
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
目
に
見
え
る

形
象
・
現
象
の
世
界
と
、
そ
れ
を
超
越
し
っ
つ
根
底
か
ら
支
え
る
世

界
と
の
二
重
構
造
と
し
て
捉
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

朱
子
は
、
ま
た
「
太
極
は
只
だ
是
れ
一
箇
の
理
の
字
の
み
」
　
(
『
朱

子
語
類
』
巻
1
)
　
と
言
い
、
太
極
は
理
に
外
な
ら
な
い
と
説
い
て
い

た
。
そ
こ
で
、
物
の
存
在
を
規
定
す
る
理
の
構
造
を
解
明
し
た
い
。

朱
子
は
、
『
大
学
或
間
』
　
の
中
で
、
理
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る
。
「
天
下
の
物
に
至
り
て
は
則
ち
必
ず
各
々
然
る
所
以
の
故
と

そ
の
昔
に
然
る
べ
き
所
の
則
と
有
り
。
所
謂
る
理
な
り
」
。
こ
の
世

界
の
全
て
の
物
に
関
し
て
、
必
ず
物
に
は
、
各
々
が
存
在
す
る
根
拠

と
な
る
故
と
、
各
々
が
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
べ
き
則
が
あ
り
、
そ

れ
が
い
わ
ゆ
る
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
子
は
、
理
に
二
重
構
造
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が
有
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
に

存
在
す
る
全
て
の
物
は
、
そ
の
存
在
を
支
え
る
根
拠
で
あ
る
理
と
、

そ
の
物
各
々
が
個
別
に
現
実
世
界
に
お
け
る
存
在
を
明
示
す
る
法
則

で
あ
る
理
と
を
備
え
、
二
様
の
存
在
形
態
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
万
物
す
べ
て
の
存
在
の
根
底
に
あ

る
　
「
所
以
然
の
故
」
と
し
て
の
理
は
世
界
の
構
造
を
根
拠
づ
け
る

「
統
体
大
極
」
　
に
対
応
し
、
万
物
す
べ
て
が
個
別
に
備
え
た
「
所
富

然
の
則
」
と
し
て
の
理
は
現
実
の
世
界
を
構
成
す
る
　
「
各
具
大
極
」

に
対
応
す
る
。

こ
の
理
の
二
重
構
造
を
基
礎
に
、
朱
子
は
『
大
学
章
句
』
　
の
「
格

物
補
侍
」
に
お
い
て
、
工
夫
と
悟
り
を
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

所
謂
る
「
知
を
致
す
は
物
に
格
る
に
在
り
」
と
は
、
吾
の
知
を

致
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
物
に
即
き
て
そ
の
理
を
窮
め
ん
と
す
る
に

在
る
を
言
う
な
り
。
蓋
し
人
心
の
霞
は
知
有
ら
ざ
る
美
く
、
而

し
て
天
下
の
物
は
理
有
ら
ざ
る
美
し
。
惟
理
に
於
ひ
て
末
だ
窮

め
ざ
る
有
る
が
故
に
そ
の
知
孟
く
さ
ざ
る
有
る
な
り
。
是
を
以

て
大
学
の
始
め
て
教
う
る
や
、
必
ず
学
ぶ
者
を
し
て
凡
そ
天
下

の
物
に
即
き
て
、
そ
の
巳
に
知
る
の
理
に
因
り
て
益
々
之
を
窮

め
、
以
て
そ
の
極
に
至
ら
ん
こ
と
を
求
め
ざ
る
莫
か
ら
し
む
。

力
を
用
ふ
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
一
旦
諮
然
と
し
て
貫
通
す
る

に
至
り
て
は
、
衆
物
の
表
裏
精
粗
到
ら
ざ
る
無
く
し
て
、
我
が

心
の
全
倍
大
用
明
ら
か
な
ら
ざ
る
無
し
。

我
の
知
を
致
す
こ
と
は
、
物
に
即
し
て
そ
の
理
を
窮
め
る
こ
と
で
あ

る
。
人
心
に
は
知
が
備
わ
っ
て
お
り
、
物
に
は
理
が
備
わ
っ
て
い
る
。

た
だ
学
ぶ
者
は
、
物
に
有
る
理
を
こ
と
ご
と
く
は
窮
め
て
い
な
い
。

だ
か
ら
『
大
学
』
が
始
め
に
教
え
る
こ
と
は
、
学
ぶ
者
に
天
下
の
物

に
即
し
て
、
既
に
知
っ
て
い
る
理
を
頼
り
に
そ
の
物
の
理
を
窮
め
て
、

そ
の
究
極
の
所
に
至
る
こ
と
を
求
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
長
い
間
理

を
窮
め
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
ゆ
け
ば
、
あ
る
と
き
突
然
か
ら
り
と

貫
通
し
、
全
て
の
物
の
理
に
精
通
す
る
こ
と
が
で
き
、
我
が
心
の
全

体
大
用
も
全
て
明
ら
か
に
な
る
。

朱
子
に
よ
れ
ば
、
主
体
で
あ
る
人
心
に
備
わ
っ
た
霊
妙
な
る
知
を

発
揮
し
、
そ
の
物
に
固
有
に
備
わ
っ
た
　
「
所
当
然
の
則
」
　
で
あ
る
理

即
ち
　
「
各
具
太
極
」
を
窮
め
る
と
い
う
工
夫
を
蓄
積
し
て
ゆ
け
ば
、

あ
る
時
「
諮
然
貫
通
」
し
て
、
万
物
存
在
の
根
源
で
あ
る
「
所
以
然

の
故
」
と
し
て
の
理
即
ち
「
統
体
太
極
」
ま
で
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
れ
は
、
存
在
す
る
物
の
根
源
と
そ
れ
が
存
在
す
る
世
界
の
根
源
を

直
観
す
る
体
験
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
、
主
体
の
「
知
」
　
の
面
か

ら
み
れ
ば
、
存
在
に
対
す
る
認
識
の
転
換
に
外
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

主
体
の
内
面
に
お
い
て
も
、
心
は
本
来
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

自
己
の
本
質
を
直
観
す
る
認
識
の
転
換
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
.

こ
の
認
識
転
換
の
仕
組
み
を
、
朱
子
の
捉
え
た
人
の
心
の
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
て
ゆ
こ
う
。

朱
子
は
、
張
横
粟
の
　
「
心
は
性
情
を
統
ぶ
る
者
な
り
」
　
(
『
張
載

集
』
　
性
理
拾
遺
)
を
「
不
易
の
論
」
(
嘉
子
語
類
し
巻
型
と
高

く
評
価
し
、
ま
た
「
性
は
、
理
な
り
。
性
は
是
れ
記
に
し
て
、
情
は

是
れ
用
な
り
。
性
情
皆
心
よ
り
出
づ
、
故
に
心
能
く
之
れ
を
統
ぷ
」

(
『
朱
子
語
類
』
巻
9
8
)
　
と
述
べ
て
い
る
。
性
は
理
で
あ
る
。
性
は

本
体
で
あ
り
、
情
は
作
用
で
あ
る
。
性
情
は
皆
心
か
ら
出
て
来
る
の

で
、
心
は
こ
れ
を
統
括
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
説
い
て
、
心
を
、
性
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と
情
の
体
用
構
造
で
捉
え
て
い
た
。

張
横
渠
は
更
に
、
性
を
「
形
よ
り
し
て
後
気
質
の
性
有
り
。
善
く

之
れ
を
反
せ
ば
、
則
ち
天
地
の
性
存
す
。
故
に
気
質
の
性
、
君
子
性

と
せ
ざ
る
者
有
り
」
　
(
「
正
宗
」
讃
明
篇
第
6
)
　
と
分
析
す
る
。
形
態

を
誓
え
る
こ
と
で
気
質
の
性
が
有
る
。
よ
く
こ
れ
を
反
し
た
な
ら
、

天
地
の
性
が
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、
気
質
の
性
に
つ
い
て
は
、
君
子

は
性
と
し
な
い
も
の
が
有
る
。
張
横
渠
は
、
性
を
「
天
地
の
性
」
と

「
気
石
の
性
」
の
二
重
構
造
で
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
性
の
構
造
を
、
朱
子
は
そ
の
ま
ま
受
容
し
、
「
天
地
の
性
を

論
ず
れ
ば
、
則
ち
専
ら
理
を
指
し
て
言
ふ
、
気
質
の
性
を
論
ず
れ
ば
、

則
ち
理
と
気
と
を
以
て
雑
へ
て
之
れ
を
言
ふ
」
　
(
『
朱
子
語
須
』
巻

1
)
　
と
し
て
、
「
天
地
の
性
」
は
、
専
ら
理
を
指
し
て
言
っ
た
も
の

で
あ
り
、
「
気
質
の
性
」
　
は
、
理
と
気
を
雑
じ
え
て
言
っ
た
も
の
で

あ
る
と
言
う
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
た
。
「
心
に
善
悪
有
り
、
性
不

善
無
し
。
若
し
気
質
の
性
を
論
ず
れ
ば
、
亦
た
不
善
有
り
」
　
(
『
朱
子

語
類
L
巻
5
)
。
心
に
は
善
悪
が
あ
る
が
、
性
に
は
不
善
は
無
い
。

も
し
「
気
質
の
性
」
を
論
じ
る
な
ら
、
や
は
り
不
善
が
有
る
。
と
こ

ろ
が
、
朱
子
は
一
方
で
は
、
「
気
質
の
性
は
、
便
ち
只
だ
是
れ
天
地

の
性
な
り
」
　
(
『
朱
子
語
類
』
巻
4
)
　
と
言
い
、
「
気
質
の
性
」
　
は

「
天
地
の
性
」
　
に
外
な
ら
な
い
と
も
説
い
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
朱
子
に
お
い
て
、
性
は
、
理
そ
の
も
の
で
善
で
あ
る
「
天
地
の

性
」
と
、
理
と
気
が
混
在
し
不
善
を
内
包
せ
ざ
る
を
得
な
い
　
「
気
質

の
性
」
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
二
重
構
造
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
朱
子
が
、
人
は
、
本
来
「
天
地
の
性
」
と
　
「
気
質
の
性
」

が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
存
在
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
「
天
地
の
性
」

と
「
気
質
の
性
」
と
に
引
き
裂
か
れ
、
善
悪
を
兼
ね
備
え
た
存
在
で

あ
る
、
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
朱
子
は
、
現
実
に
お
い
て
引
き
裂
か
れ
た
自
己
を
本
来

の
「
天
地
の
性
」
に
統
一
す
る
た
め
の
工
夫
を
考
え
る
。
そ
の
工
夫

と
は
、
「
『
敬
』
字
の
工
夫
、
乃
ち
聖
門
の
第
一
義
、
徹
頭
徹
尾
、
傾

刻
も
間
断
す
べ
か
ら
ず
」
　
(
『
朱
子
語
類
』
巻
1
2
)
　
と
言
わ
れ
、

「
敬
」
の
工
夫
で
あ
り
、
こ
れ
は
聖
門
で
最
も
重
要
な
概
念
で
あ
り
、

徹
頭
徹
尾
継
続
し
、
少
し
の
間
も
断
絶
が
有
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
「
人
能
く
敬
を
存
し
得
れ
ば
、
則
ち
吾
が
心
湛
然

と
し
、
天
理
燦
然
た
り
。
」
　
(
『
朱
子
語
類
』
巻
1
2
)
　
と
も
説
い
て

い
る
。
人
は
「
敬
」
を
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
心
は
落
ち
着

き
静
か
で
、
天
理
は
燦
然
と
輝
い
て
い
る
、
と
。
こ
れ
が
、
「
天
地

の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
と
が
一
つ
に
統
合
さ
れ
た
完
全
無
欠
で
あ

る
本
来
の
人
の
在
り
方
に
外
な
ら
な
い
。
「
敬
」
の
工
夫
に
よ
っ
て
、

主
体
の
内
面
で
は
、
「
気
質
の
性
」
に
覆
わ
れ
た
現
実
の
自
己
の
在

り
方
を
修
正
し
、
「
天
地
の
性
」
　
の
ま
ま
で
あ
る
本
来
完
全
で
あ
る

自
己
に
転
換
統
合
す
る
と
い
う
本
質
直
観
、
認
識
転
換
が
起
こ
る
の

で
あ
る
。

朱
子
の
工
夫
を
、
理
及
び
太
極
を
認
識
対
象
と
す
る
「
窮
理
」
と

分
裂
し
た
主
体
の
心
を
統
合
す
る
「
居
敬
」
の
二
つ
に
分
け
て
論
じ

て
き
た
が
、
朱
子
は
こ
の
二
つ
の
工
夫
を
、
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
。
「
學
ぶ
者
の
工
夫
は
、
唯
だ
居
敬
窮
理
の
二
事
に
在
る
の
み
。

此
の
二
事
互
い
に
相
ひ
螢
す
。
能
く
理
を
窮
む
れ
ば
、
則
ち
居
敬
の

工
夫
は
日
ご
と
に
益
々
進
む
。
能
く
敬
に
居
ら
ば
則
ち
窮
理
の
工
夫
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は
日
ご
と
に
益
々
密
な
り
。
撃
へ
れ
ば
人
の
雨
足
の
如
し
。
左
足
行

け
ば
、
則
ち
右
足
止
ま
り
、
右
足
行
け
ば
、
則
ち
左
足
止
ま
る
。
ま

た
一
物
を
空
中
に
懸
け
る
が
如
し
。
右
抑
え
れ
ば
則
ち
左
昂
り
、
左

抑
え
れ
ば
則
ち
右
昂
る
。
其
の
質
只
だ
是
れ
一
事
な
り
」
　
(
『
朱
子
語

類
』
巻
9
)
。
工
夫
は
、
「
居
敬
」
と
「
窮
理
」
の
二
つ
だ
け
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
二
つ
は
互
い
に
啓
発
し
あ
い
、
相
乗
効
果
を
生
む
関
係

に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
の
両
足
、
空
中
に
懸
け
た
物
の
よ
う
に
、

相
互
に
補
完
し
あ
う
一
つ
の
事
な
の
で
あ
る
、
と
朱
子
は
言
う
。

朱
子
に
お
い
て
、
工
夫
と
は
、
主
体
の
内
面
に
お
け
る
工
夫
「
居

敬
」
と
、
主
体
の
外
面
即
ち
客
体
と
の
関
係
に
お
け
る
工
夫
「
窮

理
」
　
の
二
重
構
造
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
が
相
侯
っ
て

「
裕
然
貫
通
」
　
に
到
達
し
た
時
に
は
、
「
天
地
の
性
」
と
「
気
質
の

性
」
と
に
引
き
裂
か
れ
て
い
た
主
体
は
、
「
気
質
の
性
」
が
「
天
地

の
性
」
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
本
来
の
完
全
性
を
取
り
戻

し
、
そ
の
認
識
は
、
物
の
存
在
に
関
し
て
は
、
.
物
の
現
実
的
存
在
を

示
す
「
所
当
然
の
則
」
で
あ
る
理
か
ら
、
そ
の
存
在
の
根
源
で
あ
る

「
所
以
然
の
故
」
　
で
あ
る
理
に
ま
で
達
し
て
物
の
本
質
を
直
観
し
、

更
に
こ
の
世
界
の
構
造
に
関
し
て
は
、
現
象
世
界
に
存
在
す
る
物
そ

れ
ぞ
れ
に
内
在
す
る
「
各
具
太
極
」
か
ら
そ
れ
を
超
越
し
て
統
括
す

る
「
統
体
太
極
」
に
ま
で
達
し
て
世
界
の
本
質
を
直
観
す
る
に
至
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
本
質
直
観
、
認
識
転
換
は
現
実
に
実
現
可
能
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
朱
子
は
、
「
學
ぷ
者
は
走
れ
聖
人
を
學
び
て
未

だ
至
ら
ざ
る
者
な
り
。
聖
人
は
是
れ
學
を
為
し
て
極
め
至
る
者
な

り
」
　
(
『
朱
子
語
類
』
巻
2
1
)
　
と
し
て
、
学
ぶ
者
は
聖
人
を
目
指
し

て
学
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
聖
人
の
域
に
達
し
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
。
聖
人
は
、
そ
の
学
問
が
究
極
に
達
し
た
者
で
あ
る
と
説
い
た
。

こ
れ
は
、
学
問
即
ち
工
夫
を
通
し
て
聖
人
に
な
る
と
い
う
構
造
に
支

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
造
は
、
聖
人
を
自
己
よ
り
高
い

境
地
に
あ
る
完
全
な
る
理
想
的
人
格
と
し
て
絶
対
化
し
て
し
ま
い
、

学
ぶ
者
を
し
て
自
己
を
「
未
至
者
」
即
ち
聖
人
よ
り
劣
っ
た
者
で
あ

る
と
痛
烈
に
自
覚
さ
せ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
「
未
至

者
」
　
の
唯
一
の
希
望
は
、
「
窮
理
」
・
「
居
敬
」
　
の
工
夫
の
蓄
積
を
通

し
て
「
諮
然
貫
通
」
を
体
験
し
、
世
界
の
す
べ
て
の
理
を
理
解
し
自

己
の
認
識
を
転
換
す
て
悟
り
を
得
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
世
界
観
・
存
在
論
・
本
性
論
す
べ
て
を
位

相
の
異
な
る
二
重
構
造
で
捉
え
た
朱
子
の
思
想
体
系
に
お
い
て
は
、

朱
子
自
身
も
含
め
た
学
ぶ
者
に
、
低
い
位
相
即
ち
現
実
に
お
け
る
工

夫
を
禁
欲
的
に
間
断
な
く
続
け
る
こ
と
を
求
め
る
だ
け
で
、
高
い
位

相
即
ち
理
想
に
至
る
「
諮
然
貫
通
」
　
の
体
験
が
荘
実
に
得
ら
れ
る
可

能
性
は
極
め
て
少
な
い
。
つ
ま
り
、
朱
子
の
説
く
二
重
梼
道
は
、
学

ぶ
者
が
、
理
想
と
す
る
聖
人
に
ま
で
自
ら
を
高
め
よ
う
と
工
夫
を
重

ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、
現
実
の
自
己
は
聖
人
か
ら
は
余
り
に
掛
け
監

れ
た
引
き
裂
か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
絶
望
の
構

造
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
の
工
夫
と
悟
り
の
構
造
が
示
し
た
も
の
、

そ
れ
は
、
人
は
絶
望
の
構
造
の
な
か
で
、
常
に
自
ら
を
「
未
王
者
」

と
し
て
戒
め
つ
つ
現
実
世
界
を
生
き
抜
く
し
か
な
い
存
在
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
、
工
夫
か
ら
悟
り
へ
、
た
だ
果
て
し
な

く
続
く
階
梯
を
休
む
こ
と
な
く
上
り
続
け
る
外
に
道
の
窯
い
存
在
で

あ
っ
た
。
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(
三
)
陸
象
山
の
　
「
悟
り
」
　
の
構
造

-
永
遠
回
帰
の
円
環
-

朱
子
の
悟
り
の
構
造
が
そ
の
思
想
体
系
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
と

同
様
に
、
提
象
山
の
悟
り
で
あ
る
「
大
省
」
体
験
も
、
そ
の
思
想
体

系
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
ま
ず
、
象
山
の
世
界
観
・
存
在

論
・
本
性
論
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

象
山
は
、
周
漢
漢
の
「
無
桓
而
太
極
」
の
解
釈
を
巡
っ
て
、
朱
子

と
庶
し
く
対
立
す
る
。
朱
子
は
、
象
山
の
兄
陸
按
山
に
あ
て
た
手
紙

で
　
「
窯
垣
と
言
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
大
垣
は
一
物
に
同
じ
く
し
て
、
萬

化
の
根
た
る
に
足
ら
ず
。
太
極
と
言
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
無
極
は
空
寂

に
清
み
て
、
蕃
化
の
根
た
る
能
は
ず
」
　
(
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』

巻
3
6
　
筈
隆
子
美
)
　
と
言
う
。
無
極
と
言
わ
な
け
れ
ば
、
太
極
は

単
な
る
一
存
在
物
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
現
実
に
存
在
す
る
万
物
万
化

の
根
源
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
太
極
と
言
わ
な
け
れ
ば
、

無
極
は
現
実
性
を
失
っ
て
空
虚
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
現
実
に

存
在
す
る
万
物
万
化
の
根
源
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
朱
子
は
、

太
極
の
超
越
性
と
根
源
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
象
山
は
、
「
そ
れ
太
極
は
、
質
に
是
の
理
有
り
。

聖
人
従
り
て
之
を
登
明
す
る
の
み
。
…
…
そ
の
萬
化
の
根
本
た
る
こ

と
、
国
よ
り
白
か
ら
素
足
す
。
…
…
『
易
』
　
の
　
「
大
博
」
　
に
日
は
く

『
易
に
太
極
有
り
』
　
と
。
聖
人
『
有
り
』
　
と
言
ふ
に
、
今
乃
ち
　
『
無

し
』
と
言
ふ
は
何
ぞ
や
。
大
侍
を
作
り
し
時
、
無
極
と
言
は
ず
。
太

極
何
ぞ
嘗
て
一
物
に
同
じ
く
し
て
、
萬
化
の
根
本
た
る
に
足
ら
ざ
ら

ん
や
。
…
…
『
易
』
　
の
「
大
博
」
　
に
日
は
く
『
形
而
上
な
る
者
、
之
れ

を
道
と
謂
ふ
』
　
と
。
又
日
は
く
　
『
一
陰
一
陽
、
之
れ
を
道
と
謂
ふ
』

と
。
一
陰
一
陽
は
、
己
に
是
れ
形
而
上
な
る
者
、
況
や
太
極
を
や
」

(
『
陛
九
淵
集
』
巻
2
　
輿
朱
元
晦
)
　
と
し
て
、
朱
子
の
論
を
、
徹
底

的
に
否
定
す
る
。
そ
も
そ
も
太
極
に
は
、
こ
の
理
が
あ
る
。
聖
人
が

発
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
太
極
が
万
化
の
根
本
で
あ
る
こ
と
は
、

も
と
も
と
自
然
に
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
.
『
易
』
の
「
大
伝
」

に
は
「
易
に
太
極
有
り
」
と
言
っ
て
お
り
、
聖
人
が
「
有
る
」
と
言

っ
て
い
る
の
に
、
い
ま
意
外
に
も
「
無
い
」
と
言
う
の
は
何
故
で
す

か
。
「
大
伝
」
を
作
っ
た
と
き
、
無
極
と
は
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

太
極
が
ど
う
し
て
今
ま
で
に
一
物
と
同
じ
で
、
万
化
の
根
本
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
『
易
』
　
の
大
伝

に
は
　
「
形
而
上
の
も
の
を
道
と
言
う
」
、
ま
た
　
「
一
陰
一
陽
を
道
と

言
う
」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
一
陰
一
陽
は
形
而
上
の
も
の
で
あ
る
。

ま
し
て
太
極
が
形
而
上
の
も
の
で
あ
る
の
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
象
山
は
、
朱
子
の
考
え
を
、
『
易
』
　
な
ど
の
言
説
を

根
拠
に
し
て
徹
底
的
に
否
定
す
る
。
そ
の
否
定
の
矛
先
は
、
朱
子
が

無
極
を
説
く
こ
と
で
太
極
の
無
的
性
格
即
ち
現
象
界
か
ら
の
超
越
性

を
説
き
出
し
た
こ
と
と
、
太
極
を
形
而
上
の
遺
、
陰
陽
を
形
而
下
の

器
と
分
断
し
た
理
気
二
元
論
的
思
考
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
象
山
の

考
え
で
は
、
太
極
も
陰
陽
も
と
も
に
形
而
上
の
道
に
外
な
ら
ず
、
従

っ
て
理
気
は
一
元
に
外
な
ら
ず
、
従
っ
て
理
気
は
一
元
で
あ
り
、
こ

の
現
実
世
界
を
超
越
し
た
太
極
・
理
の
存
在
を
認
め
な
い
。
象
山
は
、

太
極
及
び
理
を
二
重
構
造
で
捉
え
ず
、
太
極
は
理
で
あ
り
道
で
あ
り

陰
陽
即
ち
気
で
も
あ
り
、
全
て
は
渾
然
た
る
一
体
と
し
て
こ
の
世
界

に
存
在
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
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朱
子
が
太
極
に
二
重
構
造
を
兄
い
だ
す
こ
と
で
構
築
し
た
世
界
観

を
否
定
し
た
象
山
は
、
太
極
で
は
な
く
宇
宙
を
説
き
出
す
こ
と
で
独

自
の
世
界
観
を
展
開
し
た
。

象
山
年
譜
の
十
三
歳
の
条
に
、
「
宇
宙
の
字
義
に
因
り
て
、
篤
く

聖
學
に
志
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
象
山
は
、
宇
宙
の
言
葉
の
意
味

を
理
解
す
る
こ
と
で
、
篤
く
聖
人
の
学
に
志
し
た
の
で
あ
る
。
年
譜

は
更
に
、
「
先
生
三
四
歳
の
時
よ
り
、
天
地
何
所
か
窮
際
な
る
を
思

う
も
得
ず
し
て
、
食
せ
ざ
る
に
至
る
。
宣
教
公
之
を
珂
す
。
遂
に
姑

く
置
き
、
而
し
て
胸
中
の
疑
終
に
在
り
。
後
十
徐
歳
、
古
書
を
読
み

宇
宙
の
二
字
に
至
り
、
解
く
者
日
は
く
、
『
四
方
上
下
を
芋
と
日
ひ
、

往
古
来
今
を
宙
と
日
ふ
』
　
に
困
り
て
、
忽
ち
大
省
し
て
日
は
く
、

『
元
来
窮
ま
り
な
し
。
人
と
天
地
萬
物
と
、
皆
無
窮
の
中
に
在
る
者

な
り
」
と
記
す
。
象
山
は
、
三
四
歳
の
頃
か
ら
、
天
地
即
ち
世
界
は

ど
こ
が
果
て
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
続
け
て
来
た
。
そ
し
て
、

十
三
歳
に
な
り
、
古
書
に
あ
る
宇
宙
の
字
の
「
四
方
上
下
と
い
う
空

間
の
広
が
り
を
字
と
言
い
、
古
か
ら
今
ま
で
の
時
間
の
広
が
り
を
宙

と
言
う
」
と
い
う
解
釈
を
読
ん
で
、
忽
ち
大
省
し
て
「
宇
宙
は
元
来

無
窮
で
あ
る
。
人
と
天
地
万
物
と
は
、
皆
無
窮
の
広
が
り
で
あ
る
宇

宙
の
中
に
存
在
す
る
者
で
あ
る
」
と
言
う
。
象
山
は
、
天
地
万
物
が

存
在
す
る
世
界
を
、
時
間
と
空
間
の
無
窮
の
広
が
り
で
あ
る
宇
宙
だ

と
大
省
即
ち
直
観
し
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
象
山
の
考
え
た
世
界
と
は
、

現
実
に
自
己
の
目
の
前
に
展
開
す
る
時
間
と
空
間
の
広
が
り
で
あ
る

こ
の
宇
宙
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

象
山
は
ま
た
、
「
宇
宙
は
際
無
し
、
天
地
開
閉
し
て
、
本
只
だ
一

家
な
り
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
1
3
　
輿
羅
春
伯
)
　
と
、
宇
宙
は
際
限

な
く
広
が
っ
て
お
り
、
天
地
が
開
関
し
て
よ
り
、
も
と
も
と
宇
宙
は

一
家
で
あ
っ
た
と
、
言
っ
て
い
る
。
無
限
に
広
が
る
宇
宙
は
、
ま
る

で
一
家
の
よ
う
に
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
全
体
を
構
成
し
て
い
た
。
こ

れ
は
、
朱
子
の
考
え
た
二
重
構
造
の
世
界
と
は
全
く
異
な
る
、
時
間

と
空
間
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
唯
一
に
し
て
無
窮
の
世
界
で
あ
っ

た
。
更
に
、
語
録
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
宇
宙
曾
て

人
を
限
隔
せ
ず
、
人
自
ら
宇
宙
を
限
隔
す
」
。
宇
宙
は
、
今
ま
で
人

を
宇
宙
か
ら
隔
絶
し
限
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
人
は

自
ら
宇
宙
を
人
か
ら
隔
絶
し
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
象
山
の
説
く
無

窮
の
宇
宙
は
、
人
と
掛
け
離
れ
、
人
を
限
定
す
る
超
越
的
存
在
で
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
人
は
、
自
分
勝
手
に
宇
宙
を
人
か
ら
掛
け
農
れ

た
も
の
と
し
て
限
定
し
、
超
越
的
存
在
に
し
て
し
ま
っ
た
、
と
象
山

は
説
く
の
で
あ
る
。
朱
子
の
よ
う
に
世
界
を
二
重
構
造
で
捉
え
る
こ

と
は
、
人
と
宇
宙
を
分
離
し
宇
宙
を
超
越
的
存
在
に
し
て
し
ま
う
こ

と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
象
山
は
、
た
だ
眼
前
に
広
が
る
無
窮
の
宇

宙
を
唯
一
の
完
全
な
る
全
体
と
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
取
ろ
う

と
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
象
山
は
理
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
見
て
ゆ
こ
う
。

「
古
の
所
謂
る
憲
章
・
法
度
・
典
別
は
、
皆
此
の
理
な
り
」
　
(
『
提
九

淵
集
』
巻
1
9
　
刑
国
王
文
公
詞
堂
記
)
。
古
の
憲
章
・
法
度
・
輿

別
は
皆
こ
の
理
で
あ
る
。
象
山
は
、
古
の
聖
人
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

憲
章
・
法
度
・
典
則
と
い
っ
た
、
社
会
的
規
石
を
理
と
捉
え
た
。
ま

た
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
程
は
理
な
り
、
此
の
理
豊
に
我
に
在
ら

ざ
ら
ん
や
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
1
2
　
輿
超
然
道
　
四
)
。
礼
が
理

で
あ
り
、
こ
の
理
が
ど
う
し
て
我
に
な
い
だ
ろ
う
か
、
い
や
我
に
あ
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る
の
で
あ
る
。
礼
で
あ
る
理
が
我
に
備
わ
っ
て
い
る
、
と
象
山
は
説

く
。
更
に
、
語
録
に
は
「
理
は
只
だ
眼
前
に
在
る
の
み
、
只
是
れ
人

に
自
ら
芭
は
る
る
の
み
。
…
…
且
つ
天
下
の
事
事
物
物
只
だ
一
理
有

る
の
み
に
し
て
、
二
理
害
し
、
須
ら
く
そ
の
至
一
の
虞
に
到
ら
ん
こ

と
を
望
む
べ
し
」
　
(
『
匡
九
淵
集
』
巻
3
5
)
　
と
記
さ
れ
て
い
る
。
理

は
目
の
前
に
存
在
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
が
、
人
が
自
ら
そ
の
存
在

に
気
付
か
な
い
よ
う
に
覆
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
天
下
の
全

て
の
事
物
に
は
た
だ
一
つ
の
理
が
有
る
だ
け
で
、
二
つ
の
理
が
有
る

の
で
は
な
い
。
そ
の
至
一
で
あ
る
究
極
の
所
に
到
達
す
る
こ
と
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
象
山
の
考
え
た
理
と
は
、
人
の
眼
前
に
在

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
が
自
分
勝
手
に
解
釈
し
て
そ
の
自
明
性
を

解
ら
な
く
さ
せ
て
い
る
唯
一
の
理
で
あ
っ
た
。

象
山
は
、
朱
子
に
宛
た
書
簡
で
は
、
「
此
の
理
は
宇
宙
の
間
に
在

り
、
固
よ
り
人
の
明
不
明
、
行
不
行
を
以
て
加
損
せ
ず
」
　
(
『
陸
九
淵

集
.
b
巻
2
)
　
と
し
て
、
こ
の
理
は
宇
宙
の
中
に
存
在
し
、
人
の
作
為

に
よ
っ
て
加
損
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
説
い
て
い
た
。
象
山
に
と

っ
て
、
理
は
宇
宙
に
存
在
す
る
唯
一
の
理
で
あ
り
、
人
が
勝
手
に
増

や
し
た
り
減
ら
し
た
り
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
朱
子
の
説
く
理
の

二
重
構
造
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
っ
た
。
象
山
は
、
自
ら
の

説
く
理
が
　
「
一
理
」
　
に
外
な
ら
な
い
と
説
く
。
「
宇
宙
に
塞
が
る
は

一
理
の
み
、
學
者
の
學
ぶ
所
以
は
、
こ
の
理
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲

す
る
の
み
。
こ
の
理
の
大
な
る
こ
と
、
昌
に
限
量
有
ら
ん
や
」
　
(
『
陸

九
淵
集
』
巻
1
2
　
輿
超
詠
遺
　
四
)
。
宇
宙
に
充
塞
し
て
い
る
の

は
一
理
で
あ
り
、
学
者
が
学
ぶ
理
由
は
、
こ
の
理
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
望
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
の
大
き
さ
は
果
て
し
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
象
山
は
、
月
ら
が
説
く
理
は
、
人
の
眼
前
に
広
が
る
宇
宙

に
人
と
共
に
あ
る
唯
一
の
大
い
な
る
「
一
理
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
し
た
。
象
山
は
常
に
、
二
重
に
分
解
し
構
造
化
し
て
捉
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
、
一
つ
で
完
全
な
る
全
体
で
あ
る
「
一
理
」
を
強
調
し

た
の
で
あ
る
。

太
極
と
理
を
そ
れ
ぞ
れ
二
重
構
造
で
捉
え
る
こ
と
で
、
世
界
観
と

存
在
論
を
二
重
構
造
で
構
築
し
た
朱
子
に
対
し
、
象
山
は
、
宇
宙
も

理
も
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
宇
宙
に
理
が
充
塞
す
る
と
説
く
こ

と
で
、
宇
宙
と
理
は
渾
然
た
る
一
体
で
あ
る
と
捉
え
た
。
象
山
に
お

い
て
、
世
界
観
と
存
在
論
は
全
く
同
一
構
造
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

次
に
、
象
山
の
本
性
論
に
関
し
て
見
て
ゆ
こ
う
。
既
に
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
朱
子
は
、
心
と
性
と
情
の
概
念
を
明
確
に
区
別
し
、

性
に
関
し
て
は
更
に
「
天
地
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
に
分
け
て
捉

え
た
。
一
方
、
象
山
は
語
録
に
お
い
て
　
「
且
つ
情
・
性
‥
心
・
才
の

如
き
は
、
都
只
是
れ
一
般
の
物
事
な
れ
ど
も
、
言
偶
た
ま
同
じ
か
ら

ざ
る
の
み
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
5
)
　
と
論
じ
て
い
た
。
象
山
は
、

情
も
性
も
心
も
才
も
言
葉
に
よ
る
表
現
は
異
な
る
が
、
そ
の
指
示
内

容
即
ち
概
念
は
同
じ
で
あ
る
と
言
う
。
象
山
に
お
い
て
、
心
と
性
と

情
と
才
と
は
そ
れ
ぞ
れ
呼
び
方
は
異
な
る
が
、
そ
の
実
体
は
渾
然
た

る
一
体
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
象
山
は
、
性
で
は
な
く
心
を
打
ち
出
す
こ
と
で
自
ら
の

本
性
論
を
展
開
さ
せ
た
。
象
山
の
説
く
心
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
。

「
吾
が
所
謂
る
心
は
、
天
の
我
に
予
へ
し
所
の
者
な
り
」
　
(
『
陸
九
淵

集
』
巻
2
0
　
贈
丁
潤
父
)
　
と
し
て
、
心
は
天
が
我
に
与
え
た
も
の

で
あ
る
と
説
く
。
こ
の
心
が
、
ま
た
「
『
仁
、
人
心
な
り
』
　
(
『
孟
子
』

31



告
子
上
)
。
心
の
人
に
在
る
、
是
れ
人
の
人
た
る
所
以
に
し
て
、
禽

獣
草
木
と
異
な
る
者
な
り
。
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
2
　
拾
遺
)
　
と

言
わ
れ
る
。
仁
が
人
の
心
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
に
備
わ
っ
て
い
る
こ

と
で
、
人
は
人
と
し
て
存
在
し
、
禽
獣
草
木
な
ど
と
は
異
な
っ
た
存

在
で
あ
る
。
象
山
に
よ
る
と
、
仁
を
本
質
と
す
る
「
天
与
」
の
心
が
、

人
の
存
在
の
根
拠
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
心
は
更
に
、

「
蓋
し
心
は
、
「
心
な
り
、
理
は
一
理
な
り
。
…
…
此
の
心
此
の
理
、

安
は
二
有
る
べ
か
ら
ず
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
1
　
輿
曾
宅
之
)
　
と
、

説
か
れ
る
。
心
は
一
つ
の
心
で
あ
り
、
理
は
一
つ
の
理
で
あ
る
。
こ

の
心
、
こ
の
理
は
、
実
は
二
つ
有
る
の
で
は
な
い
、
と
象
山
は
言
う
。

つ
ま
り
、
象
山
の
捉
え
た
心
と
理
は
、
唯
一
の
心
唯
一
の
理
で
あ
り
、

分
解
し
て
二
重
構
造
で
捉
え
る
と
い
う
よ
う
に
構
造
化
で
き
な
い
一

つ
で
完
全
な
る
全
体
で
あ
っ
て
、
更
に
、
二
つ
の
異
な
る
物
で
あ
る

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
く
。
こ
の
心
と
理
に
関
し
て
は
、

「
人
皆
是
の
心
有
り
、
心
皆
是
理
を
具
ふ
、
心
は
即
ち
理
な
り
」

(
『
陸
九
淵
集
』
巻
1
1
　
興
李
宰
　
二
)
　
と
明
言
さ
れ
る
。
人
は
皆

こ
の
心
が
あ
り
、
心
は
皆
こ
の
理
を
備
え
て
お
り
、
心
は
そ
の
ま
ま

理
で
あ
る
。
所
謂
る
「
心
即
理
」
説
で
あ
る
。
こ
の
心
は
「
仁
義
は
、

人
の
本
心
な
り
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
9
　
輿
趨
監
)
　
と
も
言
わ
れ
た

よ
う
に
、
象
山
に
お
い
て
は
本
心
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
天
か
ら
人

に
与
え
ら
れ
、
仁
を
本
質
と
し
、
理
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
そ
の
正
当

性
を
保
証
さ
れ
た
唯
一
の
心
即
ち
本
心
が
、
象
山
の
本
性
論
の
核
心

で
あ
り
、
孟
子
の
性
善
説
の
象
山
的
展
開
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
宇
宙
も
理
も
心
も
皆
、
分
割
さ
れ
構
造
化
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
、
唯
一
の
完
全
な
る
全
体
と
考
え
る
思
想
体
系
の
な
か

で
、
工
夫
と
悟
り
は
ど
の
よ
う
な
構
造
と
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

象
山
の
悟
り
で
あ
る
「
大
省
」
体
験
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
年

譜
十
三
歳
の
条
に
は
、
大
省
し
た
象
山
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
と

記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
乃
ち
筆
を
援
り
て
書
き
て
日
は
く
、
『
宇
宙
内

の
事
は
乃
ち
己
が
分
内
の
事
、
己
が
分
内
に
事
は
乃
ち
宇
宙
内
の

事
』
と
」
。
そ
こ
で
筆
を
執
っ
て
書
い
た
、
「
宇
宙
内
の
事
は
そ
の
ま

ま
自
己
の
内
面
の
事
で
あ
り
、
自
己
の
内
面
の
事
は
宇
宙
内
の
事
で

あ
る
」
と
。
眼
前
に
広
が
る
宇
宙
内
で
起
こ
る
事
即
ち
現
象
は
自
己

の
心
の
中
で
起
こ
る
現
象
で
あ
り
、
自
己
の
心
の
中
で
起
こ
る
現
象

は
、
眼
前
に
広
が
る
宇
宙
内
で
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。
象
山
は
、
宇

宙
と
自
己
の
心
を
、
事
即
ち
現
象
を
通
し
て
一
つ
と
見
た
の
で
あ
る
。

年
譜
は
、
更
に
続
け
る
。
「
宇
宙
は
便
ち
是
れ
吾
が
心
、
吾
が
心

は
即
ち
是
れ
宇
宙
。
」
。
宇
宙
は
そ
の
ま
ま
吾
が
心
で
あ
り
、
吾
が
心

は
そ
の
ま
ま
宇
雷
で
あ
る
。
現
象
を
介
し
た
宇
宙
と
心
の
相
即
関
係

の
根
源
に
象
山
の
眼
差
し
は
注
が
れ
、
自
ら
の
心
が
宇
雷
に
現
実
に

存
在
す
る
こ
と
を
実
感
す
る
実
存
体
験
で
あ
る
「
大
省
」
体
験
に
よ

り
、
宇
宙
と
吾
が
心
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
看
鼓
し
た
の
で
あ
る
。

象
山
は
、
「
吾
が
心
」
と
言
っ
て
、
朱
子
が
説
く
よ
う
な
心
で
は

な
く
、
象
山
の
捉
え
た
一
つ
で
完
全
な
る
全
体
の
心
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
象
山
は
、
こ
の
心
に
つ
い
て
、
続
け
て
次
の
よ
う

に
説
く
。
「
東
海
に
聖
人
出
づ
る
有
る
も
、
此
の
心
同
じ
き
な
り
、

此
の
理
同
じ
き
な
り
。
西
海
に
聖
人
出
づ
る
有
る
も
、
比
の
心
同
じ

き
な
り
、
此
の
理
同
じ
き
な
り
。
南
海
北
海
に
聖
人
出
づ
る
有
る
も
、

此
の
心
同
じ
き
な
り
、
此
の
理
同
じ
き
な
り
。
千
百
世
の
上
よ
り
千
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百
世
の
下
に
至
る
ま
で
、
聖
人
出
づ
る
有
る
も
、
此
の
心
此
の
理
、

亦
た
同
じ
か
ら
ざ
る
英
き
な
り
」
。
東
西
南
北
ど
こ
の
聖
人
も
皆
こ

の
心
に
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
理
に
同
じ
で
あ
る
。
千
年
も
の
過
去
か

ら
千
年
も
の
未
完
に
至
る
ま
で
、
聖
人
が
存
在
し
た
と
し
て
も
こ
の

心
こ
の
理
は
や
は
り
同
じ
で
あ
る
。
時
間
空
間
の
窯
窮
の
広
が
り
で

あ
っ
た
宇
雷
に
存
在
す
る
聖
人
の
心
と
理
は
、
や
は
り
時
間
空
間
の

隔
た
り
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
普
遍
性
と
永
遠
性
と
を
脅
え
、

蒙
が
心
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

宇
宙
と
一
つ
で
あ
る
吾
が
心
と
聖
人
の
心
と
は
全
く
同
じ
で
あ
る

と
説
い
た
象
山
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
説
く
。
「
心
は
只
是
れ
一
個

の
心
、
某
の
心
は
、
吾
が
友
の
心
、
上
に
し
て
千
百
載
聖
賢
の
心
、

下
に
し
て
千
百
我
復
一
聖
賢
l
有
る
も
、
そ
の
心
亦
た
只
此
の
如
し
。

心
の
望
甚
だ
大
に
し
て
、
若
し
能
く
我
の
心
を
書
く
せ
ば
、
便
ち
天

と
同
じ
き
な
り
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
5
　
語
録
下
)
　
心
は
た
だ
一

つ
の
心
で
あ
り
、
私
の
心
は
、
我
が
友
の
心
で
あ
り
、
千
年
も
の
過

去
の
聖
人
賢
者
の
心
で
あ
り
、
千
年
も
の
未
来
に
聖
人
賢
者
が
現
れ

て
も
、
そ
の
心
は
や
は
り
こ
の
心
と
同
じ
で
あ
る
。
心
の
体
は
非
常

に
大
き
く
、
も
し
我
が
心
を
発
揮
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
天

と
同
じ
で
あ
る
。
象
山
に
よ
れ
ば
、
唯
一
の
心
で
あ
る
我
が
心
は
、

友
・
聖
人
・
賢
者
す
べ
て
の
人
に
同
様
に
備
わ
り
、
天
と
同
じ
即
ち

宇
宙
と
一
体
で
あ
る
広
大
な
る
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
が
そ
の

心
に
拠
っ
て
自
己
を
存
立
す
る
限
り
、
聖
人
・
賢
者
・
万
民
は
す
べ

て
同
じ
価
値
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
い
か
な
る
区
別
も
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
鶏
湖
の
会
に
お
い
て
朱
子
に
突
き
付
け
た
「
千
古

不
磨
の
心
」
と
は
、
正
し
く
こ
の
宇
宙
・
聖
人
と
一
体
で
あ
る
心
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

象
山
十
三
歳
の
「
大
省
」
体
験
で
あ
る
悟
り
と
は
、
永
遠
不
変
の

我
が
心
が
、
宇
宙
と
一
体
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
実
感
す

る
実
存
体
験
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
年
譜
は
「
故
に
そ
の

学
ぶ
者
を
啓
悟
す
る
は
、
多
く
宇
宙
の
二
字
に
及
べ
り
」
と
続
け
、

象
山
は
学
ぶ
者
を
啓
発
し
悟
ら
せ
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
宇
宙
に
言

及
し
た
、
と
記
す
。
象
山
は
、
学
ぶ
者
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
宇
宙
と

一
体
で
あ
る
「
千
古
不
磨
の
心
」
が
自
己
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

実
感
し
確
信
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
宇
宙
即
我
心
」
　
の
実
存
体
験
を
容
易
に

得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
愚
不
肖
者
の
及
ば
ざ
る
は
、

則
ち
物
欲
に
蔽
は
れ
て
そ
の
本
心
を
失
ふ
な
り
。
賢
者
智
者
の
こ
れ

に
過
ぐ
る
は
、
則
ち
意
見
に
蔽
は
れ
て
そ
の
本
心
を
失
ふ
な
り
」

(
『
陸
九
淵
集
』
巻
1
　
与
超
監
)
　
と
、
愚
不
肖
者
は
、
物
欲
に
覆
わ

れ
て
本
心
を
失
い
、
賢
者
智
者
は
意
見
に
覆
わ
れ
て
本
心
を
失
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。
「
此
の
心

本
よ
り
霊
、
此
の
理
本
よ
り
明
な
り
。
そ
の
気
票
の
蒙
ふ
所
、
習
尚

の
梧
す
る
所
、
俗
論
邪
説
の
蔽
ふ
所
に
至
り
て
、
則
ち
剖
剥
磨
切
を

加
ふ
る
に
非
ざ
れ
ば
ヾ
則
ち
霊
に
し
て
且
明
な
る
者
曾
て
験
無
し
」

(
『
陸
九
淵
集
』
巻
1
0
　
輿
郡
叔
誼
)
。
こ
の
心
は
本
来
霊
で
あ
り
、

こ
の
理
は
本
来
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
気
票
に
覆
わ
れ
、
学
ん

で
き
た
こ
と
に
限
定
拘
束
さ
れ
、
俗
論
邪
説
に
覆
わ
れ
て
、
そ
れ
ら

気
票
・
習
尚
・
俗
論
邪
説
を
取
り
除
き
削
り
取
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ

ば
、
心
の
霊
も
理
の
明
も
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
物
欲
・
意
見
・

気
票
・
習
尚
・
俗
論
邪
説
を
取
り
除
き
、
心
本
来
の
霊
妙
な
る
在
り
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方
、
理
本
来
の
明
ら
か
さ
を
回
復
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
象
山
の
工
夫

が
あ
る
。

そ
こ
で
「
學
び
て
能
く
気
質
を
変
化
す
」
　
(
『
陛
九
淵
集
』
巻
3
5

語
録
下
)
　
と
、
学
ん
で
気
質
即
気
票
を
変
化
さ
せ
る
、
と
説
く
。
し

か
し
、
「
學
ぶ
者
の
病
は
、
そ
の
気
質
に
随
ひ
て
、
千
種
萬
態
、
何

ぞ
勝
げ
て
窮
む
ぺ
け
ん
や
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
5
　
与
呂
子
約
)
　
と
、

学
者
の
欠
点
は
、
気
質
に
従
っ
て
、
極
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い

ほ
ど
の
様
々
な
様
態
を
示
す
こ
と
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、

「
人
の
道
に
病
む
所
以
の
者
は
、
一
に
資
票
、
二
に
漸
習
」
　
(
『
陸
九

淵
集
』
巻
3
5
　
語
録
下
)
。
人
が
あ
る
べ
き
道
を
踏
み
誤
る
原
因

は
、
第
一
に
資
冥
即
ち
気
質
で
あ
り
、
第
二
に
ゆ
っ
く
り
と
学
ん
で

ゆ
く
こ
と
で
あ
る
、
と
も
言
わ
れ
る
。
最
も
大
き
な
弊
害
で
あ
る
千

種
万
態
の
気
質
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
、
物
欲
・
意
見
・
習
尚
・
俗
論

邪
説
を
取
り
除
く
工
夫
は
も
と
よ
り
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
ま
さ
し
く
第
二
の
弊
害
で
あ
る
漸
習
と
な
る
危
険
性
を
秘
め
て

お
り
、
宇
宙
と
一
体
で
あ
る
我
が
心
即
ち
本
心
を
回
復
す
る
た
め
の

根
源
的
工
夫
と
は
言
え
な
い
。

で
は
、
そ
の
根
源
的
工
夫
と
は
何
か
。
象
山
の
学
問
は
、
孟
子
の

説
く
「
ま
づ
そ
の
大
な
る
者
を
立
つ
」
　
の
一
句
に
尽
く
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
、
語
録
に
端
的
に
記
さ
れ
て
い
た
。

近
ご
ろ
吾
れ
を
議
す
る
者
有
り
て
云
ふ
「
『
ま
づ
そ
の
大
な
る

者
を
立
つ
』
　
(
『
孟
子
　
告
子
上
』
　
の
一
句
を
除
き
了
れ
ば
、
全

く
伎
傾
無
し
」
　
と
。
吾
れ
之
れ
を
聞
き
て
日
は
く
「
誠
に
然

り
」
と
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
4
　
語
録
上
)

「
ま
づ
そ
の
大
な
る
者
を
立
つ
」
　
の
一
句
を
取
り
除
い
た
な
ら
、
象

山
に
は
何
の
技
能
も
無
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
象
山
は
、
誠
に

そ
の
通
り
だ
と
言
っ
て
、
自
ら
の
学
問
の
本
領
が
、
「
ま
づ
そ
の
大

な
る
者
を
立
つ
」
こ
と
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
勿

論
、
こ
の
「
大
な
る
者
」
と
は
象
山
の
説
く
宇
宙
と
一
体
の
心
そ
の

も
の
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
心
を
確
立
す
る
こ
と
、
そ
れ

が
象
山
の
学
問
工
夫
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
語
録
に
は
ま
た
、
「
象

山
に
居
り
多
く
學
者
龍
告
げ
て
云
ふ
　
『
女
の
耳
自
ら
聡
、
目
自
ら
明
、

父
に
事
へ
て
自
ら
能
く
孝
、
兄
に
事
へ
て
自
ら
能
く
弟
、
本
よ
り
欠

閲
無
し
、
必
ず
し
も
他
に
求
め
ざ
れ
、
自
ら
立
に
在
る
の
み
』
　
と
」

(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
4
　
語
録
上
)
　
と
、
記
さ
れ
て
い
た
。
象
山
に

集
っ
て
学
ぶ
者
達
に
、
「
あ
な
た
の
耳
は
そ
れ
自
身
良
く
聴
き
、
目

は
そ
れ
自
身
良
く
見
、
父
に
仕
え
る
と
き
は
自
ら
孝
行
で
あ
り
。
兄

に
仕
え
る
と
き
は
自
ら
弟
で
あ
り
、
本
来
何
の
欠
け
た
所
も
誓
い
。

必
ず
し
も
外
に
何
か
を
求
め
て
は
い
け
な
い
、
自
ら
に
本
来
惰
わ
っ

た
も
の
に
よ
っ
て
立
つ
だ
け
で
あ
る
」
と
説
き
聞
か
せ
る
。
本
来
完

全
無
欠
で
あ
る
心
を
備
え
た
人
が
、
自
己
以
外
に
何
を
求
め
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
自
己
に
備
わ
っ
た
宇
宙
と
一
体
の
心
を
信

じ
、
こ
の
心
の
あ
る
が
ま
ま
に
自
己
を
産
立
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
象

山
の
説
く
自
立
で
あ
っ
た
。

象
山
に
お
い
て
、
日
学
も
重
要
な
工
夫
と
は
、
本
来
完
全
窯
欠
で
あ

る
本
心
即
ち
「
大
な
る
者
」
を
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
悟
り
と
は
、

自
ら
に
備
わ
っ
た
天
与
の
心
を
、
宇
宙
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
実

感
す
る
実
存
体
験
を
通
し
、
そ
の
心
の
あ
る
が
ま
ま
に
自
己
の
存
在

を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
朱
子
の
よ
う
に
「
窮
理
・

居
敬
」
　
の
工
夫
の
蓄
積
の
果
て
に
到
達
す
る
工
夫
で
は
な
く
、
「
大
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な
る
者
」
を
確
立
す
る
工
夫
が
そ
の
ま
ま
悟
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
工
夫
の
中
に
悟
り
が
あ
り
、
悟
り
の
中
に
工
夫
が
あ
る
、

工
夫
と
悟
り
と
が
心
に
お
い
て
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
一
体
、
こ
の
楕
造
の
中
で
、
人
は
ど
の
よ
う
に
生
き
て
ゆ
け

ば
良
い
の
か
。
象
山
は
「
吾
れ
畏
屈
に
お
い
て
末
だ
純
一
な
ら
ざ
る

も
、
然
れ
ど
も
才
に
自
ら
警
策
す
れ
ば
、
便
ち
天
地
と
相
ひ
似
た

り
」
　
(
「
踵
九
淵
集
』
巻
3
1
　
語
録
上
)
　
と
言
っ
て
い
る
。
私
は
、

実
窯
に
お
い
て
ま
だ
心
が
本
来
の
心
の
在
る
が
ま
ま
で
は
な
い
こ
と

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
ら
心
を
戒
め
引
き
締
め
さ
え
す
れ
ば
、
す
ぐ

に
天
地
と
柑
い
似
た
も
の
に
な
る
、
と
言
う
。
こ
れ
は
、
象
山
自
身
、

現
実
の
生
活
の
中
で
、
時
と
し
て
、
気
質
、
物
欲
な
ど
に
覆
わ
れ
て

自
己
の
本
心
を
見
失
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
心
に
お
い
て
自
ら
を

戒
め
る
工
夫
さ
え
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
心
は
天
地
即
ち
宇
宙
と
一
体

と
な
り
、
本
心
に
拠
っ
て
自
己
を
確
立
し
心
の
在
る
が
ま
ま
に
存
在

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
象
山
に
と
っ
て
、
悟
り
で
あ
る
「
宇
宙
即
吾
心
」
の

体
験
と
は
、
現
実
の
中
で
自
己
を
見
失
う
こ
と
の
無
い
よ
う
、
あ
る

い
は
見
失
っ
た
と
き
、
自
ら
の
心
に
お
い
て
、
常
に
「
千
古
不
磨
の

心
」
を
取
り
戻
し
、
自
己
存
在
の
根
源
・
始
源
で
あ
る
宇
宙
、
人
間

存
在
の
理
想
で
あ
り
元
型
で
あ
る
聖
人
の
心
へ
回
帰
す
る
体
験
に
外

な
ら
な
か
っ
た
。
絶
え
間
無
く
存
在
の
根
源
・
始
源
に
回
帰
す
る
こ

と
で
、
象
山
は
、
宇
宙
と
一
体
で
あ
り
聖
人
で
あ
る
自
己
を
確
信
し
、

現
実
の
世
界
を
そ
の
心
の
在
る
が
ま
ま
に
生
き
抜
い
て
行
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

象
山
の
「
千
古
不
磨
の
心
」
に
お
い
て
は
、
古
即
ち
過
去
か
ら
今

即
ち
現
在
へ
と
い
う
歴
史
的
時
間
は
そ
の
流
れ
を
止
め
、
た
だ
永
遠

の
今
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
根
源
・
始
源
に
回
帰
す
る
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
時
間
の
中
で
は
じ
め
て
可
能
で
あ
り
、
朱
子
の
よ
う
に
、

古
か
ら
今
ま
で
直
線
的
に
歴
史
的
時
間
が
流
れ
、
否
定
せ
ざ
る
を
得

な
い
現
実
の
欠
如
を
未
来
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
時
間
論
の

中
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
朱
子
は
、
象
山
の
「
宮
下
便
是
・

合
下
便
是
」
、
つ
ま
り
、
「
宮
下
・
合
下
」
即
ち
今
に
お
い
て
す
べ
て

が
「
是
」
即
ち
完
全
で
あ
る
と
す
る
現
実
肯
定
の
立
場
を
取
り
、
こ

の
今
に
理
想
は
実
現
さ
れ
て
お
り
、
時
間
と
は
永
遠
の
今
の
連
続
で

あ
る
と
す
る
時
間
論
を
否
定
し
た
　
(
『
朱
子
語
類
』
巻
1
2
4
)
。
そ

こ
で
、
象
山
は
、
鶏
湖
の
会
に
お
い
て
、
朱
子
に
「
真
偽
須
ら
く
只

だ
今
に
弁
ず
べ
し
」
と
迫
っ
た
。
こ
れ
は
正
に
、
こ
の
今
に
お
い
て

「
千
古
不
磨
の
心
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
自
己
の
根
源
・
始
源
に
回
帰

し
、
自
己
の
存
在
が
実
感
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
最
も
重
要
で

あ
る
と
す
る
自
説
を
、
朱
子
に
突
き
付
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
今

に
即
き
て
自
立
す
」
　
(
『
陸
九
淵
集
』
巻
3
5
　
語
録
下
)
　
と
も
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
こ
の
今
に
お
い
て
、
自
己
の
本
心
を
確
立
し
、
宇
宙

と
一
体
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
自
ら
の
心
に
お

い
て
、
根
源
・
始
源
で
あ
る
宇
宙
に
永
遠
に
回
帰
す
る
こ
と
は
、
元

型
で
あ
る
聖
人
の
心
に
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
永
遠
の

今
で
あ
る
現
在
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
象
山

に
お
い
て
、
人
は
そ
の
根
源
・
始
源
と
現
在
と
の
時
の
円
環
の
中
を
、

自
己
の
生
を
実
感
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

(
四
)
　
終
わ
り
に
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朱
子
と
象
山
の
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
世
界
観
・
存
在
論
・
本
性
論

に
支
え
ら
れ
た
工
夫
と
悟
り
の
構
造
を
見
て
き
た
。

世
界
・
存
在
・
本
性
を
太
極
・
理
・
性
に
よ
っ
て
説
き
、
そ
れ
ぞ

れ
を
二
重
構
造
で
捉
え
た
朱
子
に
お
い
て
、
そ
の
工
夫
も
ま
た
、
物

の
理
を
明
ら
か
に
す
る
知
的
工
夫
で
あ
る
「
窮
理
」
と
、
認
識
主
体

で
あ
る
人
の
「
天
地
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
に
分
断
さ
れ
た
性
を

「
天
地
の
性
」
に
統
一
す
る
心
の
工
夫
で
あ
る
「
居
敬
」
と
の
二
本

だ
て
で
あ
り
、
そ
の
悟
り
と
は
、
「
窮
理
」
と
「
居
敬
」
の
工
夫
の

蓄
積
に
よ
っ
て
到
達
し
た
「
裕
然
貫
通
」
の
境
地
即
ち
聖
人
に
な
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
工
夫
か
ら
悟
り
へ
と
、
そ
の
階
梯

を
怠
る
こ
と
な
く
上
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
説
く
朱
子
学
の
枠
組
の
中
で

は
、
学
ぶ
者
は
、
自
ら
を
常
に
聖
人
に
は
程
遠
い
「
未
至
者
」
で
あ

る
と
痛
感
し
な
が
ら
、
永
遠
の
高
み
に
続
く
果
て
し
な
く
厳
し
い
現

実
の
階
梯
を
、
一
歩
一
歩
上
っ
て
行
く
以
外
に
生
き
て
ゆ
く
道
は
な

い
の
で
あ
る
。

象
山
の
場
合
は
、
世
界
・
存
在
・
本
性
を
そ
れ
ぞ
れ
宇
宙
・
理
・

心
に
よ
っ
て
説
き
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
つ
で
完
全
な
る
全
体
と
捉
え
、

更
に
、
宇
宙
に
は
一
理
が
充
塞
し
て
お
り
、
心
は
そ
の
ま
ま
理
で
あ

り
、
そ
の
心
は
そ
の
ま
ま
宇
宙
と
一
体
で
あ
る
と
説
き
、
宇
宙
と
理

と
心
は
混
然
一
体
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
象
山
学
の
枠
組
の

坤
で
は
、
宇
宙
と
一
体
で
あ
り
、
理
の
ま
ま
で
あ
る
心
即
ち
本
心
を

確
立
す
る
こ
と
が
、
工
夫
で
あ
り
か
つ
悟
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、

朱
子
が
説
く
よ
う
に
、
工
夫
か
ら
悟
り
へ
向
か
う
果
て
し
な
い
一
本

の
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
聖
人
の
心
と
同
じ
で
あ
る
我
が
心
を
、

宇
宙
と
一
つ
で
あ
る
と
実
感
し
自
己
の
存
在
の
根
源
・
始
源
に
回
帰

す
る
実
存
体
験
を
、
現
実
世
界
に
お
い
て
間
断
な
く
繰
り
返
し
な
が

ら
、
工
夫
と
悟
り
の
間
を
往
還
す
る
円
環
構
造
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
構
造
の
中
で
は
、
人
は
永
遠
の
今
に
お
い
て
、
宇
宙
と
一
体
で
あ

る
自
己
の
心
の
真
実
在
を
実
感
し
な
が
ら
、
自
ら
も
ま
た
聖
人
に
外

な
ら
な
い
と
感
じ
な
が
ら
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
朱
子
と
象
山
の
説
く
工
夫
と
悟
り
の
構
造
は
全

く
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
の
場
合
、
人
は
、
理
を
窮
め
る
こ

と
で
聖
人
に
成
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
戴
夏
に
「
後
儒
理
を

以
て
人
を
殺
す
」
　
(
『
戴
東
原
文
集
』
巻
9
、
輿
某
書
)
　
と
看
破
さ
れ

た
よ
う
に
、
理
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
決
し
て
聖
人
に
成
る
こ
と
は
で

き
ず
、
た
だ
絶
望
の
淵
に
身
を
置
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

反
し
、
象
山
の
場
合
は
、
人
は
自
己
の
心
の
真
実
在
を
実
感
し
な
が

ら
、
理
と
共
に
生
き
、
こ
の
現
実
世
界
に
お
い
て
聖
人
と
し
て
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
陸
象
山
が
提
起
し
た
工
夫
と
悟
り
の

構
造
、
我
が
心
と
聖
人
の
心
と
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
人
間
観
、

「
宮
下
便
是
・
合
下
便
是
」
と
説
か
れ
た
時
間
詣
理
想
論
は
、
明
の

王
陽
明
に
至
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
本
巳
即
足
れ
功
夫
」
　
(
『
侍
召
崇
」

下
)
、
「
満
街
の
人
都
是
れ
聖
人
」
　
(
『
皆
習
琵
L
下
)
、
「
富
下
具
足
」

(
『
博
習
録
し
中
　
答
苗
文
蔚
)
)
　
と
看
琶
さ
れ
、
そ
の
心
学
の
思
索

は
更
に
深
め
ら
れ
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
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