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空
の
文
化
主
義

古

賀

英

彦

一

山

口
益
博
士
の
労
作

『
空
の
世
界
』
(昭
和
四
二
年
理
想
社
)
に
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

再
び
ル
ネ

・
グ

ル
ッ
セ
氏
に
よ
れ
ば
、
将
来
の
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
は
、
地
中
海
的
世
界
の
文
化
の
み
に
よ

っ
て
は
建
て
ら
れ
な

い
の

で
あ

っ
て
、
東
洋
の
仏
教
儒
教
と
地
中
海
的
世
界
の
文
化
が
と
り
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
よ

っ
て
地
中
海
的
世
界
の
文
化
が
反

省
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
を
述
べ
、
結
び
の
語
の
中
で
、

仏
教
は
無
我
、
す
な
わ
ち
、
人
類
同
胞

の
た
め
に
自
ら
を
棄
て
、
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
精
神
に
お

い
て
、
そ
れ
が
高
貴
な
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
称
号
に
価
す
る
。

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
と
し
て
は
、
そ
の
無
我

の
真
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に

お
い
て
将
来
の
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
建
設
に
向
か

っ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
と
し

て
、
世
界
の
文
化
に

貢
献
し
得
る
最
善

の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
東
洋

の
精
神
文
化

の
生
き
る
道
が
あ
る
。

(
一
二
九
頁
以
下
)

ま
た
次

の
よ
う
な

一
節
も
あ
る
。
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近
頃

一
瞥
し
た
ブ
ラ
イ
ヤ
ン
ト
と
い
う
西
洋

の

一
宗
教
者

の
書
は
、
仏
教
を
も

っ
て

「悲
観
的

で
現
世
か
ら
遁
れ

て
忘
却
の
境
地
に

達
し
よ
う
と
す
る
宗
教
で
あ
る
」
と
な
し
て
い
た
。

一
向
に
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
イ
ス
ト
で
あ
る
西
洋
の
人
か
ら
は
、

そ
の
よ
う
に
見
倣
さ

れ
や
す
い
。
日
本
人
の
中
の
ポ
ジ
テ
イ
ヴ

イ
ス
ト
た
ち
も
そ
う
考
え
る
。
仏
教
者
の
中
に
も
、
そ
う

い
う
よ
う

に
考
え
て
い
る
人
も

な

い
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
よ
う
に
現
世
か
ら
逃
れ

て
、
現
世

の
存
在
が
無
に
な
る
と

い
う
よ
う
な
も
の
は

仏
教

で
は
断
見
と
し
て
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
一
八
五
頁
)

は

し
が
き
に

「昭
和
二
三
年
か
ら
同
三
〇
年
ま
で
の
期
間
に
、
私
は
大
江
清

一
博
士

の
態
悪
せ
ら
れ
る
ま
ま
に
、
『
空
の
世
界
』、
『動
仏

と
静
仏
』、
『
心
清
浄

の
道
』
と

い
う
三
篇
の
講
演
の
筆
録
を
理
想
社
か
ら
刊
行
し
た
」
と
あ
る
。
私
が
見
て
い
る
の
は
三
篇
を
合
本
し
た

冊
子

で
あ
る
。
講
演

の
行
わ
れ
た
の
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
か
詳
ら
か
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
苦
い
敗
戦
の
の
ち
間
も
な
く
、
な
ん
と
か

国
を
建

て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
情
況
の
中
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
、
独
特
の
熱
情
的
な
語
り
口
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。

そ
う

い
う
情
況

の
中
で
は
、
う

っ
か
り
す
る
と
虚
無
主
義
の
仲
間
入
り
さ
せ
ら
れ
か
ね
な

い
空
の
教
理
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
よ
り
建

設
的
な
も
の
が
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う

「
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
」
や

「文
化
」
に
気
を

つ
か

っ
た
空
の
解

釈
を
、
私
は
ひ
そ
か

に

「空

の
文
化
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。
い
ま
そ
れ
を
論
題
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
賛
意
を
表
す
た
め
で
は
な

い
。
そ
の
逆
で
あ
る
。
た

だ
文

化
主
義
に
異
存
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
解
釈
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

空

の
文
化
主
義
的
解
釈
を

一
言
で
表
す
と
、
「わ
れ
わ
れ
が
い
う
空
性
と
は
本
体

の
な
い
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、存
在

の
無
で
は

な

い
。」

(梶
山
雄

一
『空

の
論
理
』

〈中
観
〉
仏
教
の
思
想
3
、
昭
和
四
四
年
、
角
川
書
店
)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
趣
意
は
異
な
る
け

れ
ど
も
、
「縁
起
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
あ
り
方
は
、
実
体
と
し
て
は
無

で
あ
り
、
し
か
し
仮
に
お
い
て
あ
る

の
で
あ
る
。
で
あ
る

か
ら

、
縁
起
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
存
在
は
虚
無
で
は
な
い
。
…
…
縁
起
説

・
空
説
は
時
あ

っ
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
学
者
な
ど
に
よ

っ
て
い

わ
れ

る
よ
う
に
巳
げ
葺
巴
§
"
口
①ひq
①
岳
≦
ω
ヨ
と
い
う

一
面
だ
け
で
捉
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
空
を
Φヨ
U
蔓
博
く
o
己
づ
Φω
ρ
口
0
9
ぎ
αq
昌
Φω
ω

と

い
う
点
だ
け
に
限
定
し
て
し
ま
う
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
で
は
縁
起
が
仮
で
あ
る
と
い
う
重
要
な

一
面
が
常

に
反
省
せ
ら
れ

て
あ



空の文化 主義40

ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。」

(『
空
の
世
界
』
九
六
頁
)
と

い
う
の
も

一
つ
の
典
型
で
あ
る
。
要
す
る
に

「空
と
は
存
在

の
無
を
意
味
す

る
の
で
は
な

い
」
と
い
う

の
が
文
化
主
義
的
解
釈
の
基
本
主
張
で
あ
る
。

両
氏
と
も
中
論
に
依
る
の
で
あ
る
が
、
右
に
引
用
し
た
文
中
の

「本
体
」
と

い
う
語
は
、
普
通

「自
性
」
と
漢
訳
さ
れ

る
梵
語
ω<
鋤
び
冨
く
9

の
訳
語
で
あ
る
。
ω<
鋤
げ
げ
倒
く
鋤
は
自
性
の
ほ
か

「実
体
」
と
漢
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

(た
と
え
ば
宝
性
論
)
。
山

口
氏
は
こ
の
訳
語
を
用

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

批
判
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
私
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
端

的
に
言

っ
て

「空
と
は
存
在

の
無
を
意
味
す
る
」
と
い
う
の
が
、
羅
針
訳
に
導
か
れ
な
が
ら
得
た
私
の
理
解
で
あ
る
。

「存
在
」
と
い
う
の
は
特
別
な
言
葉
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
い
ま
は
梵
語
び
び
似
く
鋤
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
羅
什
は

「性
」
「有
」

「法
」
「有
法
」
な
ど
と
訳
す
が
、
印
欧
語
の
げ
Φ
動
詞
の
名
詞
化
し
た
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
漢
字
に
移
し
て
も
意
を

尽
く
し
切
れ
な
い
の

は
今

も
昔
も
同
じ
で
あ
る
。

問
題
は
中
論
観
四
諦
品
第

二
十
四
の
十
八
偶
の
読
み
方
に
か
か
わ
る
。

若
汝
見
諸
法

決
定
有
性
者

即
為
見
諸
法

無
因
亦
無
縁

(16
)

即
為
破
因
果

作
作
者
作
法

亦
復
壊

一
切

万
物
之
生
滅

(17
)

衆
因
縁
生
法

我
説
即
是
無

亦
為
是
仮
名

亦
是
中
道
義

(18
)

　

未
曾
有

一
法

不
従
因
縁
生

是
故

一
切
法

無
不
是
空
者

(19
)

若
し
汝
は
諸
法
は
決
定
有
性
な
り
と
見
る
な
ら
ば
、
即
ち
諸
法
は
無
因
に
し
て
亦
た
無
縁
な
り
と
見
る
こ
と
を
為
さ
ん
。

(16
)

即
ち
因
果
と
作
と
作
者
と
作
法
と
を
破
す
る
こ
と
を
為
さ
ん
。
ま
た

一
切
万
物
の
生
滅
を
壊
せ
ん
。

(17
)

衆

の
因
縁
も
て
生
ず
る
法
を
ば
、
我
は
説
か
ん
即
ち
是
れ
無
な
り
、
と
。
亦
た
是
れ
仮
名
な
り
と
為
す
、
と
。
亦
た
是
れ
中
道

の
義

な
り
、
と
。
(18
)
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未
だ
嘗

つ
て

一
法

の
因
縁
よ
り
生
ぜ
ざ
り
し
有
ら
ず
。
是
の
故
に

一
切
法
は
是
れ
空
な
ら
ざ
る
者
は
無
し
。
(
19
)

一
連

の
文
脈
の
下
に
あ
る
四
偶
を
並
べ
て
引
用
し
た
が
、
ま
ず
当
面
の
課
題
で
あ
る

「存
在
」
の
語
に
置
き
換
え
る
べ
き
と

こ
ろ
は
置

き
換
え
て
、
意
を
取

っ
て
み
よ
う
。

若
し
君
が
、
種
々
の
存
在
は

"
有
"
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
種
々
の
存
在
は
無
因
無
縁
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
(16
)

と
り
も
な
お
さ
ず
因
果
を
揆
無
す
る
こ
と
に
な
る
。
(17
)

そ
こ
で
、
種
々
の
因
縁
に
よ

っ
て
生
じ
る
存
在
を
、
私
は

"無
"
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
仮
名
で
あ
る
と
も
言
う
。
ま
た
中
道
で
あ

る
と
も
言
う
。

(18
)

未
だ
曽

つ
て
い
か
な
る
存
在
も
、
因
縁
に
よ

っ
て
生
じ
て
い
な
い
も
の
は
有

っ
た
た
め
し
が
な
い
。
そ
れ
故
に
、

一
切
の
存
在
は
空

無
で
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
(19
)

な
ぜ

「存
在
は
有
で
あ
る
」
と
見
る
こ
と
が
揆
無
因
果
に
堕
す
る
か
は
、
先
行
す
る
議
論
に
立
ち
戻

っ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
と
り
あ
え
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
「因
縁
に
よ

っ
て
生
じ
る
存
在
、
つ
ま
り
縁
起
す
る
存
在
は
無
で
あ
る
。

ま
た
仮
名
で
あ
る
、
ま
た
中
道
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
と
に
第

一
の

「縁
起
す
る
存
在
は
無

で
あ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
偶
中

の
無
の
語
に
該
当
す
る
梵
語
は
診
昌

簿
91
で
あ
る
。
存
在

の
無
を
意
味
す
る
場
合
、
印
欧
語
は

一
般
に
有

の
否
定
形
を
用
い
る

か
ら
、
診

昌
憲

の
よ
う
な
例
は
珍
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
中
国
語
の

「無
」
の
字
に
は
、
有
の
否
定
形
で
は
な
い
と
い
う
点
か

ら
も
ぴ
た
り
と
当
て
は
ま
る
。
羅
什
が
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

で
は
文
化
主
義
的
解
釈
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
空
の
論
理
』

一
二
六
頁
。

依
存
性

(縁
起
)
を
わ
れ
わ
れ
は
空
性
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
の
空
性
は
仮
の
名
付
け
で
あ
り
、
そ
れ

は
中
道
と
同
じ
こ
と

で
あ
る
。
依
存
し
な

い
で
生
じ
た
も
の
な
ど
何
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
空
で
な

い
も
の
な
ど
何
も
な

い
。
(
二
四

・
一
八
～

一
九
)

ま
ず

「縁
起
が
空
性
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
読
み
方
が
正
し
い
と
し
て
も
中
論
で
は
珍
し
い
立
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言
の
仕
方
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
十
四
章

の
冒
頭
の
偶
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

「空
」
と
い
う
言
葉
は
存
在
と
の

か
か
わ
り
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

若
し

一
切
皆
空
に
し
て
無
生
亦
た
無
滅
な
ら
ば
、
是
く
の
如
け
れ
ば
即
ち
四
聖
諦

の
法
有
る
こ
と
無
か
ら
ん
。

(24
1
1
)　

諸
法
は
異
な
る
こ
と
有
る
が
故
に
、
皆
な
是
れ
無
性
な
り
と
知
る
も
、
無
性
の
法
も
亦
た
無
し
、

一
切
法
は
空
な
る
が
故
に
。
(13
1

3
)

　

一
切
法
は
空
な
る
が
故
に
、
世
間
常
等

の
見
は
、
何
処
に
何
れ

の
時
に
於
い
て
、
誰
か
是

の
諸
見
を
起
さ
ん
。

(27
1
29
)

さ

ら
に
十
八
偶
は
、
十
六

・
十
七
偶
に
お

い
て
提
起
さ
れ
た
問
題
に
答
え
る
形
を
と

っ
て
い
る
が
、
「縁
起
が
空
性
で
あ
る
」
と
い
う
解

釈
で
そ
う
な
る
か
ど
う
か
。

若
し
君
が
、
種
々
の
存
在

つ
ま
り
縁
起
す
る
存
在
-

何
故
な
ら
因
縁
に
よ

っ
て
生
じ
て
い
な
い
存
在
は
無
い

(19
偶
)
の
だ
か
ら

を

"有
"
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
種
々
の
存
在
は
無
因
無
縁
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
な
ろ
う

(16
)

こ
れ
は
撲
無
因
果
で
あ
る

(17
)

揆
無
因
果
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
対
照
的
に
、
縁
起
す

る
存
在
を

"
無
"
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
元
来
実
在
し
な

い
も
の
を

「縁
起
す
る
存
在
」
と
呼
ん
で
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、

か
り
そ
め

の
名
称
を
与
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
縁
起
す
る
存
在
は
仮
名
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
因
果
を
揆
無
す
る
も
の
は
断
見
か
常
見

か
に
決
ま

っ
て
い
る
。
仮
名
で
は
あ

っ
て
も
、
縁
起
す
る
存
在
は
両
辺
に
導
く
こ
と
が
な

い
か
ら
、
中
道
で
あ
る
。
以
上
が
十
八
偶
の
言

お
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

主
題
と
な
る
の
は

「縁
起
す
る
存
在
」
で
あ

っ
て
、
「縁
起
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
文
化
主
義
的
解
釈
は
文
脈
か

ら
浮

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二

「
一
切
法
空
」

つ
ま
り

「
一
切
の
存
在
は
空
無

で
あ
る
、
実
在
し
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
常
識
の
立
場

で
言
わ
れ
た

こ
と
で

は
な

い
。
榜
伽
経
に
い
わ
ゆ
る
修
行
者

(唄
O
αq
日
)
が
、
三
味
の
体
験

の
な
か
で
見
出
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実

を
竜
樹
は
理
論
的
に

証
明

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

常
識

の
世
界
に
お
い
て
は
、
種
々
の
現
象
は
因
果
関
係

の
も
と
に
と
ら
え
ら
れ
、

一
定
の
秩
序
を
保

つ
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま

り
因
果
関
係
は
生
滅
し
変
化
す
る
存
在
の
秩
序

で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
因
果
関
係
が
実
際
に
は
成
り
立
た
な
い
こ

と
が

証
明
さ
れ
れ
ば
、
現
象
世
界
は
妄
想

の
産
物
で
あ
り
、
虚
妄

(9
げ
げ
口
富
)
で
あ

っ
て
空
無
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま

り
、
現
象
世
界

の
秩
序
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
因
果
関
係
は
、
我
々
の
意
識
活
動
で
あ
る
分
別

(<
涛
巴
冨

)
が
作
り
上
げ
た
幻
想
に

過
ぎ

な
い
の
で
あ

っ
て
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
一
切
の
存
在
は
空
無

で
あ
る
」
こ
と
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
存
在
は
因
果
関
係
な
し
に
は
存
立
し
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。
竜
樹
は
ま
ず

こ
の
作
業
か
ら

始
め
る
。

第

一
章
は
周
知
の
と
お
り
観
因
縁
品
で
あ
る
が
、
破
因
縁
品
と
す
る
方
が
実
情
に
沿

っ
て
い
る
。
第
三
章
観
六
情

品
が
第
十
八
章

の
注

釈
中
に
お
い
て
破
根
品
と
さ
れ
る
の
を
見
て
も
、
竜
樹
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
那
辺
に
あ

っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。

帰
敬
偶
に
つ
づ
く
第
三
偶
が
実
質
的
な
議
論
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

諸
法
は
自
ら
生
ぜ
ず
、
亦
た
他
よ
り
も
生
ぜ
ず
、
共
よ
り
せ
ず
無
因
よ
り
せ
ず
、
是
の
故
に
知
る
、
無
生
な
る
こ
と
を
。

い
わ
ゆ
る
四
句
分
別
に
よ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
原
因
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
無
生
で
あ

る
、
生
じ
て
い
な
い

と
断
定
さ
れ
る
。
無
生
と
い
う
の
は
、
空
観
に
お
い
て
は
よ
り
根
元
的
な
認
識
で
あ
る
。
榜
伽
経
七
五
段
無
生
鉤
錬

分
の
偶
に
、

是
く
の
如
く
無
自
性
と
空
等
と
を
応
に
分
別
す
べ
し
。
空
な
る
が
故
に
空
な
り
と
説
く
に
は
非
ず
、
無
生
な
る
が
故
に
空
な
り
と
説

緬
・
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と
言
う
。

で
は
な
ぜ
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
無
生
な
の
か
。

ま

た

　

諸
法
の
自
性
の
如
き
は
、
縁
中
に
在
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
自
性
無
き
を
以
て
の
故
に
、
他
性
も
亦
復
無
し
。
(1
1
4
)

c

存

在
の
自
性
が
縁
中
に
は
無

い
か
ら
だ
と
い
う
。
縁
中
に
自
性
が
無
い
と
な
ぜ
無
生
な
の
か
。

　

諸
法
は
無
自
性
な
り
、
故
に
有
相
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
是
の
事
有
る
が
故
に
是
の
事
有
り
と
説
く
こ
と
は
然

ら
ず
。
(1
1
12
)

存

在
は
無
自
性
で
あ

っ
て
有
相

(ω
讐
鼠
)
が
無
い
か
ら
、
此
れ
が
有
る
時
に
此
れ
が
有
る
と
説
く
こ
と
は
不
合
理

で
あ
る
、
と
い
う
。

「有

是
事
故
是
事
有
」
と
い
う
の
が
、
原
始
仏
教
以
来
の
縁
起
の
道
理
を
表
わ
す
定
型
句
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
る
に
、

無
自
性
の
存
在
に
お

い
て
は
縁
起
が
成
り
立
た
な

い
と
い
う
。
成
り
立
た
な

い
か
ら
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
不
生
で
あ

る
。
不
生
で
あ
れ
ば
当

然
不
滅
で
あ
る
。
存
在
が
不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す

の
が
縁
起
の
道
理
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
帰
敬
偶
に
示
さ
れ
た
竜
樹
の
理
解

で
あ

っ
た
。

存
在
は
無
自
性
で
あ

っ
て
有
相
が
無
い
か
ら
縁
起
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
有
相

の
有
る
存
在
に
お
い
て
の

み
縁
起
は
成
り
立

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

果
の
先
な
る
こ
と
は
、
縁
中
に
於
い
て
も
有
無
倶
に
不
可
な
り
。
先
に
無
な
ら
ば
誰
が
縁
と
為
ら
ん
。
先
に
有
な
ら
ば
何
ぞ
縁
を
用

　

い
ん
。
(
1
1
8
)

果

が
有

(oD簿
)
で
あ

っ
て
も
無

(霧
9
θ)
で
あ

っ
て
も
、
縁
は
有
効
で
は
な

い
。
無
で
あ
れ
ば
何
に
対
し
て
の
縁
で
あ
る
か
。
有
な
ら

ば
い
ま
さ
ら
な
ぜ
縁
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
趣
旨

の
こ
と
が
第

二
十
章
観
因
果
品
の
21

・
22
偶
に
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

若
し
果
は
定
有
の
性
な
ら
ば
、
因
は
何

の
生
ず
る
所
を
か
為
さ
ん
。
若
し
果
は
定
無
の
性
な
ら
ば
、
因
は
何

の
生
ず
る
所
を
か
為
さ

ん
。

　

因
は
果
を
生
ぜ
ざ
れ
ば
即
ち
因
相
有
る
こ
と
無
か
ら
ん
。
若
し
因
相
有
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
誰
か
能
く
是
の
果
有
ら
ん
。
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有
相

の
有
る
存
在

つ
ま
り

"有
"
に
お

い
て
も
縁
起
は
成
り
立
た
な

い
の
で
あ
る
。
前
に
引
い
た
観
四
諦
品
の
十
六

・
十
七
偶
に
お
い

て
、

若
汝
見
諸
法

決
定
有
性
者

即
為
見
諸
法

無
因
亦
無
縁

即
為
破
因
果

作
作
者
作
法

亦
復
壊

一
切

万
物
之
生
滅

若
し
君
が
、
種

々
の
存
在
は

"
有
"
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
種
々
の
存
在
は
無
因
無
縁
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
な

っ
て
、
揆
無
因

果
に
堕
す
。

と
言
わ
れ
て
い
た
の
は
、
右
の
事
実
を
背
景
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

諸
法
無
自
性

故
無
有
有
相

(1
1
12
)

無
自
性
の
存
在
に
は
有
相
が
無

い
、
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
有
相
が
有
る
の
は
有
自
性

の
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
性
に
つ

い
て
は
第
十
五
章
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

衆
縁
中
に
性
有
る
は
、
是
の
事
は
則
ち
然
ら
ず
。
性
は
衆
縁
よ
り
出
つ
れ
ば
則
ち
名
づ
け
て
作
法
と
為
す
。

(15
1
1
)

　

性
は
若
し
是
れ
作
者
な
ら
ば
、
云
何
ん
ぞ
此
の
義
有
ら
ん
。
性
は
名
づ
け
て
無
作
と
為
し
、
異
法
を
待
た
ず
し

て
成
る
な
り
。

(15
i

2
)

自
性
は
因
縁
に
よ

っ
て
生
じ
る
も
の
で
は
な

い
し
、
他
を
持

っ
て
は
じ
め
て
成
り
立

つ
も
の
で
も
な
い
。
青
目

の
釈
に
、

若
し
諸
法
に
性
有
ら
ば
、
応
に
衆
縁
よ
り
出
づ
べ
か
ら
ず
。
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
若
し
衆
縁
よ
り
出
つ
れ
ば
則
ち
是
れ
作
法
に
し
て
、

定
性
有
る
無
し
。

と
言

い
、
ま
た
、

性
は
若
し
決
定
せ
ば
、
応
に
他
を
待
ち
て
出
づ
べ
か
ら
ず
。
長
短
彼
此

の
、
定
性
無
き
が
故
に
他
を
待
ち

て
有
る
が
如
き
に
は
非
ざ

る
な
り
。
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と

言

う

。

十

七

章

22
偶

口

　

若
し
業
に
性
有
ら
ば
、
是
れ
則
ち
名
づ
け

て
常
と
為
す
。
作
さ
ず
し
て
亦
た
業
と
名
づ
け
ん
、
常
は
則
ち
作
す

べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

二
十
三
章
2
偶

"

　

若
し
浄
不
浄
の
顛
倒
に
因
り
て
三
毒
を
生
ぜ
ば
、
三
毒
は
即
ち
性
無
し
。
故
に
煩
悩
に
は
実
無
し
。

　

自
性

(ω<
ρ
げ
プ
響
p
)
は
決
定

(げ
げ
51
δ
)
で
あ
り
、
常
住

(協
緩
く
簿
p
)
で
あ
り
、
真
実

(け讐
守
帥
)
で
あ
る
。
こ
れ
が
有
相

(ω
讐
萄
)

の
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
を
欠
く
も
の
に
は
存
在
性
が
無
い
わ
け
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
存
在

(げ
ゴ
倒
く
鋤
)
は
無
自
性
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
無
常
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

十

三
章
3
偶

口

　

諸
法
は
異
な
る
こ
と
有
る
が
故
に
、
皆
な
是
れ
無
性
な
る
こ
と
を
知
る
も
、
無
性
の
法
も
亦
た
無
し
。

一
切
法
は
空
な
る
が
故
に
。

そ
も
そ
も
存
在
は
、
「何
か
で
あ
る
」
も
の
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
何
で
も
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う

。

何

か
で
あ
る
も

の
と
し
て
存
在
す
る
と
き
、
自
性

(ω<
①
げ
げ
似く
9
)
は

「自
ら
何
か
で
あ
る
」
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
つ
ま
り

「不
待

異
法

成

(ω
<
暮

げ
91
<
o
ぼ

巳
轟
需
訂

普

冨

蜀
轟

0
9
)
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
存
在

(げ
げ
習

9
)
は
無
自
性
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
他
を

待

っ
て
は
じ
め

て

「何
か
で
あ
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
青
目
の
釈
に
言
う

「長
短
彼
此
、
無
定
性
故
、
待
他

而
有
」
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の

「他
を
待

つ
」
と
い
う
関
係
が
1

実
は
因
果
関
係
は
そ
の
際
立

つ
一
例
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
ー

実
際
に

成

り
立

つ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
も
し
こ
の
関
係
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
、

一
切
存
在
は
妄
想

の
産
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま

り
虚
妄

(鋤
び
げ
91
富
)
で
あ
り
空
無
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

観
燃
可
燃
品
第
十
に
言
う
、
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問
う
て
曰
く
、
燃
と
可
燃
と
は
相

い
待
ち
て
有
り
。
可
燃
に
因
り
て
燃
有
り
、
燃
に
因
り
て
可
燃
有
り
。

二
法
は
相

い
待
ち
て
成
る

な
り
。
答
え
て
曰
く
。

　

若
し
可
燃
に
因
り
て
燃
あ
り
、
燃
に
因
り
て
可
燃
有
ら
ば
、
先
に
定
め
て
何
法
有
り
て
、
而
し
て
燃
と
可
燃

と
有
り
や
。
(8
偶
)

若
し
法
は
待

つ
こ
と
有
り
て
成
ら
ば
、
未
だ
成
ら
ざ
る
と
き
は
云
何
ん
ぞ
待
た
ん
。
若
し
成
り
巳

っ
て
待

つ
こ
と
有
ら
ば
、
成
り
巳

　

り
て
何
ぞ
待

つ
こ
と
を
用
い
ん
。

(11
偶
)

若
し
法
は
因
待
し
て
成
ら
ば
、
是

の
法
は
先
に
は
未
だ
成
ら
ず
。
未
だ
成
ら
ざ
る
と
き
に
は
則
ち
無
し
。
無

き
と
き
に
則
ち
是
何
ん

ぞ
因
待
す
る
こ
と
有
ら
ん
。
若
し
是
の
法
は
先
に
已
に
成
ら
ば
、
先
に
成
り
て
何
ぞ
因
待
す
る
こ
と
を
用
い
ん
。
是

の
二
は
倶
に
相

い
因
待
せ
ず
。
是
の
故
に
汝
先
に
説
け
る
、
燃
と
可
燃
と
相

い
因
待
し
て
成
る
と
は
、
是
の
事
有
る
こ
と
無

し
。

問
い
、
火
と
薪
と
は
た
が
い
に
他
を
待

っ
て
存
在
が
成
り
立

つ
。

答
え
、
も
し
薪
を
待

っ
て
火
が
有
り
、
火
を
待

っ
て
薪
が
有
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
が
先
に
成
り
立

つ
の
か
。

(
9
偶
)
も
し
存
在
は
他

を
待

っ
て
成
り
立

つ
の
な
ら
ば
、
未
だ
成
り
立

っ
て
い
な

い
と
き
ど
う
し
て
他
を
待

つ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
も
し
已
に
成
り
立

っ
て

か
ら
他
を
待

つ
の
な
ら
ば
、
已
に
成
り
立

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
他
を
待

つ
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
(
11
偶
)
未
だ
成
り
立

っ

て
い
な
い
と
き
に
は
存
在
は
無
い
の
だ
か
ら
、
他
を
待

つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
巳
に
成
り
立

っ
て
い
る
と
き
に
は
他
を
待

つ
必

要
は
な
い
。
故
に
存
在
が
他
を
待

つ
と
い
う
関
係
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

ゆ

ゆ

こ

の
こ
と
は
す
で
に
第
二
章
観
去
来
品
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
議
論
は
頗
る
や
や

こ
し
い
が
、
要
す
る
に

「去
く
者
は
去
か
ず

(αq
9彗
91
昌
9
αq
鋤
oo
げ
9
巳

」
(8
偶
)
と
い
う
こ
と
で
、
「去
者
」
と

「去
」
と
の
関
係
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を

証
明
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
常
識
の
立
場
で

「運
動
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
現
象
は
、
実
は
妄
想
の
産
物
に
過
ぎ
な

い
と
い
う

の
で
あ
る
。

結

論
部
分
の
青
目
の
釈
に
言
う
。

去
法
と
去
者
と
所
去
処
と
の
是
の
法
は
皆
な
相

い
因
待
す
。
去
法
に
因
り
て
去
者
有
り
、
去
者
に
因
り
て
去

法
有
り
、
是
の
二
法
に
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因
り
て
則
ち
可
去
処
有
り
。
定
有
と
言
う
を
得
ず
、
定
無
と
言
う
を
得
ず
。
是
の
故
に
決
定
し
て
知
る
、
三
法
は
虚
妄
に
し
て
空
無

所
有
、
但
だ
仮
名
有
る
の
み
に
し
て
、
如
幻
如
化
な
り
、
と
。

去

法

(αq
帥
ヨ
き

鋤
)
と
去
者

(ひq
鋤
昌
耳
)
と
所
去
処

(αq
磐
鼠
受

①
)
と
の
三
つ
の
存
在
は
、
実
際
に
は
関
係
を
持
た
な

い
の
で
あ
る
か
ら

実
在

し
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
去
法
、
去
者
、
所
去
処
と
い
う
三
つ
の
言
葉
が
意
味
を
持

つ
の
は
、
た
が
い
に
相
い
待

つ
関
係
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
実
在
し
な

い
、
妄
想
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
の
み
意
味
を
持
ち
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
言
葉
、
す
な

わ
ち
戯
論

(b
N①
b
鋤
δ
O
①
)
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が

っ
て
他
を
待

っ
て
何
か
で
あ
る
存
在

つ
ま
り
縁
起
す
る
存
在
は
、
虚
妄
で
あ
り
、
空
無
で
あ
り
、
仮
名

で
あ
り
、
如
幻
如
化
で

あ
る
。
妄
想

の
産
物
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な

い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
妄
想

の
産
物
を
常
識
と
す
る
人
々
の
居
る
現
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

諸
仏
は
二
諦
に
依
り
て
衆
生
の
為
に
法
を
説
く
。

一
つ
に
は
世
俗
諦
を
以
て
し
、

二
つ
に
は
第

一
義
諦
を
も

っ
て
す
。

(24
1
8
)

世
俗
諦
と
は
、

一
切
法
は
性
空
な
る
も
而
も
世
間
は
顛
倒
す
る
が
故
に
虚
妄
の
法
を
生
ず
。
世
間
に
於
い
て
は
是
れ
実
な
り
。
諸

の

賢
聖
は
真
に
顛
倒

の
性
な
る
こ
と
を
知
る
が
故
に
、

一
切
法
は
皆
な
空
に
し
て
無
生
な
り
と
知
る
。
聖
人
に
於
い
て
は
是
れ
第

一
義

諦
な
れ
ば
名
付
け

て
実
と
為
す
。

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
浅
智
は
諸
法
の
若
し
く
は
有
、
若
し
く
は
無
な
る
相
を
見
る
。
是
な
れ
ば
則
ち
見
を

　

滅
す

る
安
穏
法
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
。
(5
-
8
)

　

定
有
な
ら
ば
常
に
著
し
、
定
無
な
ら
ば
断
に
著
す
。
是

の
故
に
有
智
者
は
応
に
有
無
に
著
す
べ
か
ら
ず
。

(15
1
10
)

若
し
法
に
定
め
て
有
相
有
ら
ば
則
ち
終
に
無
相
無
か
ら
ん
。
是
れ
即
ち
常
と
為
す
。
…
…
若
し
定
め
て
無
有

り
と
説
か
ば
、
是
の
無

は
必
ず
先
有
今
無
な
り
。
是
な
ら
ば
則
ち
断
滅
と
為
す
。
断
滅
は
相
続

の
因
無
し
と
名
つ
く
。
是
の
二
見
に
由
り
て
則
ち
仏
法
を
遠

離
す
。



存
在
を
有

(鋤
ω口
守
簿
)
と
す
る
の
は
常
見
で
あ
る
。
無

(轟

ω蜂
く
9
)
と
す
る
の
は
断
見
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
無
は
必
ず
有
を
前

提
と

し
て
そ
れ
を
否
定
す
る
非
有
だ
か
ら
で
あ
る
。
空
無

(
へ　
ω
二
つ
く
9
)
は
こ
の
無
と
同
じ
で
は
な
い
。
非
有
で
あ
る

に
は
違

い
な
い
が
、
有

の
断
滅
と
し
て
の
無
で
は
な
い
。
い
わ
ば

「存
在
が
自
性
と
し
て
非
有

で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　

若
し
法
は
衆
縁
よ
り
生
ず
れ
ば
、
即
ち
是
れ
寂
滅
の
性
な
り
。

(7
-
17
)

縁
起
す
る
存
在
は
自
性
と
し
て
寂
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
縁
起
す
る
の
で
あ
る
か
ら
因
果
を
揆
無
す
る

こ
と
は
な

い
。
た
だ

し
、

空
華
の
梵
行
を
修
習
し
、
水
月
の
道
場
に
宴
坐
し
、
鏡
裏
の
魔
軍
を
降
伏
し
、
夢
中

の
仏
事
を
成
就
す
。

(無
門
慧
開
語
録
上
)

と
禅
家
は
言
う
。
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三

山

口
氏
に
よ
れ
ば

空
と
は
無

二
し
空
ず
る
批
判
の
智
見

だ
と

い
う
。

(『
空
の
世
界
』
三

一
頁
)
こ
の
定
義
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
置
く
と
し
て
、

「空
ず
る
」
と
い
う
空

の
動
詞
形
が
出
て
来

る
根
拠
は
中
論
に
は
な

い
。
お
そ
ら
く
三
諦
円
融
や
相
即
相
入
と
い

っ
た
、
い
わ
ゆ
る
中
国
仏
教
に
独
特

の
思
想

の
影
響
の
下
に
工
夫
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

よ

縁
起
と
は
目
下
の
場
合
で
い
え
ば
、
能
所
主
客
の
二
が

「相
縁
り
相
待

っ
て
存
在
し
て
い
る
」
、
「相
縁

っ
て
そ
こ
に
そ
れ
が
起
こ
り

顕
れ
存
在

し
て
い
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
た

「是
れ
あ
る
が
故
に
彼
れ
あ
り
、
是
れ
生
ず
る
が
故

に
彼
れ
生
ず
」
と
い
う

語
を
も

っ
て
示
す
の
で
あ
る
。
…
…
縁
起
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ

「
二
つ
の
も
の
が
存
在
性
を
も

っ
て
定
立

し
て
い
る
」
す
な
わ
ち

「存
在
し
た
実
体
あ
る
」
実
体
論
が
す
べ
て
批
判
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
縁
起
は
実
体
の
無

・
空
を
媒
介
す

る
。
そ
こ
で
縁
起
に
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お
け
る
、
縁

っ
て
存
在
す
る
能
所
主
客
の
二
つ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

一
方
が
縁
ら
れ
る
べ
き
所
縁

の
も
の
、
他

方
が
縁
る
べ
き
能

縁
の
も

の
と
し
て
は
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
い
ず
れ
が
所
縁
で
い
ず
れ
が
能
縁

で
あ
る
と
い
う
、
自
体
と
し
て

か
げ
ろ
う

の
決
定
し
た
相
が
な
く
し
て
、
二
つ
の
も
の
が
縁

っ
て
存
在
す
る
と
せ
ら
れ
る
。
恰
も
陽
焔
の
中
の
作
者
が
、
陽
焔

の
中
の
所
作
物

を
作
る
如
く
、
い
ず
れ
が
能
縁
の
体
、
い
ず
れ
が
所
縁
の
体
と
し
て
、
そ
れ
の
自
体
が
決
定
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
定
ま
り
た
る

自
体
が
得
ら
れ
ず
、
空
無
で
あ
る
あ
り
方
で
あ
る
。
(十
七
ー
十
八
頁
)

「縁
起
は
実
体

の
無

・
空
を
媒
介
す
る
。
…
…
自
体
と
し
て
の
決
定
し
た
相
が
な
く
し
て
、
二
つ
の
も

の
が
縁

っ
て
存
在
す
る
と
せ
ら

れ
る
。」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
論
第

一
章
12
偶

(注
⑧
参
照
)
に
言
う
と
こ
ろ
、

諸
法
は
無
自
性
な
り
、
故
に
有
相
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
是
の
事
有
る
が
故
に
是
の
事
有
り
と
説
く
こ
と
は
然
ら
ず
。

自
性
の
無

い
存
在

に
は
有
相

(ω
簿
什側
)
が
な
い
か
ら
縁
起
は
成
り
立
た
な

い
。

と
真

っ
向
か
ら
対
立
す
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
見
解
が
今
は
主
流
と
な

っ
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
た
と
え
ば

『仏

教

.
イ
ン
ド
思
想
辞
典
』
(
一
九
八
七
年
春
秋
社
)
無
自
性
の
項
四
五
五
頁
に
、

『
中
論
頒
』
は
、
も
の
は
縁
起
し
て
成

っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
自
性
が
な
い
、
す
な
わ
ち
空
で
あ
る
と
い
う
否
定
的
側
面
と
同
時
に
、

そ
れ
に
表
裏
し
て
、
も
の
は
縁
起
し
て
成

っ
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
で
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
肯
定
的
側

面
を
立

て
る
。
そ
し

て
自
性
が
な
い
ま
ま
に
縁
起
し
て
成
立
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、そ
の
よ
う
な
も
の
を
幻
の
よ
う
な
も
の
(如
幻
)、ま
た
仮
有
(凛
包
諏
鋤
葺
一あ
鋤
O

と
い
う
。

と
あ

る
。
ま
さ
に
こ
の

「肯
定
的
側
面
を
立
て
る
」

こ
と
こ
そ
、
空
の
文
化
主
義
的
解
釈
の
狙
い
な
の
で
あ
る
。

山
口
氏
も
言
う
、

か
く
の
如
く
、
自
体

の
決
定
し
た
態
は
な
く
、
自
体
は
空
無
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
陽
焔
に
お
い
て
は
、

そ
の
作
者

(能
)
と

所
作
物

(所
)
と
の
相
待
関
係
以
外
に
そ
れ
ら
の
存
在
性
は
な
い
。
縁
起
に
お
け
る
そ
の
物
の
存
在

の
仕
方
を
凛
包
数
9。
b
鉱
般
若
底
と

い
う
。
胃
息
隊
巷

菖
と
は
、
具
に
は
⊆
b
似
α
91巻

も
同包
獣
昌

戯
因
施
設
と

い
っ
て
、
能
所
の
相
待
に
因

っ
て
能
所

の
存
在
性
が
顕
さ
れ
、
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施
設
せ
ら
れ
て
い
る
の
意
味
で
あ
る
。
能
所
が
相
待
に
因

っ
て
顕
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
能
所
が
実
体
と
し
て
は
無
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
存
在
の
仕
方
を
仮
設
と
も
い

っ
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
こ
の
仮
設
が
、
縁
起

の
道
理
の
如
く

に
あ
る
如
実
な
物
の

あ
り
方
で
あ
る
。

(
一
八
頁
)

仮
有

("
亙

富

b
亭
ω
讐
)
と
い
う
語
は
中
論
に
は
な

い
。
「相
待
関
係
以
外
に
そ
れ
ら
の
存
在
性
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
が
、
前
節

で
見

た
よ
う
に
、
第
十
章
の
8
偶
以
下
に
お
い
て
相
待
関
係
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
青
目
の
釈
で
は

「燃
可
燃
相
因
待
成

、
無
有
是
事
」
と
言

わ
れ

て
い
た
。
し
か
も
相
待
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
か
に
思
え
る
存
在
性
は

「虚
妄
、
空
無
所
有
、
但
有
仮
名
、
如
幻
如
化
」
で
あ

っ

た
。

か
げ
ろ
う

そ
も
そ
も

「陽
焔
」
と
い
う
も

の
は
、
夢
や
幻
と
と
も
に

「存
在
性
」
を
持
た
な

い
も
の
の
実
例
で
は
な

い
の
か
。
第
七
章
35
偶
に

幻
の
如
く
亦
た
夢

の
如
く
、
乾
閣
婆
成
の
如
く
、
所
説

の
生
住
滅
も
、
其
の
相
は
亦
た
是
く
の
如
し
。

と
言
う
。
青
目
の
釈
、

も
と

如
幻
如
化
の
所
作
は
応
に
其

の
由
る
所
を
責
む
べ
か
ら
ず
。
応
に
中
に
於

い
て
憂
喜
の
想
有
る
べ
か
ら
ず
。
但

だ
応
に
眼
に
見
る
べ

き

の
み
。
夢
中
に
見
る
所

の
如
き
は
応
に
実
を
求
む
べ
か
ら
ず
。
乾
開
婆

の
如
き
は
、
日
の
出
つ
る
時
に
現
れ

て
而
も
実
有
る
こ
と

無
く
、
但
だ
仮
り
に
名
字
を
為
す
の
み
に
し
て
、
久
し
か
ら
ず
し
て
則
ち
滅
す
。
生
住
滅
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
凡
夫
は
分
別
し
て

有
と
為
す
も
、
智
者
は
惟
求
す
る
と
き
則
ち
不
可
得
な
り
。

存
在
性
の
な
い
も
の
に
存
在
性
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
同
じ
章

の
17
偶
に

(注
⑳
参
照
)

若
し
法
は
衆
縁
よ
り
生
ず
れ
ば
、
即
ち
是
れ
寂
滅

の
性
な
り
。

縁
生
す
る
存
在
は
自
性
と
し
て
寂
滅
し
て
い
る
。

と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

「自
性
と
し
て
寂
滅
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は

「実
体
と
し
て
は
無
で
あ
る
」
と
い
う

意
味

で
は
な
い
。
縁
起
す
る
存
在

の
き
ま
り
と
し
て
、
本
性
と
し
て
寂
滅
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も

「実
体
」
は
無
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
十
三
章
23
偶

は

ゆ

若
し
煩
悩
は
性
実
に
し
て
所
属
す
る
者
有
ら
ば
、
云
何
ん
ぞ
当
た
断
ず
可
け
ん
。
誰
か
能
く
其
の
性
を
断
ぜ
ん
。

実
体

(ω<
⇔
げ
㎞P
91<
鋤
)
が
決
定

(び
ゴ
ロ
9
)
で
あ
り
、
常
住

(弥
91
弥く
讐
鋤
)
で
あ
り
、
真
実

(け9
零
9
)
で
あ
る
こ
と
は
、
前
節
に
お
い
て

見
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
縁
起
す
る
存
在
が
自
性
と
し
て
寂
滅
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
寂
滅
が
存
在

の
自
性
で
あ
り
真
実

で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
十
八
章
7
偶
に

諸
法
の
実
相
な
る
者
は
、
心
行
と
言
語
と
の
断
え
た
る
と
き
、
無
生
亦
た
無
滅
に
し
て
、
寂
滅
せ
る
こ
と
浬
桀

の
如
や

縁
起
す
る
存
在
が
自
性
と
し
て
寂
滅
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
存
在
の
空
無
こ
そ
が
、
「縁
起

の
道
理
の
如
く
に
あ
る
如
実
な
物
の
あ

り
方

で
あ
る
」
は
ず
で
あ
る
。

梶

山
氏
が

「本
体
と
は
、
思
惟
の
対
象
」
(『空

の
理
論
』
五

一
頁
)
と
言
い
、
「美

の
形
相
を
多
く
の
個
物
が
分
有
す
る
」
(
一
〇
六
頁
)

と
言
う

の
を
見
て
も
、
「本
体
」
と
い
う
概
念
が
西
洋
哲
学
か
ら
借
り
て
来
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
解
る
。
竜
樹
が
こ
の
よ
う
な
思
想

の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
無
理
が
あ
る
。
案

の
定
、
梶
山
氏
は

「本
体
と
は
、
固
定
し
た
意
味
を
も

っ

た
概
念

の
外
界
に
お
け
る
対
応
物
で
あ
る
」

(
一
〇
四
頁
)
と
矛
盾
し
た
こ
と
を
言

っ
て
、

「本
体
」
の
概
念

の
内
容
が
ゆ
れ
て
い
る
こ
と

を
示

し
て
い
る
。

は
じ
め
か
ら
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
理
な
議
論
に
終
始
し
た

の
も
無
理
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
ひ
と

つ
ひ
と

つ
あ
げ

つ
ら

っ

て
見

て
も
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
結
論

の
誤
り
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

『般
若
経
』
の
哲
人
も
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
も
、
兎

の
角
や
亀
の
毛
や
石
女

の
娘
だ
け
が
成
員
の
な

い
名
辞
だ
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、
お
よ
そ
名
辞
と
い
う
も

の
は
す
べ
て
実
在
す
る
本
体
を
も
た
な

い
と
い
う

の
で
あ
る
。
ナ
ー
ガ

ル
ジ

ュ
ナ
の
議
論
の
名
辞
は

ヴ
ァ
リ
ア
ブ
ル

変
数
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
議
論
に
お
け
る
名
辞
は
、
他
の
任
意
の
名
辞
に
よ

っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、

一
切
の

名
辞
は
本
体
を
も
た
ず
、
空
な
の
で
あ
る
。

(
一
二
四
頁
)



「わ
れ
わ
れ
が
い
う
空
性
と
は
本
体
の
な
い
存
在
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
て
、
存
在
の
無
で
は
な

い
」
(
一
二
六
頁
)
と
い
う
の
が
、
そ
の

文
化
主
義
的
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
前
に
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
、
亀
毛
兎
角

の
、
思
惟

の
対
象
と
し
て
の
本
体
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し

そ
の
本
体
を
分
有
す
る
、
外
界
に
お
け
る
対
応
物
と
し
て
の
亀
毛
兎
角
は
、
つ
ま
り
成
員
は
、
現
実
に
は
存
在

し
な
い
。
逆
に
言
え

ば
、
何
ら
か
の
本
体
を
分
有
し
な

い
存
在
は
存
在
し
得
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「空
性
と
は
本
体

の
な
い
存
在
と
い
う

こ
と
」
で

あ
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
必
然
的
に
無
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「存
在
の
無
で
は
な

い
」
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

「本
体

の
な
い
存
在
」

も
存
在
し
な
い
、

一
切

の
存
在
は
空
無
な
の
だ
か
ら

(「無
性
法
亦
無
、

〕
切
法
空
故
」
)
(13
-
3
)
注
③
参
照
。
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四

続
高
僧
伝
に
よ
る
と
、
四
祖
道
信

(五
八
〇
ー
六
五

一
)
は
薪
州
双
峯
山
に
入
る
前
、
盧
山
の
大
林
寺
で
十
年
を

過
ご
し
た
と

い
う
。

こ
の
寺
は
天
台
智
顕
の
門
人
智
錯

(五
三
三
ー
六

一
〇
)
の
建
て
た
も

の
で
、
道
信
が
来
た
の
は
智
錯
の
存
命
中
の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う

　

と
関

口
真
大
氏
は
推
定
す
る
。

榜
伽
師
資
記
道
信
章

の
智
慾

(敏
)
禅
師
が
智
頻
で
あ
ろ
う
こ
と
も
関
口
氏
の
言
う
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
無
量
寿
経
に
よ

っ
て

「心

外
更
無
別
仏
也
」
と
言
う

の
も
智
頻

の
観
経
疏
を
承
け
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
天
台
教
学

の
影
響
の
下
に
、
道
信
は
独
得

の
看
心

　

に
よ
る
見
仏
性
の
思
想

へ
と
進
ん
で
行

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
三
諦
円
融
や
相
即
相
入
の
思
想
は
微
塵
も
な
い
。
直
接
に
榜
伽
経

の
空
観
に
依
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
禅
宗
が
、
い
わ
ゆ
る
中
国

仏
教

の
偏
向
を
払
拭
し
た
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

榜

伽
経
の
空
観
は
、
達
磨

の
壁
観
が
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
道
信
の
無
生
観
は
壁
観
を
媒
介
と
す
る
。
こ
こ
に

「其

の
信
禅
師
は
再

ひ
ら

び
禅

門
を
蔽
け
り
」
(師
資
記
)
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
禅
宗
は
イ
ン
ド
仏
教
の
正
統
を
受
け
継

い
だ
の
で
あ
る
。

黄
壁
ハ希
運
の
伝
心
法
要
に
、
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ゆ
る

ふ
さ

さ

如
如
の
体
は
、
内
は
木
石
の
如
く
に
し
て
、
動
か
ず
揺
が
ず
、
外
は
虚
空

の
如
く
に
し
て
、
塞
が
ず
磯
え
ず
、
能
所
無
く
、
方
所
無

お
も
む

く
、
相
貌
無
く
、
得
失
無
し
。
趨
く
者
は
敢
え
て
此
の
法
に
入
ら
ず
、
空
に
落
ち
て
棲
泊
の
処
な
か
ら
ん
こ
と
を
恐
る
れ
ば
な
り
。

故
に
崖
を
望
ん
で
退
き
、
例
し
て
皆
な
広
く
知
見
を
求
む
。

(二
)

凡
夫
は
境
を
取
り
、
道
人
は
心
を
取
る
。
心
境
双
び
忘
ず
、
乃
ち
是
れ
真
法
な
り
。
境
を
忘
ず
る
こ
と
は
猶
お
易
く
、
心
を
忘
ず
る

こ
と
は
至

っ
て
難
し
心
人
の
敢
え
て
心
を
忘
ぜ
ざ
る
は
、
空
に
落
ち
て
携
摸
す
る
処
無
き
を
恐
れ
て
、
空
は
本

よ
り
空
無
く
、
唯

一

真
法
界
な
る
を
知
ら
ざ
る
の
み
。
(五
)

空

の
文
化
主
義
的
解
釈
を
試
み
る
の
も
、

「空
に
落
ち
る

(落
空
)」

こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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