
東
洋
文
化

の
基
本
的
性
格

柴

野

恭

堂

一

普
通

一
般

に
は
、
文
化
と
は
精
紳

に
よ

つ
て
自
然
を
支
配

し
形
成
す

る
こ
と

で
あ

る
と
稽

せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、

更

に
深
く
考

へ
て
見

る
な
ら
ば
、
唯
だ
或

る
個
人
が
自

己
の
欲
望
を
満
足
す

る
爲

に
何
物
か
を
生
産
し

形
成
す
る
と

云

ふ
丈
け
で
は
、
其
が
文
化
償
値
を
有
す

る
と
か
文
化
活
動
が

行
は
れ
る
と

か
言

ふ
こ
と
は

で
き
な

い
。
文
化
現
象

乃
至
文
化
財
な

る
も

の
は
、
や
は
り

凡
そ
人
間
生
活

一
般

の
債
値
ま
た
は
目
的
と
關
係
づ
け

て
評
債

せ

ら
る

べ
き
も

の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
故

に
文
化
現
象
及
び
文
化
生

活
の
根
祇

に
は
、
人
生
は
如
何

に
生
く

べ
き
か
、

吾
人

は
如

何
な

る
生
活
を
創
造
す

べ
き
か
、
人
間
生
存
の
意
義

は
何
ぞ
や
、
な
ど
と

云
ふ
こ
と
、
即
ち
人
生

の
正

に
あ

る

べ
き

目
標
が
示

さ
れ

、
ま
た
現
實

に
封
す

る
理
想
或
は
規
範
が
樹
立

せ
ら
れ
自
畳

せ
ら

れ
て
居
な

け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

そ
の

限
り
、
文
化
の
基
礎

に
は
寧
ろ
精
紳

そ
の
も

の
の
向
上

(
Go
賦

σq
魯
二
口
σq
)
及
び
進
歩

(
く
。
『建
ぎ
『暮
σq
)

が
見
ら
れ
、

更

に
宗
敏
が
存

す
る
こ
と
を
知
り
得

る
の
で
あ
る
。

濁
逸
西
南
學
派

に
於

て
、
丈
化
科
學
ま
た
は
歴
史
は
出
來
事

の

一
回
的
個

性
的
脛
過
を
記
述
す

る
も

の
、
帥
ち

東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(
一
)

戸
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東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(
二
)

強
。
ね
脱費℃
蜀
.。び
(
個
性

記
述
的

)な
方
法

に
依
る
も

の
と
し

て
、
自
然

科
學

が

一
般

的
法
則

を
定

立
す
る
と
こ
ろ

と
は

　

匿
別
せ
ら

れ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
朋
か

に
し
、
デ
イ

ル
タ
イ
は
個
性
的

自
畳

に
墓
く
歴
史
的
全
膿

の
現
實

を
類
型
ま

た
は
代
表

の
概
念

に
よ

つ
て
把
握
す

る
と

こ
ろ

に
精
神
現
象

の
特
性

が
認
識

せ
ら

れ
る
こ
と
を

説

い
て
、
共

に
歴
史

的
肚
會
的

に
具
禮

的
に
生

き
た
人
間

の
本
質

を
磯
見
す
る
鮎

に
於

て
大
な

る
功
績
を
残
し
た
も

の
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
肚
會
及
び
歴
史
を
作
り

つ
つ
常

に
歴
史

及
び
杜
會

の
中

に
生
成

し
、
ま
た
作
ら
れ

て
行
く

個
性

の
本
質

的
構
造

が
見
ら
れ
た
。

デ
イ

ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
個
性
と
歴
史

の
推
移
と
の
聞

に
は
、
祉

會
の
組
織
、

そ
の
中

に
於
け

る
文

化
の
膿
系
、
及
び
個

々
の
民
族
と

い
ふ
三

大
匿

分
の
存

す
る
こ
と

を
述

べ
、
更

に
民
族
が
文
化

の
中
心
と
な

つ
て
歴

　

史

的
活
動
を
澹

ふ
も
の

で
め
る
こ
と
を
論

じ
て
居

み
。

斯
く
の
如

く
、

人
類

の
交
化
活
動

の
認
識

及
び
そ
の
登
生
論
的
研
究

に
就

い
て
は
、
國
家

、
魁
會

、
藝
術
、
宗
教

學

問

の
相
互
關
係
、
相
互
影
響

を
、
個
性
纏
験
ま
た
は
個
性
登
展

の
上
に
承
認

し
な

け
れ
ば
な

ら

ぬ
の
で
あ

る
が
、

要
す
る
に
歴
史
は
生

に
忠
實

に
仕

へ
、
歴
史
的
生
命
は
民
族

及
び
國
家

の
蓮
命
を
荷
憺

し
交
化

を
創

造
す

る
も

の
と

し

て
、
個
性
的
人

格
の
自
畳

を
通
じ

で
…辮
謹
法
的

に
登
展
す

る
こ
と
が
明
瞭

で
あ

る
。

コ
ン
ト
は
近
世
歴
史
観

の
先

騙
を
爲
し
た
に
も
拘
ら
す
、
歴
吏
を
生
き
た
事
實

、
現
在

の
眞

理
と
見

倣
さ
す
し

て
、
輩
な

る
過

去
の
肚
會
的
遺
産

と
し

て
観
察
し

て
居

た
。
彼
は

「
過
去
の
炬
火
」
を
携

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言

ひ
、
人
類

は
生
け

る
も

の
よ
り
も
寧

ろ

死
せ
る
も

の
か
ら

成
り
立

つ
て
居

る
と
し

て
、
過
去
を
實
禮
的
な
も

の
と
考

へ
た

の
で
あ

る
。

し
か
レ
、
過
去
は
軍

10



に
過
ぎ

去
つ
た
も

の
で
は
な

く
、
そ

の

一
端

に
於

て
現
在

に
生

き
現
代
を
支

へ
て
居
る
も
の
で
な

く
て

は
な
ら

ぬ
。

入
間
が
歴
臭
的
現
在

の
生

を
自
畳
す
る
と

こ
ろ
に
、
過

去
及
び
未

來
は
同
時

に
働

い
て
居

る
。
肚
會
も

文
化
も
歴
史

も
す

べ
て
現
在

に
生
き
た
人
間

か
ら
理
解

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

昌
イ

チ

エ
は
歴
史
が
人
間

に
把
捉

せ
ら
れ
る
場
合
、

三
通
り

の
見
方
が
成
立
す

る
こ
と
を
示
し

て
居

る
。
卸

ち
θ

活
動

せ
る
も

の
、
向

上
し

つ
つ
あ

る
も

の
と
し

て
見
れ
ば
、
歴
史

は
未

來

に
求

め
ら

れ
る
目
的
と
し

て
描
か
れ

る
。

◎

保
存
せ
ら
れ
る
も
の
、
奪
敬

せ
ら
れ

る
も

の
と
し

て
見

れ
ば
、
歴
史

は
過

去
の
追
憶

と
し
て
偉
大
な

る
死

せ
る
記

念
物
で
あ

る
。
㊤
僑

め
る
も
の
、
克

服
せ
ら

る
べ
き
も

の
と
し

て
見
れ
ば
、
歴
史

は
現
在

に
於

て
個
性

が
自
ら

の
地

　

上
的
存
在
を
失

ふ
も

の
で
あ
る
と

い
ふ
。
し
か
し
、
言

鴇
ま

で
も
な

く
、
文

化
の
創
造
は
超
越

せ
ら

る

べ
き

現
在
ま

た
は
自

己
否
定
的
現
在

に
於

て
、
普
遍
的
債
値
實
現

の
圭
膿
と
し

て
の
全
膿

的
個
膿
、
即
ち
民
族
性

の

普
遍
と
個
性

の
特
殊
と

の
否
定
的
統

一
の
實
在

に
よ

つ
て
行
は
れ
る
の
で
あ

る
。
歴
史

の
中

に
在

つ
て
歴
史

を
超

え

る
と

こ
ろ
に

始
め

て
文
化
が
産

れ
ま
た
登
展
す

る
の
で
あ

る
。

二

西
洋
文
化
は
有
の
文

化
で
あ

り
、
東
洋
交
化
は
無

の
文
化

で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
今

日

一
般

に
承

認

せ
ら
れ
て

居

る
と
云

つ
て
差

支
な

い
。
然

し
、

同
じ
く
無

の
文
化
と

い
つ
て
も
、
印
度
的

、
支
那
的
、

日
本
的

に
そ
れ
ぞ
れ

の

無

の
意
味

に
就

い
て
は
其

趣
を
異

に
し

て
居

る
の
で
あ
る
。
學

者
の
論
す

る
と
こ
ろ
を
見

て
も
、

日
本
交
化
と
某
督

東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(三
)
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、

東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
絡

(四
)

敏
文
化
と
は
、
非
現
實
的

立
場

に
あ
る
も
の
と
し
て
超
越
的
世
界
観

に
基

く
も

の
で
あ

る
と

せ
ら
れ
、
更

に
そ
の
場

合

に
於

て
も
、
日
本
文
化

は
否
定
的
超
越

で
あ

る
と
い
ふ
鮎

で
、
墓
督
敏
文
化
が
肯
定
的
超
越

で
あ
る
の
と
は
自
ら

、

性
格
的

に
匿
別
せ
ら

れ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

る
。
而
し

て
、
支
那
文
化
は
ギ

リ

シ
ヤ
交
化
と
共

に
内
在
的
世
界

観

に

基
づ
く
と
繕

せ
ら
れ

る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
場
合
に
於
て
も
、
支

那
交
化
が
道
徳
的

で
あ
り
、

ギ

リ

シ
ヤ
丈
化
が
藝

　

術
的

で
あ
る
と

云
ふ
相
違
が
存
す
る
の
で
あ

る
。

加
之
、
東
西
爾
洋
文
化
の
交
渉
も
其
因
由
甚
だ
遠

く
、
雨

者
が
互

に
媒
介
し

て
盆

々
各
自

の
特
性
を

駿
揮
す

る
に

至
つ
た
輕

過

に
就

い
て
は
複
雑
多
岐

に
し
て
、
可
成
り
綿
密
な

る
研
究
と
專
門
的
分
科

に
よ

る
考

察
と
を
必
要

と
す

る
の
で
あ
る
。
元
來
、
印
度
文
化
は
人
種
及
び
言
語

上
よ
り
は
、
支
那
よ
り
も
遙

か

に
西
洋

と
關

係
が
深

い
の
で
あ

る
唯
だ
、
佛
教

の
東
漸

に
よ

つ
て
支
那
及
び
日
本
に
影
響
す

る
と

こ
ろ
大
な

る
も

の
あ
る
が
爲

に
、
印
度

と
支
那
及

び
日
本
と
を
以

て

一
の
文
化
圏
を
成
す
も
の
と
し
て
、
東
洋

文
化
と
稽
し
、

エ
ー
ゲ
海
希
臓

の
文
化
と
羅
馬
交
化
を

中

心
と
す

る
西
欧
文
化
と

の
封
立
を
現
出

し
て
、
各
濁
自

の
性
格
を
築

い
て
居

る
の
で
あ

る
。

學
者
の
報
告

に
依
れ
ば
、
支
那
河
南
省

に
於

て

一
九

二

一
年

に
登
見

せ
ら
れ
、
其
翌
年
は
奉

天
省

に
於
て
、
更

に

其

次
年
に
ぽ

甘
粛

省

に
於

て
毅
掘
せ
ら
れ
た
遺
物
が
新
石
器
時
代

よ
う
金
石
俘
用
時
代

の
も
の

と
想
定

せ
ら
れ
、
其

の
中

に
は
形
態
及
び
彩
色
よ
り
見

て
、
支

那
的

で
は
な
く
寧
ろ
西
洋
的
と
稻

す

べ
き
も

の
に
属

し
、

ペ

ル
シ
ヤ
及
び

バ
ゼ

ロ

ニ
ヤ
地

方
よ
り
東
欧
羅
巴

一
帯

に
籏

が
れ
る
彩
色
土
器
と
趣
を
同
じ
う
す
る
と
こ
ろ
よ

り
し
て
、
支
那
の
新

12



石
器
時
代

の
文
化

の
纏
路

に
就

て
新

し

い
問
題
を
提
供
す

る
に
至

つ
に
よ
う
で
あ

る
。
即
ち
原
支
那

人

(
℃
『
。7
6ゲ
ゴ

。
いΦ
)
は
新
石
器
時
代

(
紀
元
前
約
四
千
年
)
に

ト

ル
キ

ス
タ
ン
地
方
よ
り

支
那
西
彊
よ
り
甘
粛
を
輕

て
河
南
方
面

に

移

入
し
來

つ
て
上
述

の
如
き
土
器
を
作

つ
た
も

の
で
あ

る
と
爲
す
説

と
、
他

の

一
読

に
は
支
那
人
は

少
く
と
も
新
石

器
時
代

に
は
已
に
支
那

の
土
地

に
佳
居
し

た
が
、
其
後
西
方
よ
り
彩
陶
文
化
を
有
す

る
人
種
が

流
入

し
た

の
で
あ
る

と
爲

す

の
で
あ
る
が
、

何
つ
れ

に
し
て
も
、
人
種
的

文
化
的
移
動
は
屡

々
行
は
れ
て
周
の
末
期
頃
ま

で
も
績

い
た
と

言

は
れ
る
の
で
あ

る
。
ま

た
他

方
に
於

て
、
漢
民
族

の
揺
藍

の
地
は

バ
ビ
・ロ

ニ
ヤ
に
し

て
黄

帝
は
東

征
し
て
支
那
に

入

つ
た
と
爲
す
學

者
も
あ
り
、
或
は
西

域
干
闘
地
方
よ
り
西
移

せ
る
も
の
と
も
言
ひ
、
或
は

バ
ビ

ロ

ニ
ヤ
の
古
住
民

ス
メ
リ
ャ
人

は
漢

民
族

と
同

一
人
種

で
あ

る
と
し

て
、
西
洋

の
民
族
と
深

い
關
係
を
認
め
ん
と
す

る
論

説
も
存

す
る

の
で
あ

る
。
斯

く
世
界

の
文
化
は
悠
久

の
昔
よ
り
東

西
緊
密
な
る
關

係
交
渉
を
有
す

る
こ
と
は
否
定

す

べ
く
も

な
く

支
那
人
が

人
種
的
文
化
的

に
西
欧
と
關
係
の
深

い
こ
と
も
疑
を
容
れ
得
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ら

う
。
此

の
こ
と
は
、
西

欧

文
化

の
基
調
を
爲

せ
る
希
臓
及
び
羅
馬
の
文
化
が
東
洋
文
化

の
影
響

を
受
け
て
居

る
こ
と

が
明
か

に
せ
ら
れ

て
居

る
事
情
と
恰

か
も
符
を
合

す
る
も
の
が
あ

る
の
で
あ

る
。

希
臓

文
化
が
東

方
に
傳
播

し
て
東
洋
固
有

の
文
化
が
希
臓

化
せ
ら
れ

て
希
臓
文
化

の
世
界
的

と
な

つ
た
所
謂

ヘ
レ

ニ
ス
テ
ィ

ツ
ク
文
化

が
基
督
敏
文
化

の
母
胎
と
な
り
、
且

つ
古
典
文
化
を
近
代

に
於

て
再
興
せ
し

む

る
媒
介
と
な

つ

た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
居

る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
之
れ
と
同
様

に
特
筆

せ
ら

る
べ
き

こ
と
は
、

ア

レ
キ
ず

ン
ダ

東
洋
丈
化
の
基
本
鮪
性
格

(
五
)
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東
洋
交
化
の
基
本
的
性
格

(
六
)

1
大

王
の
東
征

に
よ

つ
て
東
西
文
化

の
融
合
が
行
は
れ
た
事
件

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

つ
て
最
も

大
な

る
影
響

を
蒙

つ

た
も
の
は
佛
敏

藝
術

の
勃
興

で
あ

つ
だ
。
大
王

の
印
度
侵
入
に
よ

つ
て
希
強
藝
術

の
傳
統

が
移

植

せ
ら
れ
、
大

王
の

滅
後
約

百
年

の
頃
よ
り
は
印
度

に
佛
像
彫
刻
及
び
糟

書

の
上
に
希
臓
印
度

式

の
美
術
す
な
は
ち
腱
陀
羅
藝
術

が
螢
達

し
て
、
佛
敷
美
術

の
大
系
が
成
立

レ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果

は
日
本

に
ま

で
も
及
ん

で
影
響
を
残
し

て
居

る
の

f
あ

る
。
即
ち

法
隆
寺

の
飛
鳥

模
様

と
稽

せ
ら
れ
る
忽
冬
文
檬

に
は
、
專
門
家
の
眼
光

に
よ
れ

ば
其
跡
歴
然

た
る
も

の
が
見
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

三

周
の
末
期
す
な

は
ち
春
秋

の
時
代

に
當
り
、
支
那
は
内
政

及
び
外
患

に
苦

し
み
、
君
圭
は
政
治

上
の
實
勢
力
を

失

ひ
、
人
倫
は
全

く
地
に
墜
ち
た

る
結
果
、
憂
國

の
人
士
は
圭
義
圭

張
を

立
て
て
民

心
の
蹄
趨
を

示
し
思
想
の
統

一
を

圖
ら

ん
と
し
、

於
是
學
問
研
究

の
機
運
頓

に
盛
と
な
り
、
諸
子
百
家
と
稻

す

る
も

の
が
現
は
れ

た
の
で
あ

る
が
、
そ

れ
等
に
も
増
し
て
偉

大
な

る
光
明
と
な
り
、
後
世

に
到

る
ま

で
永

く
威
化
を
與

へ
て
支
那
固
有

の
民
族
性

を
築

い
た

根
幹

は
、
言

ふ
ま

で
も
な
く
孔
子

(
H(
降
P
q
}つ仁
]りしn⊆。
しご
●∩⑤
α
bり
ー
吟
刈
㊤

σ

)
及
び
老
子

(
ぴ
ぎ
-切
9

bご
6
①
o
艀
餅

つ
)
で
あ

る
。
孔
子
は
先
王

の
道
を
五
纒

に
集

大
成
し
て
支

那
文
教

の
基
礎
を
確
立
し
、
恰
か
も
墓
督

敷

の
思

想
が
西
欧

に
於

て
占

め
る
と
同
様

の
地
位
を
保

つ
て
居

る
と
見
ら

れ
る
の
で
あ

る
。
而
し

て
老
子

の
思
想
は
西
欧

の
ギ

リ
シ
ヤ
思
想

の
地
位
と
同
様

の
關
係
を
以

て
、
支
那
文
化

の
重

要
な

る
墓
調
を

爲
し
て
居

る
の
で
あ

る
。
孔

子
教

は
道
徳
的

に
し
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∂

て
ま
た
常
識

的

で
あ

る
に
封

し
て
、
老

子
は
自
然
主
義
的
哲
學

思
想
を
設
く
も
の
と

せ
ら
れ
、
後
者

が

「
大
道
磨
有

昌仁

義
帽、
慧
智
出
有
昌大
傭
一、
六
親
不
レ和
有
昌孝

慈
一、
國
家
昏
齪
有
3忠
臣
」

(
道
徳
輕
十
八
章
)

と
言

つ
て
、
謂
ゆ
る

、

自
然

の
大
道

の
行

は
れ

る
腱

に
は
殊
更

に
仁
義
忠
孝
を
設
く
必
要

は
な

い
と
爲
す
が
如
き
、

}
見
以

て
す
れ
ば
儒

教

の
五
倫
五
常

の
鍛
を
誹
諺

し
、
前

者
の
仁

の
藪

と
相
矛
盾
す

る
も
の
あ

る
か

の
如
く
観
.ぜ
ら
れ
る
の

で
あ

つ
て
、
西

欧

に
於
け
る
希
臓

思
想
と
基
督

教
と
の
封
立

に
比

せ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
ろ
が
、
根

本
に
還

つ
て
論
ヰ

る
時
は
支
那
思

想

は
す

べ
て
道
徳

の
根
篠

と
し

て
自
然

の
理
法
を
重
ん
じ
た
と
い
ふ
瓢

に
於

て
必
す
し
も
相
剋

す
る

も
の
で
は
な
い

よ
う
で
あ

る
。

孔
老
の
後

百
年
蝕
を
纒

た
頃

の
孟
子
と
荘

子
と

の
封

立
に
就

い
て
も
同
じ
こ
と
が
言

ひ
得
る
と
思

ふ

こ
こ
で
は
極

め
て
概
括
的

に
述

ぶ
る
の
外

は
な

い
が
、

「
子
日
、
墾
乎

吾
道

一
以
貫
γ之
h
曾
子

日
唯
、
子
出
、
門

人
間
日
何
謂
也
、
曾
子
日
、
夫
子
之
道
忠
恕
而
巳
奥
」

(
論
語
里
仁
篇

)

と
孔
子
が
曾
墾

に
聖
人

の
道
を
示
し

て
、

そ
の
普
遍
的

に
し

て
然

か
も
唯
だ
渾

然
た

る

一
理
が
萬
物

に
通
貫
し
、
何
物

と
雛
も
之
れ
を
具
足

せ
ざ

る
も

の
な
き

所
以
を
明
か

に
せ
ら

れ
、
曾
墾

は
之
れ

に
つ
い
て
忠
恕
の

二
字
を
以
て
至
誠
息
む

こ
と
な
き
仁

の
本
質

を
説
き
示
し

た

の
で
あ

る
が
、

至
誠
を
鑑
す
と

こ
ろ

に
天
下
古
今
を
通

じ
て
あ

や
ま
ら
ざ

る
大
道
が
存

す
を
の
で
あ

る
。

そ
の
天

道

昭
々
た

る
溝
息
は
、
天
地

の
造
化
と
土
ハに
萬
物

各
々
そ

の
腱
を
得

れ
ば
、
語
獣
動
静
の
問

に
於

て
何
等
隠
す

こ
と

な
く
、
ま
た
遠
く

に
之

れ
を
探
し
求

め
る
の
要
も
な

い
。
「
子
日
、
二
三
子
以
レ我
爲
レ隠

乎
、
吾
無
レ隙

昌乎
爾
」
(
述
而

篇

)
ま
た
は

「
子
日
、
仁
遠
乎
哉
、
我
欲
レ仁
、
斯
仁

至
奥
」
(
述
而
篇

)
な
ど
と
示

さ
れ

て
居

る
。

東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

,

(七
》
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東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(
八
)

更
に
、
道
は
書
夜

の
交
牌
、
寒
暑
の
運
行
の
上
に
瞬
時
も

止
ま
る
こ
と
な

く
顯
露

し
て
居

る
が
故
に
、
か
か

る
自

然

の
理
法
と

一
致
し

て
天
命
を
全
う
す

べ
き
こ
と
を

示
し
て

「
子
在
二川

上
一日
、
逝

者
如
斯
夫

不
レ含
単書

夜

」

(
子
窄

篇

)
と
言
ひ
、
ま
た
先
進
篇

に
於

て

「
洛
昌乎
游
一風
二乎
舞
雰
一詠
而
蹄
」
と

い
ふ
曾
参

の
洒
落

の
心
境
を
賞
揚

せ
ら
れ

て
居

る
が
如
き
は
、
老
子
の

「
澄
常
無
名
」

ま

た
は

「
道
可
レ避

非
昌常
道
一、
名
可
レ名
非

常

名

」
と
い
ふ
が
如
き

形
而

上
的
氣
韻

に
比
し

て
遙

か
に
常
識
的
世
間
的

で
あ
り
、
仁
が
矢
張
り
愛

の
徳

の
廣
大
無
邊
な

る
も

の
と
解

せ
ら
れ
る

傾
向
に
あ

る
こ
と
は
疑

ふ
べ
く
も
な

い
。
故

に

「
子

不
レ語
訟怪
力
齪
紳
」

と

い
ひ

「
子

日
未

レ能

レ事
レ入
、
焉

能
事
レ鬼
」

或
は

「
未
レ知
レ生

、
焉
知
レ死
」
(
先
進
篇

)な

ど
と
言
ひ
、
孔
子
は
な

る

べ
く
天
道
、
鬼
紳
、
上
帝

と

い
ふ
が
如
き
語
を

避
け

て
道
と

い
ふ
丈
字
を
圭
と
し

て
使
用
し
た
と
言

は
れ
、
老
子

に
見

る
次

の
よ
う
な

宇
宙

の
本
源
と
し

て
の
道
、

ま
た

は
無
爲
自
然

の
實
燈
と
し

て
の
道
と
は
鹸

程
そ

の
趣
を
異

に
し

て
居

る
と
思
は
れ

る
。

「
道

生
二

、

一
生
レ
ニ
、

二
生
レ三
、
三
生
昌萬
物
」

(
道
徳
経
四
十

二
章
)

「
観
レ之

不
見
名
日
レ夷
、
聴
レ之
不
聞
名
日
レ希
、
簿

不
得
名
日
レ微
、

此
三
考

不
レ可
γ致
レ詰
」
(
十

四
章
)

「
有
レ物
混
成
、
先
昌天
地
一生
、
寂
夢
蓼
夢

、

猫
立
不
レ改
、

周
行
而
不
レ殆
、

可
ヨ以
爲
昌天
下
母

一、
吾
不
レ知
昌其
名

甲、

字
レ之
日
レ道
、
強
爲
昌之
名
'、
日
レ大
、
(
中
略
)
人
法
レ地
、
地
法
レ天
、
天
法

レ道
、
道

法
】…自
然

し

(
二
十
五
章
)

ア
ダ

ム

ス
.
ベ
ッ
ク
は
東
洋
哲
學
物
語

に
於

て
、
老
子
の
道
を

理
性

(園
op。。8
)
ま
た
は
言
葉

(
目
o

σq
o
切)
と

し
て
、

ヨ

ハ
ネ
傳

の

ロ
ゴ

ス
と
同

一
親
し
、

日
ず
o
≦
ゴ
ざ

霞

日
げ
①
ぴ
餌
≦

な
ど
と
鐸

し
て
居
り
、
孔
子

の
仁

は
完
全
な

る
徳

O
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の

〉
詳

で
あ

り
、
泉

の
如

く
涌
き
出
つ

る
創
造
技
術

の
喜

び
で
あ

る
と
解
し

て
居

る
が
、

原
理
的

に
は

共
に
ノ

モ

ス
的

の
理
法
を
静
観
し
、

そ
こ
に
創
造

の
自
由
性
よ
り
も
寧
ろ

永
遠
不
死
を
直
観
す

る
と
い

ふ
、
理

法

に
忠
實
な

る

　

原
始
状
態

に
還
ら
ん

と
す

る
と

こ
ろ
は
爾
者
柑
通
す

ろ
も

の
が
存
す
る

の
で
あ

ろ
。

道
敏

の
思
想
は
老
子
よ
り
列
子

(
困W
O
心
刈
O
l
簡W刈()～
)

荘

子

(
切
b

。。
"
○
ー
旨
9
)

に
到

る
に
及
ん

で
次
第

に
神
秘

的
傾
向
を
帯
び
來
る
と
共

に
、
無

何
有

の
郷

に
遊

ぶ
醜
仙
的
生
活

に
向

つ
て
形
而
上
的
性
質
を
深
め

、
魏

晋

の
頃

に

は
清
談

の
流
行
と
な

り
、
漢
末
齪
離

の
世
相

と
相
侯

つ
て
厭
世
的
悲
調
を
増
し
、
唐

宋
と
降

る
に
及

ん
で
は
所
薦
禁

厭
を
圭
と
爲

し
、
明

の
頃
よ
り
不
老
長
生

の
術

と
結

合
し
て
占
星
術
を
螢

む

こ
と
と
な

つ
た
。
ま

た
漢
代
よ

り
漸
く

勃
興

し
た
る
儒
敏

の
陰

陽
五
行

の
読
と
共
に
迷

信
的
要
素
を
助
長

し
て
、
低
級
な

る
多
難
敏

の
姿

に
瞳
落
し

て
し
ま

つ
た
の
で
あ

る
。
老
子

に
於
け

る
悦
洋
自
恣
無
爲
悟
澹

の
思
想
に
し

て
も
、
荘

子

の
眞
宰
、
喪
綱
、
,無
假

そ
の
他
、

坐
忘
、

心
齋
、
見
猫
、
朝

徹
な
ど
種

々
秀
で
た

る
思
想

に
し
て
も
、
要
す

る
に

「
人
間
は
薪
く
あ

る

べ
し
」

と
い
ふ

要
求
を

掲
げ

た
る
に
過
ぎ
す
し

て
、
具
膿
的

現
實

の
自

己
は
人
倫

の
根

底
に
於

て
行
爲
的

に
之
れ
を

超
越
し
て
、
否

定
的

に

一
致
す
る
と

い
ふ
眞

の
宗
敏
性

に
ま
で
徹
底
し
な

か
つ
た
が
爲

に
、
途

に
道
教

の
如
き
迷
信

的
教
説
と
な
り

儒
教

の
如
き
も
途

に
は
禮
儀
三
百
威
儀

三
千

の
形
式
圭
張
と
な
り
了

つ
て
生
き
た
内
容
を

忘
却
す

る

に
至

つ
た
も

の

と
思
は
れ

る
。
是
れ
即
ち
西
洋

の
學
問
が
學

の
爲

の
學

と
し
て
、
置
ハ理
を
探
究
す

る
性
格
を
以

て
科

學
的
精
紳
を
特

徴

と
す
る
に
反
し

て
、
東
洋
思
想

一
般

が
學

的
方
法

の
嚴
密
を
映
き
、
人
生

日
常
生
活

の
爲
の
學
を

重

ん
じ
却

つ
て

東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(九
)
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東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(
一
〇
)

教
訓
的
實
際
的
要
求
に
癩
ず
る
も
の
と
な

つ
て
居
る
如
曳
、
日
常
性
の
現
實
圭
義
と
荒
誕
無
稽
的
神
仙
圭
義
の
弊
害

の
爲
に
更

に

一
段
の
毅
展
を
阻
止
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

之
れ
等
儒
教
及
老
荘
の
思
想
に
比
す
れ
ば
、
佛
敏
は
絵
程
圭
知
圭
義
的
な
性
質
を
も
含
み
、
殊
に
印
度
の
無
の
思

想
は
謂
ゆ
る
眞
智
解
脱
圭
義
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
を
以
て
知
を
超
越
す
る
と
い
ふ
黙
に
於
て
ギ
リ
シ
ヤ
的

な
類
似
を
も
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
元
來
、
印
度
人
は
偉
大
な
る
想
像
力
と
熱
烈
な
る
宗
教
心
と
を
有
し
、
支
那

人
の
現
實
的
功
利
的
な
性
質
と
は
甚
だ
し
い
懸
隔
が
存
す
る
。
故
に
原
始
佛
教
が
無
紳
論
の
宗
教
で
あ

る
に
拘
ら
す

後
世

に
は
大
乗
敏
の
各
種
の
佛
身
論

の
螢
達
を
見
、
ま
た
浮
土
敏
の
如
き
他
力
救
濟
思
想
を
も
産
み
出
し
た
の
で
あ

る
が
、
孔
子
敏
は
民
族
信
仰
ま
た
は
道
徳
的
宗
教
の
域
を
超
え
す
、
し
か
も
孔
子
が
古
代
の
自
然
宗
敏
殊
に
そ
の
天

然
崇
拝
並
び
に
粗
窯
崇
拝
を
改
革
し
た
と
稽
せ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
す
、
依
然
と
し
て
多
癒
敏
や
英
雄
崇
拝
な
ど
の
段

階
を
脱
し
切
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
全
く
民
族
性
の
相
違
が
思
想
及
び
文
化
に
封
す
る
關
係
大
な
る
も
の
あ
る
に
驚

嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
佛
敏
は
支
那
に
入
つ
て
學
問
佛
教
の
形
と
し
て
登
達
し
た
観
を
呈
し
て
居
る
の
で

あ
つ
て
、
特
に
天
台
華
嚴
等
の
教
學
は
儒
敏
道
教
と
相
伍
し
て
寧
ろ
能
く
後
者
の
映
陥
を
補
ひ
、
其
他

の
諸
宗
涙
も

支
那
文
化
の
薮
展

に
封
し
で
勘
か
ら
す
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
暉
宗
は
特
に
實
践
的
宗
教
と
し

て
其
行
爲
的
現
實
に
於
て
解
脱
圭
義
を
標
榜
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
最
も
よ
く
支
那
の
現
實
圭
義
の
方
面
よ
り
之
れ

を
宗
教
的
に
訓
練
し
、
荒
唐
無
稽
に
陥
ら
ん
と
す
る
超
越
圭
義
に
封
し
て
、
健
實
な
る
内
在
的
超
越
の
方
面

へ
指
導
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し
、
以

て
支
那
文
化

の
特
性

を
し
て

一
層
宗
敏
的
な
ら
し
む

る
上
に
偉
大
な

る
成
果
を
齎
ら
し

忙
も

の
で
あ

る
と
思

ふ
。
實

に
支
那
佛
敏
十

三
宗

の
歴
更

は
東
洋

文
化
史
上

に
誠

に
意
義

あ
る
役
割
を
憺
び

た
る
も

の
と

し
て
千
載

の
肚

観
と
も
稻
す

べ
き
で
あ

る
が
、
結
局
其
は
塞
思
想
を
根

本
と
し

て
、
し
か
も
行
爲
的
否
定
を
通
じ

て
如
實
翼
實
相

の

膿
瞼
と
表
現

に
よ

つ
て
固
有

の
無

の
文
化

を
築
き

あ
げ
た

の
で
あ

る
。
勿
論
、
毘
曇

、
成
實
、
律
、

密
敏

の
如
き
は

支
那

に
於

て
特
別

の
薮
達
を
爲
さ
ず

、
法
相
、
囁

論
,
浬
繋

,
地
論
、
漂
土
敷

の
如
き
も
、
非
常
な

る
磯
展

を
支
那

に
於

て
途
げ

た
と
は
言
ひ
難

い
の
で
あ

る
が
、
天
台
、
華
嚴
、
灘

の
み
は
其
精
華
を
磯
揮
し

た
も

の
と
言

ふ
べ
く
、

ま
た
儒
敏
道

教

に
勢
し

て
も
影
響
を
與

へ
た
こ
と
著

し
い
も

の
が
存
す

る
の
で
あ

る
。

佛
教
渡
來
後
間
も
な

く
道
敏
と
佛
教
と
佛
教
と
は
衝
突

し
、
北
齊
文
帝

の
時
及
び
北
周
の
武
帝

の
時
そ

の
後
と
錐

も
互

に
敵
覗

の
傾
向
に
在

り
な

が
ら

も
、

一
方
に
は
調

和
思
想
も
現

は
れ
、
儒
敏

に
在

つ
て
も
傅
変

及
び
韓

愈
な
ど

濁
力
を
以

て
排
佛
を
試

み
た
る
者
あ

る
も
、
夫
勢

上
よ
り
言

へ
ば
、
早
く
よ
り
調
和
的

傾
向
を
有
し

、
牟
子

の
理
惑

論

以
來
儒
佛
道

三
敏

の
融

和
に
努

力
し
た
る
學

者
は
放
基

に
蓬
な
き
状
況
と

い

ふ
べ
き

で
あ

る
。
特

に
唐
宋

の
頃

よ

り
儒
灘

一
味

の
光
彩
陸
離

と
し
て
輝

き
、
宋
代
哲
學

の
性
理
説
の
如
き
も
、
王
陸

の
心
即
理
説
も
禧

的
氣
韻

に
よ

つ

て
現

は
れ

た
る
も

の
で
あ
り
、
東
洋
文
化
思
想

の
骨
髄
を
爲

し
た
る
も

の
と
言

ふ
も
恐
ら
く
過
言

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
當
時

の
碩
學

は
殆
ん
ど
輝

に
屡
ぜ
ざ

る
者
と
て
は
な

く
就
中
陸
象
山

(
一
一
三
九
i

一

一
九
二
)
王
陽
明

(
一

四
七

二
ー

一
五
二
八
)

の
思
想
は
全
く
藤

的
精
紳

の
磯
露

に
外
な
ら
な

い
。
由
來
、
孔
孟
の
流
を
汲

め

る
正
系
と
し

宙
ハ洋
…す
{化

の
県
本

的
川牲
…稀

(
鳳
一
)
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東
洋
出又
化
の
墓
.本
江的
性
烙
脚

へ
【
二
)

て
程
子
朱
子

一
涙

の
學
が
爆
げ
ら

れ
、
宗

敏
的
解

脱
的
傾
向

の
濃
厚
な

る
も

の
に
し

て
老
荘
學

の
影
響
あ

る
も

の
と

考

へ
ら
れ

る
周
鎌
渓

の
哲
學

及
び
王
陸

の

一
派

は
之
れ
と
背
馳
す

る
か

の
如
く
観
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
却

つ
て
孔

孟
の
精
紳

は
陽
明
學

に
於

て
膿
得

せ
ら
れ
、
朱
子
學
が
訓
詰

記
章

に
陥
り
た
る
弊
を
救

ふ
て
、

心
意

の
上

に
匡
正
克

治

の
功
を
致

し
、

格
物
致

知
を
實
践
修
養

の
圭
眼
と
爲
し
た

る
鮎

は
、
日
本
陽
明
學

の
駿
展
と

日
本
近
世
思
想

の
愛

國
精
酬

の
基
礎

を
も
培
ひ
た

る
も

の
と
し

て
注
目
す

べ
き
も

の
が
あ

る
の
で
あ

る
。
今

こ
れ
ら
,の
事
情

に
就

い
て
縛

べ
て
割

愛
す

る
の
絵
儀
な

き
を
遺
憾

に
思

ふ
の
で
あ

る
が
、
陽
明
が

「
我
良
知

二
字
、
實

千
古
聖

々
相
傳

一
鮎
滴
骨

血
也
」

或
は

「
某

於
昌此
良
知
之
説
一、
從

首

死
千
難

中
"得
來
」

と
言

へ
る
如
く
、
龍

場
既
調

の
地

に
在

つ
て
虚
難
明

畳
の
心
を
悟

り
、

本
然

の
良
知
を
行
爲
的
自
畳

に
於

て
提

唱
し
た
る
と
こ
ろ
は
、
實

に
東
洋

の
墓
本
的
性
格
と
し

て

の
無

の
本
質

に
達

し
た
る
も
の
と
言

ふ
べ
く
、
從
前

は
外

か
ち
與

へ
ら

れ
、
ま

た
は

天
の
意

志
乃

至
命
令
と
見
ら

れ

た
自
然

の
理
法
が
、
最
早
自

己
の
内
奥

よ
り
爽
露
し
來

る
創
造
性
と
し

て
把
握

せ
ら
れ
て
居

る
。
從

つ
て
自

己
は
全

禮
者

に
よ

つ
て
繕
野
否
定
的
に
肯
定

せ
ら

れ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
ふ
論
理
を
含
ん
だ
生
命

の
行
爲

ま
た
は
實
践

に
於
て

形
而
上
學
的
實
在

を
否

定
し
て
其
慮

に
現

は
れ
る
實
在
と

一
致
す

る
置
ハの
宗
敏
性
を
登
揮

す
る

の
で
あ

る
。
陽
明

の

心
即

理
及
び
致
良
知
説

の

一
端

を
窺

ふ
に
足

る
も

の
は
傳

習
録

の
中

の

「
虚
霊

不
昧
、
衆
理
具
而
萬

事
出

、
心
外

無
理
、
心
外
無

物
」

「
致
冨吾

心
良
知
之
天
理
於
昌事

々
物

々
一、
則
事

々
物

々
皆

得
昌其
理
一奥
し
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「
夫
良
知

一
也
、
以
昌其
妙
用

一而
言

、
謂

之
神
、
以
昌其
流
行
一而
言
、
謂
之
氣
、
以

其

凝
聚
一而
言
、

謂
之
糟
、
安
可

賀以
硫形
象
方
所

鴨求
上哉
」

「
良
知
是
造
化
的
精
鑑
、
這
些
精
難
生
レ天
生
レ地
、
成
レ鬼

成
レ帝
皆
從
レ此
出
、
翼
是
與
レ物
無
レ勢
、
人

若
復
昌得
他

一、

完

々
全

々
無
昌少
腐
欠

一、
自

不
レ畳
昌手
舞
足
踏
一、
不
レ知
天
地
問
、
更
有

荷

樂
可
7代
」

「
心
潜
身
之
圭
也
、
而
心
之
虚

霞
明
畳
、
即
所
謂
本
然
之
良
知
也
、
其

虚
霞
明
畳
之
良
知
、
慮
レ物
而

動
者
謂
之
意

有
レ知
而
後
有
レ意
、
無
レ知
則
無
レ意
夷
、

知
非
昌意

之
膿

一乎
、
意

之
所
レ用

必
有
呂其

物
一、
物
帥
事
也
」

謂

ふ
に
、
欺

く
の
如
き
天
賦

の
霧
性
を
そ

の
ま
ま
何

の
こ
だ
は
り
も
無
く
登
露
し

て
、
最
も
具
膿

的
現
實
的
な

る
生

活
の
上
に
安
住
し

て
行
く
と

こ
ろ

に
日
本
的
性

格
の
本
質

も
存
す

る
の
で
あ

る
。

日
本
丈
化

の
明
朗
性
と
純
粋
性
、

し
か
も
雅
致

に
富

め
る
趣
昧
と
、
自
然
を
樂
し
み
之
れ
と
同
化

せ
ん
と
す

る
雄
渾

な

る
融
韻
と
、
幽
玄

な

る
哲
理
を

含
蓄
す

る
特

性
ど
は
全

く
斯

か
る
非
会

理
的
實
践
的

原
理
を
根
本

に
藏
し

て
居

る
と
こ
ろ
に
因
由
す

る

の
で
あ
る
。

四

凡
そ
置
ハ理
は
あ
り
の
ま
ま

で
あ

る
が
、
共
が
生

々
活
動
の
指
導

原
理
と
し

て
如
實

に
日
常
生
活

に
具

現
せ
ら
れ
、

實
践
的
生
と

一
致
す
る
爲

に
は
、
否
定
的
肯
定

に
依

る
創
造
作

用
に
於
て
再
生

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

換
言

す
れ
ば

眞

理
は

一、道
L

と
な
ら
ね
ば
な

ら

ぬ
。
そ

の
意
味

に
於

て
、

「
紳
な
が
ら
」

の
道
.も
、
本
居
宣
長

に
よ

れ
ば
儒
教

に

東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(
一
三
)
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東
洋
丈
化
の
基
.本
的
性
格

.

(
一
四
)

於

け
る
が
如
き
客
燈
的
な

「
教

へ
」

と
し

て
の
道

で
は
な

く
、
入
情

の
自
然

の
ま

～
に
天
地

の
大
道
と

一
致
す

る
と

い
ふ
主
膿
性

に
解

せ
ら
れ

て
居

る
。
即
ち

そ
れ
は

「,眞

心
」

を
鑑
す
こ
と

で
あ

る
。
し
か
も
共

が
自
ら
自
己

の
胸
襟

よ
り
流
出
す
る
如
く
、
任
運
無
作

に
道

に
協

ふ
爲

に
は

,
現
在

の
自
己
が
絶
封
的

に
否

定
せ
ら

れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
而

し

て
此
の
場
合

の
自
己
否
定
的
肯
定
の
行
動
が
輩
に

イ
デ

ア
的
な
る
債
値
實
在

を
媒
介

と
し
て

行
は
れ

る
の
で
あ

る

な

ら
ば

、
西
洋
文
化

の
本
質

と
原
理
的

に
何
等

の
差
異

は
認

め
難

い
。
東
洋
文
化

の
創
造

の
根

抵
に
は

イ
デ

ア
的
な

る
も

の

へ
の
超
越

で
は
な
く
、

イ
デ
ア
的
な

る
も

の
を
否
定
す

る
全
膿

的
な
る

も

の

へ
の
超

越
が
存

す

る
。
そ
れ

故
、
か
く
の
如

き
全
膿
的
者
は
合
理
的

に
は
把
握

し
得
ざ
る
も
の
、
そ
れ
自
身
否

定
的
な

る
も

の
と
し

て
絶
封
無

で

あ

る
。
繕
封
無

の
自
己
否
定
的
限
定
と
し

て
日
本
的
理
念
を
圭
膿
的

に
實
現
す

る
と

こ
ろ

に
、

旧
本
文
化

の
特
性
が

磯
揚

せ
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
從

つ
て
、
現
實

の
自

己
が
斯

か
る
無
的
全
膿
者

に
媒
介

せ
ら
れ

る
と

こ
ろ

で
は
多
分

に

象

徴
性

を
以

て
表
現

せ
ら
れ

る
で
あ
ら
う
。

日
本
文
化
が
象
徴
的
性
質

に
於

て
其
特
色
を
示
す

も

の
と
し

て
、
特

に

藝
術

の
領
域

に
秀

で
た

る
も

の
を
有
す
る
と

せ
ら

れ
る
所
以
は
是
れ

に
よ
る
の
で
あ

る
と
思

ふ
。

ま
た
麗
的
契
機

に

よ

つ
て
盆

々
此
方
面

の
特
性
が
精
華
を
磯
揮
し

た
る
こ
と
も
亦
偶
然

で
は
な

い
の
で
あ

る
。

武
道
、
茶
道
、
文
藝
殊

に
詩
文
、
糟
書
、
俳
譜
、
書

道
及
び
庭
園
、
能
、
な
ど

に
於
て
灘

的
氣

韻
を
荷

ぶ
こ
と
、

そ

の
他

一
般

に
日
本
美
術
が
爲
實
を
超
え
て
精
神
的
表
現

に
重
鮎
を
置
き
、
存
在

の
背
後

に
躍

動
す
る
大
生

命
を
象

徴
化

せ
ん
と
す

る
が
如
き

、
輩

純
零

る
緊

張
と
卒
直
な

る
限
定
性

に
よ

つ
て
抽
象
的
非
現
實

性

を
捨
て
て
新
鮮

な
る
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具
膿
性
を
自
由

に
輕
妙

に
運
載

せ
ん
と
す

る
如
き
は
、
何
つ
れ
も
無

の
文
化
ま
た
は
無

の
藝
術
と
稻

せ
ら
れ

る
特
徴

に
外
な
ら
な
い

の
で
あ

る
。
例

へ
ば
書
道

に
於

て
謂
ゆ
る
謝
赫

の
六
法

の
中
、
氣
韻
生
動
と
骨
法
用

筆
が
最
も
奪
重

せ
ら
れ
、
筆

の
妙
味
と
精
神
力

の
表
現
が
爾
ば

れ
る
如
き
、
同
様

に
水
渠

書

に
於
て
色
を
清
し

た
る
深

い
世
界
と
強

い
印
象

と
を
含

ま
せ
る
黙
は
、
俘
世
糟
が
歎
箇

の
要
黙
を

以
て
生
き
た
戚
じ
を
出
し
て
行
く
と

い
ふ
特
色
と
異
ら
な

い
。
灘
書

に
到

つ
て
は
氣
塊
と

心
境
ど
を
示
し

つ
つ
巧

み
に
読
明
的
煩
雑
を
超
え

て
輩
純
な

る
描

法
を
用
ゐ
、
清
洒

高

雅
の
趣
を
横
盗
し

て
居

る
。
彫
刻

に
於
て
も
剛
張

つ
た
線
を
克
服
し

て
直
観

の
喜

び
を
妙
味
あ

る
線

に
漂

は
せ
、

永
遠

に
静
か
な

る
も

の
、
或

は
偉
大
な

る
生
命
の
躍
動
を
端
的

に
表
は
す
方
面

に
優
越
性

を
示
し
て
居

る
こ
と
は
、

希
臓

や

川
ネ
サ

ン
ス
藝
術

の
爲
實
性
的

に
秀
で
蓮
動
描
爲

に
巧
み
な

る
と
は
特
色
を
異
に
す

る
の
で
あ

る
。
す

べ
て

日
本
文
化

の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ

に
は
、
人
間
美
ま
た
は
自
然
美
を
遙

か̀
に
超
え

て
氣

品
の
高

い
も

の
を
象
徴
す

る

と

い
ふ
、
精
紳
圭
義
表
現
圭
義
及
び
印
象

圭
義

の
香

り
高

い
毛

の
が
窺
は
れ

る
の
で
あ

る
。

我
國

の
文
學

の
特
色

た

る
俳
句
及
び
川

柳
は
謂

ゆ
る

「
物

の
あ
は
れ
」

に
通
す

る
深

い

「
み
や
び
」

心

の
奥
床
し

さ
を
保

ち
、
殊

に
芭
蕉

の
正
風

は
幽
玄
、
閑
寂

の
底

に
徹

し
て
脱
俗

の
境

に
遣
遙

し
て
居

る
。
室

町
時
代

の
謡
曲
、

能
、
徳

川
時
代

の
澤

瑠
璃

の
如

き
も
、
夫

々
時
代
的
特
異

性
は
あ

る
に
し
て
も
、
威
情
を
書
し
理
智

を
鑑

し
た
極
限

に
眞
實

の
心
に
訴

へ
る
も

の
を
持

つ
と
言
は
れ
る
如
く
、

日
常
散
鑑

の
心
の
奥

に
永
遠

の
自
然
と
し

て
動
き
來

る
純

粋

の
心
を
現
實

の
事
理

に
統

一
す

る
鮎

に
猫
特

の
生

き
方
と
表
は
し

方

と
を

持

つ
て
居

る
。
故

に
威

傷
美
と
か
耽
美

東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(
一
五
)
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東
洋
丈
化
の
基
本
的
性
格

(
噌
六
)

圭
義
或
は
装
飾
美
な

ど
に
於
て
は
、
勿
論
光
悦
、
永
徳

、
山
樂
、
光
琳
な
ど
世
界

に
喧
傳

せ
ら

れ
る
装
飾

的
美
術

も

存
す

る
の
で
あ

る
が
、

西
洋

の
藝
術

に
比
し

て
特

異

で
あ

る
と

い
ふ
よ
り
も
、
自
然
を
愛
好
し

之
れ

に
陶
醇
し
た

一

面

の
傑
作
と
し
て
有
名

で
あ

る
に
過
ぎ
す
、
恰
か
も
圖
案
模
様
的
方
面
並

に
密
敏
藝

術
の
方
面

と
同
襟

に
、

日
本
的

性
格
の
観
照
性

の
産
物

で
あ

る
。
利
休
は

「
茶
道
は
猫
ほ
藤

道
と
義

を
岡
う
し

て
、
即

ち
膿
力

を
錬

る
も

の
な

り
」

と
も
言

つ
て
居

る
が

、
終
局

の
目
的
は

「
佗
び
」

「
寂
び
」

の
心
境

に
於
て
宇
宙
永
遠

の
理
法

を
膿
現
す

る
に
在

つ

た
も
の
と
言

ふ
べ
く
、
.能

の

「
花
」

「
幽
玄
」
と
同
じ
く
、
心
の
ま
ま
に
う
ち
ま
か
せ
て
然

か
も
惑

ふ
こ
と
な

く
、

洒
脱

の
趣
を
遊
戯

三
昧
に
表
現
す

る
こ
と
が
眼
目

で
あ
る
と
思
ふ
。

要
す

る
に
、
自
然

の
中

に
居

て
自
然
を
超
え
、

現
實

の
生

に
於

て
現
實
を
超

え
、
眼

に
見
え

る
も

の
を
媒
介

に
し

つ
つ
眼

に
見
え
な

い
も

の
を

よ

り
以
上

に
現
は
す

活
動

に
於

て
、
無

の
全
騰
を
否

定
的
に
象
徴
化
す

る
と

こ
ろ

に
、

日
本
文
化
の
固
有
の
意
義

が
あ

る
。
東
洋
交
化

の

墓
本

的
性
格
も
亦
こ
こ

に
存

す
る
の
で
あ
ら
う
。

若
し
印
度
に
於
け

る
無

の
意
味
が
知
的
認
識
論
的

で
あ
り
、
支
那

に
於

て
は
意
志
的
道
徳
的

で
あ

る
と

す
る
な

ら

ば
、

日
本

に
於
て
は
情

的
藝
術
的
特
徴
を
以
て
無

の
文
化
が
形
成

せ
ら
れ

て
來
た
と
言

ふ
べ
き

で
あ

ら
う
。

し
か
し

此

の
三
方
面
が
無
の
全
膣

の
契
機

と
し

て
、

そ
の
根
本

に

一
義
的
統

一
ま
た
は
同

一
性
が

見
ら

れ
る
所
以
は
、

い
つ

・れ
も
自
己
否
定
性
を
原
理
と
し
て
居

る
と

い
ふ
鮎
に
あ
る

で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
か
か
る
創
造

的
無

の
自
己
否
定
性

は
宗
教
的
f

嚴
密

に
は
繹
的
f

な

る
原
理

で
あ

る
と
思

ふ
の
で
あ

る
。
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秀
吉
が
千
利
久

に
美
し
く
険

い
た
朝
顔

を
所
望

せ
る
時
,
利
久
は
唯
だ

一
輪

の
み
を
茶
室

に
生
け

て
其
庭

に
秀
吉

を
案
内
し
、
庭
先
露
地
な
ど

に
は

桶
切
朝
顔
は
見
當
ら
な

か
つ
た
と

い
妙
、
ま
た
或
時
露
地
を
奇
麗

に
掃
除

し
た
と

こ
ろ

に
、
樹
木
を
少
し
く
揺

ぶ
つ
て
若
干

の
葉
を
落
し
、
却

つ
て
雅
趣
を
致

し
た
と

い

ふ
が
如
き
は

、
全
く
利
休
が

　

灘

に

よ

つ

て

鍛

ぺ

上

げ

た

心

腸

裡

か

ら

出

現

し

た

創

作

の

光

に

外

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

以

上

は

、

各

方

面

の

例

謹

を

墨

げ

て

論

究

す

る

の

暇

な

き

ま

ま

に

、

極

め

て
簡

軍

に

、

し

か

・b
抽

象

的

な

論

述

に

絡

つ

た

爲

に

甚

だ

杜

撰

た

る

を

免

れ

な

い

が

、

こ

の
鮎

讃

者

諸

賢

の

お

許

し

を

乞

は

ね

ば

な

ら

ぬ

。
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