
儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
暉

の
安

田

正

一

宋
朝
に
於

け
る
暉

の
胱
態
琶
宋
學

宋
朝
に
於
け
る
時
代
思
想
の
産
出
に
は
暉
の
與

っ
て
大

い
に
カ
あ
る
も
の
で
あ

る
。
唐
朝
會
昌
年
間
に
於
け

る
排

佛
殿
繹

に
よ

つ
て
、
佛
敏
は

一
大
鐵
鎚
を
受
け
、
殆
ど
再
起
す

る
能

は
ざ

る
状
態

に
陥

っ
た
が
、
繹

の
み
は
濁
り
教

外
別
傳
不
立
文
字
な
り
し
爲

め
に
、
此

の
間
充
分
な
る
潜
勢
力
を
養

つ
て
最

も
早
く
復
活
し
、
他

の
諸
宗

の
衰
頽
せ

る
時

に
乗
じ
、
順
風

に
帆
を
あ
げ
て
隆
盛
に
赴

い
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
鼓

に
種

々
の
分
派
を
生
じ
、
所
謂
五
家

七
宗
な
る
も
の
が
唐
末
よ
り
五
代

に
亙

つ
て
分
出
し
た
。
就
中
臨
濟
、
雲
門

の
二
宗
最
も
榮
え
、
宋
元
は
も
と
よ
り

明
朝

に
至
る
泡
隆
盛
を
極

め
た
。
此
れ
六
租
慧
能
の
後
を
承
け
た
南
繹

の
登
展
で
あ
る
。
曹
洞
宗
も
亦
此
と
相
並
行

し
て
隆

盛
を
極
め
、
我
が
國

に
も
此
の
二
宗
は
傳
は
り
、
我

々
と
最
も
關
係
の
深

い
も
の
で
あ
る
。
宋
朝

に
於
け
る

暉

が
如
何
に
隆
盛

で
あ

つ
た
か
は
そ
の
歴
史
的
事
實

に
徴
し
て
明
か
で
あ
る
。
今
此
等
諸
宗

の
盛
衰
を
考
察

せ
ば
、

支
那
の
繹
は
南
北
朝

に
起
つ
て
唐

に
登
芽
し
、
五
代
に
至
つ
て
枝
葉
を
生
じ
、
宋

に
至
つ
て
終
に
花
を
開

い
て
結
實

し
た
の
で
あ
る
。
元

明
は
そ
の
惰
力
な
れ
ば
新
方
面
の
開
拓

に
は
見

る
べ
き
も
の
は
殆
ど
な
い
。
凡
ゆ
る
佛
教
中
漢

儒
學
更
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
輝
(
一
)

(
一
)
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儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
麗
(
一
)

(
二
)

土
人

に
最
も
よ
く
溝
化
せ
ら
れ
し
も
の
は
灘
で
あ

る
。
暉

は
印
度
の
法
を
傳

へ
し
も
の
と
は
言

へ
、
中
華
主
義
よ
り

養
成
せ
ら
れ
た
る
同
化
力
を
以
て
全
く
支
那
化
し
た
る
佛
激
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。
天
台
華
嚴
も
印
度

に
そ

の
源
を

登
し
、
支
那
人
特
有

の
頭
膿
を
以
て
組
織

せ
ら
れ
た

る
特
殊

な
る
佛
教
な
る
も
、
そ
の
組
織

の
極

め
て
理
論
的
な

る

爲
め
に

一
般
民
衆
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
然

る
に
繹

は
凡
ゆ
る
理
論
を
排
し
て
皆
此
實
墾
實
究

の
敏
な
り
し
が
爲

め
に
如
何
な
る
人
に
も
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
斯
く
印
度

に
そ
の
材
を
仰
ぎ
な
が
ら
鑑
く

支
那
人
の
腹
中

に
吸
牧

せ
ら
れ
て
叢

に
純
然
た
る
支
那
佛
敏
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。
而
し
て
此

が
最
も
よ
く
理
解
せ

ら
れ
た
の
は
宋
朝
で
あ

つ
た
。

一
般
文
化
史
上
よ
り
見
る
と
き
、
前

の
唐
朝

は
世
界
的
に
交
通
し
て
凡
ゆ

る
文
化
の
要
素
を
長
安
の
都
を
中
心
と

し
て
輸
入
し
、
此
を
充
分

に
清
化
し
て

M
の
文
那
文
化
な

る
も
の
を
形
成
し
た
が
、
宋
朝
は
更

に
此
を
洗
錬
し
て
純

然
た
る
支
那
文
化
を
成
立
せ
し
め
π
の
で
あ

る
。
醗

つ
て
此
を

一
般
思
想

の
状
態
よ
り
観
れ
ば
、
支
那
人
の
傳
統
思

想
た
む
孔
孟

の
数
は
從
來
訓
話
註
繹
を
主

と
し
、
そ
の
内
部

に
包
含
せ
ら
れ
た

る
古
聖
賢

の
眞
意
を
諦
観
す

る
も
の

は
な
か

つ
た
。
そ
れ
が
爲

め
そ
の
哲
學
的
方
面
は
全
く
沈
衰
し
て
儒
激
は
萎
靡
不
振
の
極
に
達
し
た

の
で
あ
る
。
然

る
に
李
鼎
詐

.啖
助
等
は
経
典

に
封
す

る
批
判
的
研
究
の
端
を
開
き
、
叉
李
翔
出

で
て
佛
激
的
研
究
法
を
経
典

に
使
用

せ

る
事
の
二
黙
は
宋
朝

に
於
け
る
儒
激
勃
興
の
機
運
を
醸
成
し
た
。
宋
朝

に
至

つ
て
初
め
て
佛
敢
特

に
繹

の
影
響
を

受
け
、
從
來
嘗

て
な
か
り
し
新
方
面
を
開
拓
し
た
の
で
あ

る
。

さ
れ
ば
訓
話
註
鐸

と
は
方
法
を

一
攣
し
て
理
學

が
起



つ
た
の
で
あ

る
。

こ
れ
支
那
學
上
に
て
は
春
秋
戦
國
以
來
、
思
想
界

の
活
氣
を
呈
し
だ
時
代
で
あ

る
。
帥
ち
宋
代
儒

殺
の
目
的
と
す
る
所
は
人
間
本
性

の
何
た
る
や
を
吟
味
す

る
も
の
に
し
て
、
そ
の
天
與
の
性

の
學
問
的
に
認
識
せ
ら

れ
、
修
養
に
よ

つ
て
燈
得

せ
ら

る
、
こ
と
を
目
的

と
す

る
も
の
で
あ
る
。
此
れ
儒
學
史
上
に
於
け

る
革
命
的
事
實

に

し
て
、
從
來
の
も
の
と
は
全
く
別
個

の
如
き
観
を
呈
す

る
も
の
で
あ

る
。
今

こ
れ
を
儒
學

よ
り
言
は
し
む
れ
ば
、
佛

教

の
影
響

を
受
け
し
に
は
非
ず
と
言
ふ
で
あ
ら
う
o
然
し
大
局
よ
り
観

る
と
き
は
、
宋
朝

に
於
け

る
佛
激
殊
に
暉
よ

醒
り
其

の
思
想
を
受
け
入
れ
し
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
此
の
事
は
歴
史
的
事
實

の
謹
す

る
所
に
ょ

つ
て
明
か
で
、

此
を
肯
定
す

る
も
否
定
す

べ
き
何
等

の
史
料
を
有
せ
ざ

る
を
如
何
せ
ん
り

な
ほ
儒

よ
り
言
は
し
む
れ
ば
、
繹
と
混
同

す

る
こ
と
を
嫌
ひ
て
飽
く
迄
灘
を
敵
視
す
る
も
の
な
り
と
言

ふ
。
此
れ
宋
學

者
が
皆
繹
を
學

び
、
先
入
主
と
な
れ
る

灘
的
思
想
を
以
て
本
來
の
儒
學

を
解
し
來
り
し
が
爲

め
、
斯
く
類
似
し
來
れ
る
も
の
に
し
て
、
決
し
て
偶
然

の
類
似

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
佛
漱

に
於
け
る
實
相
論

の
高
妙
な
る
こ
と
及
び
性
理
論
の
精
密

に
し

て
優
れ
た

る
が

所
以

で
あ
る
。

さ
れ
ば
儒
者
に
於
て
も
此
が
實
究

に
除
念
が
な
か
つ
た
様
で
あ
る
。

注
癒
鮫
は
朱
子
語
類

の
序
文
に

「
乃
近
世
學
士
大
夫
。
厭
故
常
而
驚
奇
訪
揮
拘
槍
而
樂
簡
易
。

一
侶
百
和
至
標
室
寂
爲
上
乗
云
云
。
」
(
二
五
丁
左
)
と
言

へ
る
を
以
て
見
る
も

一
般

の
状
態
を
推
察
す

る
こ
と
が
出
來
る
。
斯
く
し
て
叢

に
宋
代
の
哲
學

に
二
様

の
影
響
を
與

・
へ
た
。
帥
ち

】
は
積
極
的
方
面
に
し
て
佛
敏

々
理
の
採
用

せ
ら
れ
た
る
事

で
あ
り
、
今

一
つ
は
消
極
的
方
面

に
し
て

儒
者

の
封
抗
的
精
紳
を
刺
戟
せ
し
こ
と
で
あ
る
。
随

つ
て
漢
唐
以
來
の
訓
話
學
的
な
る
に
反
し
て
、
極

め
て
自
由
な

儒
學
吏
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
騨
(
一
)

(
三
)

＼
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儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
隙
(
哺
)

(四
)

る
佛
老
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
儒
學
が
漸
次
哲
學
的
傾
向
を
帯
び
、
途

に
宋
朝

に
於
け
る
儒
激
哲
學
を
完
成
す

る

に
至

つ
だ
の
で
あ
る
。

一
般
宋
學
と
稽
せ
ら

る
、
も
の
は
周
濾
漢

・張
横
渠

・程
明
遣
・
程
伊
川
・朱
晦
庵

の
五
大
思
想
家

の
輩
出

に
よ
つ
て

成
れ
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
基
礎
を
周
子

に
と
り
、
朱
子

に
至

つ
て
大
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
帥
ち
宋
學

は
濠
閲

伊
洛

の
學
説
を
以
て
根
本
膿
系

と
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ

の
要
は
宇
宙
成
立
の
根
本
原
理
を
太
極
と
呼
び
、
太
極
を

以
て
道
徳

の
根
源
と
し
た
。
又
人
の
本
性
は
太
極
の
吾
人

に
宿
在
せ
る
も

の
な
り
と
し
て
天
人

一
膿

の
説
を
立
て
、

遁
の
天
理
よ
り
演
繹
説
明
せ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
等

の
學
・説
が
宋
代
全
盛
を
極

め
た

る
暉
を
加
味
し
て
、
哲

學
化
し
宗
敢
化
し
た

る
學

理
學
説
が
成
立
し
た

の
で
あ
る
。
本
論
に
於
て
朱
子
と
藤
と
の
關
係
を
述
ぶ
る
に
當
り
、

先

づ
周
張
爾
程
子

の
學
説
を
述
ぶ
る
必
要
あ
る
も
、
極

め
て
複
雑

に
し
て
且

つ
本
論
文
の
圭
目
的

で
も
な
く
、

而
し

て
此
等
の
問
題
は
支
那
哲
學
史
及
び
東
洋
倫

理
學
史
等
に
於
て
多
く

の
學
者
が
詳
述
し
て
居

り
、
又
朱
子
が
此
等

の

學
説
を
集
輯
大
成
せ
し
も
の
な
れ
ば
、
朱
子
を
窺

へ
ば
彼
等

の
學
説
は
自
ら
彷
彿
た

り
得

る
の
で
あ
る
。
唯
此
等

の

研
究

に
漏
れ
た
る
暉
と
の
關
係
の
み
を
簡
輩

に
記
し
、
以
て
朱
子
學

が
繹
と
密
接
な
る
交
渉

あ
り
し
こ
と
を
述

べ
た

い
と
思
ふ
。

二

朱
子
學
の
源
流
芒
騨

朱
子
學
の
源
流
を
述

ぶ
る
に
當
り
陽
儒
陰
佛

の
萌
芽
に
就

い
て
少
し
く
考
察
し
て
見
よ
う
。
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抑
佛
数
が
後
漢
の
明
帝

の
時
初
め
て
支
那
に
輸
入
せ
ら
れ
て
よ
り
、
此

の
新
宗
数
運
動
は
支
那
在
來

の
儒
教
思
想

と
屡
衝
突
を
惹
起
し
、
或
は
外
的
歴
迫

と
し
て
會
昌

の
排
佛
と
な
b
(
西
祀
入
四
五
)
、或
は
内
的
抑
歴
と
し
て
韓
欧

二
家

の
排
佛
と
な
つ
た

の
で
あ

る
。
支
那
上
下
を
通
じ
て
、
此

の
内
外
排
佛
の
思
想
は
潜
在
的
勢
力
を
有

し
、
人

}
度
孔

孟

の
精
紳

に
ょ

つ
て
己
が
権
力
を
得
ん
と
す

る
者
は
、
必
す
此

の
課
題
を
提
げ
て
起

っ
だ
の
で
あ
る
Q
而
し
て
此
の

課
題
は
幾
度

か
政
孚
の
具

に
供
せ
ら
れ
、
信
す
る
者
は
災
妖
を
被
り
、
然
ら
ざ

る
者
は
榮
達
を
得

る
と
い
ふ
思
想
が

當
時
國
民
の
思
想
を
左
右

し
た
襟
で
あ

る
。

そ
の
結
果
前
述
の
如
き
猛
烈
な
る
反
封
運
動
が
生
じ
た
の
で
あ

る
。
此

の
二
方
面
の
追
害
に
於
て
、
外
的
趣
迫
は
僅
か
に
會
昌
の
排
佛
を
以
て
其

の
主
な
る
も
の
と
な
す

の
み
で
、

そ
の
迫

害

の
及

ぷ
所
も
縄
か
に
数
十
年
の
時

日
と
、

一
部

の
地
方

に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
然
し
韓
欧
に
於
け

る
内
的
抑
塵

の
影

響

は
、
深
く
支
那
人
心
に
浸
潤
し
、
其

の
及
ぼ
す
所

も
亦
甚
大
な
る
も
の
が
あ

つ
た
。
初
め
は
古
儒
漱
違
奉
の
國
粋

的
運
動
と
し
て
行
は
れ
だ

る
排
佛
も
、後

に
は

一
韓
し
て
功
利
科
學

の
具
と
目
せ
ら

る
、
に
至
り
、陽
儒
陰
佛

の
思
潮

を
な
し
、
而
し
て
此
の
傾
向
は
後
漢
六
朝
よ
り
下

つ
て
漸
く
濃
厚

に
な
り
、
馬
租

に
墾
じ
た
鹿
慈
、
百
丈

に
墾
じ
た

柳
子
厚
、
藥
山
に
屡
じ
た
る
李
鋤
等

が
出
で
、
殊

に
中
唐

に
は
韓
退
之
な
る
復
古
主
義
者
出
で
て
、
氣
慨
を
以
て
儒

漱
の
爲

め
に
大

い
に
氣
を
吐
き
、藏

に
此

の
思
想
傾
向
に
根
擦
を
與

へ
た

の
で
あ

る
Q
特
に
此

の
思
想
は
韓
愈
の
「
原

道
」
及

び
憲
宗
皇
帝

に
奉
れ

る
「
佛
骨

表
」
に
淵
源
せ
る
も
の
と
言
ふ

べ
き

で
あ
る
。
帥
ち
彼
は
外
來

の
佛
激
を
排
斥

せ
し
の
み
な
ら
す
、
筍
く
も
孔
孟

の
教

に
非
ざ

れ
ば
悉
く
異
端

と
し

て
斥
け
ん
と
し
、
彼

が
排
佛
も
そ
の
宗
と
す
る

儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
輝
(
一
)

(五
)
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儒
學
史
上
に
於
け
ゐ
朱
子
學
と
輝
(
一
)

(六
)

所
よ
り
言
は

や
要
當
な
る
も
の
と
言

ふ
べ
き
で
あ
る
。
佛
骨
表

は
當
時

の
人
心
の
漸
く
佛
禍

に
溺
れ
ん
と
せ
し
を
痛

斥
し
、
國
粋
復
古

に
そ
の
全
精
紳
を
傾
注
せ
し
も
の
で
あ
る
。
此

の
思
想
内
容

に
就

て
は
、
何
等
深
き
根
祇
を
有
す

る
所
も
な
く
、
唯
夷
秋
と
し
て
斥
け
ん
と
せ
し
所
な
ど
は
極
め
て
幼
稚
な
る

考
な
る
も
、
此
が
後

の
思
想
界

に

一
大

影
響
を
與

へ
し
事
は
注
目
に
値
す

る
も
の
で
あ

る
。

此
の
如
く
韓
愈

は
排
佛
の
魁
首

な
)
し
も
、
彼

が
日
常
生
活

に
於
て
は
彼
の
言
僻
と
相

一
致
せ
ざ

る
も
の

、
あ

る

こ
と
を
登
見
す
る
の
で
あ
る
。
佛
租
統
紀

巻
四
五
に
、
「
與
退
之
見
大
顛
正
相
似
云
云
。
」

と
言

へ
る
如
く
、
大
顛
藤

師

に
参
じ
た

る
こ
と

に
し
て
、

大
顛
暉
師

は
編
年
通
論
巻

二
三
に
、
「
潮
陽
人
参
南
嶽

石
頭
和
術
云
云
。
」
と
あ
る
に

よ
り
、
韓
愈

が
潮
州
の
刺
史
と
し

て
播
遷
せ
ら
れ
し
時
、
交
を
結
び
し
も
の
と
思
は
れ

る
。
且
同
論

に
此
の
爾
者
の

思
想
上

に
於
け

る
問
答

が
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
等
を
通
じ

て
見

る
と
き
、
愈
は
大
顛
繹
師
を
畏
友

と
し
、
師
と

し
て
全
く
師

の
爲
め
に
説
服

せ
ら
れ
た
様
で
あ
る
。
然
し
此
書
は
南
宋
隆
興
年
間
に
上
梓

せ
ら
れ
た

る
も
の
な
れ
ば

可
成
り
後
世
の
も
の
に
し
て
、
種

々
の
黙
よ
り
綜
合
し

て
考
察
す

る
と
き
は
直
ち
に
信
す
る
こ
と
能
は
ざ

る
も
、
其

の
参
輝
の
事
實
は
明
か
で
あ

る
。
彼

は
な
ほ
此
の
外

に
多
く
の
僧
と
交
遊
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
そ
の
述
ぶ
る
所
は
排

佛
を
標
榜
す
る
も
、
そ
の
生
活
に
於
て
は
飽
く
迄
之
を
排
斥
せ
し
も
の
で
は
な
く
、
唯
當
時
の
漸
く
時
文
の
弊
に
溺

れ
ん
と
す
る
文
運
を
古
復
し
、
併
せ
て
國
家

百
年

の
大
策
を
立
つ
る
に
於
て
、
當
然
至
れ
る
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
。

然
し
之

が
陽
儒
陰
佛
の
萌
芽
と
し
て
、
排
佛

の
狼
姻
と
な
り
し
こ
と
は
否
定
す

る
能
は
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
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次
に
北
宋
に
於
け

る
欧
陽
修

に
就
て
は
、
佛
祀
統
紀
巻
四
五
に
東
林
居
訥
輝
師
が
、「
足
下
奮
署
本
論
孔

々
以
殿
佛

爲
務
。
」
と
言

つ
て
ゐ
る
如
く
、
韓
愈
と
並
稻
せ
ら
る
、
排
佛
家
で
あ
る
。
彼
が
盧
山
に
居
訥
を
訪
ひ
し
時
、
繹
師
の

「
足
下
遠
臨
量
以
西
竺
聖
人
道
有
合
於

心
乎
。
」
と
問
ひ
し

に
饗
し
、
「
修
學
孔
孟
之
道
。
霧
有
慕
於
韓
子
之
壌
斥
佛
者
。

西
竺
法
何
所
取
焉
。
」
と
答

へ
し
所
は
正
し
く
そ
の
恩
想
内
容
を
明
示

せ
る
も
の
で
あ

る
。
然

る
に
此

の
時
彼
は
暉
師

の
化
を
受
け
て
崇
佛
の
念
を
起
し
、
諸
子
の
彼
を
批
剣
せ
る
如

く
、
彼

の
晩
年
は
殿
繹
家

と
し
て
よ
り
は
寧
ろ
崇
佛

家

と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
永
眠
せ
ん
と
す

る
や
、「
息
心
危
坐
卸
酒
殺
臨
終
数
日
。
令
・往
近
寺
信

華
嚴
経
讃
至
入
巻
悠
然
而
逝
。
」
と
あ

る
に
よ
り
、
彼

の
排
佛
は
愈
の
如
く
頑
強
で
は
な
く
、
且
そ
の
趣
を
異

に
し

て

ゐ
た
Q
し
か
し
彼

が
本
論
に
於
て
は
そ
の
大
意
は
大
腱

に
於

て
愈

の
原
渣

と
似
て
ゐ
る
。
此
等

の
も
の
に
よ

つ
て
彼

が
排
佛
家
の
名
を
千
載

に
残
す
に
至
つ
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
二
子
は
實
に
陽
儒
陰
佛

の
傾
向
を
生

せ
し
内

的
起
因
を
な
せ
し
人
で
あ
も
。
而
し
て
當
時

の
人
心
が
如
何

に
此
等

二
子

の
言
論
を
宗

と
し
、
自
己
撞
着

に
陥
り

つ
、
も
、
陽
儒
陰
佛
の
徒
で
あ
り
得
た
か
は
老
蘇

の
言

に
徴
し

て
も
明
か
で
あ
る
9
佛
租
歴
代
蓮
載
巷

一
九
に
、

自
唐
以
來

天
下
士
大
夫
。
箏
以
排
鐸
老
爲
言
。
故
其
徒
之
欲
求
知
於
吾
士
大
夫
之
間
者
。
往

々
自
叛
其
師
以
求
容

於
吾
。
而
吾
士
大
夫
亦
喜
其
來
而
接
之
。
彊
叢
徹
文
暢
之
徒
。
飲
酒
食
肉
。
以
自
絶
於
其
敢
。
鳴
呼
蹄
爾
父
母
。

復
爾
室
家
。
而
後
吾
許
爾
。
爾
以
叛
爾
師
。
父
子
之
不
餅
。
室
家
之
不
復
而
師
之
叛
。
是
不
可
以

一
日
立
子
天
下
。

儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
藤
(
尉
)

(
七
)
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儒
學
更
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
輝
(
一
)

(入
)

云
云
O
(
大
正
藏
経
、
四
九
巻
、
六
七
三
丁
)

と
言

へ
る
を
見
れ
ば
、
當
時

の
人
士
が
士
大
夫

に
媚
は
ん
が
爲
め
に
、
其
師
に
叛
き
法
を
責

つ
て
顧
み
ざ
り
し
事
が

知

り
得

る
と
共

に
、
韓
欧

二
家

の
鍛
繹
圭
蓑
が

一
轄
し
て
科
畢

の
具
に
供
せ
ら
る
、
に
至

つ
た
事
が
窺
は
れ
る
。
今

此
等

の
考
か
ら
宋
儒
を
眺
む
る
に
、
宋
學

は
原
始
儒

激
と
は
大
い
に
そ
の
趣
を
異

に
せ
る
も
の
に
し
て
、
佛
敏
思
想

の
影
響
は
極

め
て
重
要
な
る
も
の
と
し
て
、
到

る
所

に
そ
の
根
跡
を
止
め
て
ゐ
る
。
佛
敏
中

に
於
て
も
灘

の
影
響
は

そ
の
白
眉
に
し
て
、

凡
ゆ
る
方
面
に
そ
の
色
彩
を
有

し
て
居
り
、
曾

て
は
哲
學
を
有

せ
ざ
り
し
儒
駿
が
、
叢

に
深
蓬

な
る
哲
理
を
有
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
如
く
宋

の
性
理
學
・が
如
何
に
排
佛
を
宗

と
す

る
も
、
到
底
繹
的
影

響
を
脱
し
得
す
、
宋
儒

の
多
く
が
己

が
哲
理
の
根
源
を
此
威

に
有

し
つ
、
も
、
其

の
根
本
精
紳
を
忘

れ
て
老
蘇

の
言

の
如
き
態
度
を
と
り
し
こ
と
は
、
實

に
忌
は
し
き
現
象
と
稽
す

べ
き
で
あ

る
。
此

の
如
く
陽
儒
陰
佛

の
傾
向
は
醸
成

せ
ら
れ
、
全
く
學
者

の
良
心
を
癖
痺

せ
し
め
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
時

日
を
経

る
に
随

つ
て
、
そ

の
傾
向
は
盆
隆
盛

と
な
り
て
経
典
に
樹
す

る
批
判
的
研
究
と
な
り
、
終
に
は
李
翔

の
積
極
的
態
度
は
復
性
書
と
な
り
て
宋
學

の
魁
を
な

し
た
の
で
あ
る
。

此
の
如
く
宋
學

が

一
異
彩
を
放

つ
に
至
り
し
は
種

々
の
原
因
あ
ら
ん
も
、
陽
儒
陰
佛
の
然
ら
し
め
た

る
も
の
に
し

て
、
要
す

る
に
儒

敢

々
典

に
甥
す

る
批
判
的
研
究

の
勃
興
及
び
其

の
研
究
法
の
着
實
と
な
れ
る
こ
と
、
今

一
つ
は
儒

道

の
融
和
及
び
佛

敷
特
に
縄

の
影
響
等
で
あ

る
。
叢

に

叫
言
を
要
す
る
こ
と
は
儒
滋
の
融
和

で
あ
る
。
漢
以
後
老
荘
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が
流
行
し
て
長
期
間
儒
敏
と
封
立
せ
し
が
、
比
較
的
大
な

る
影
響
を
交
換
し
な
か
つ
た
機

で
あ
る
。
そ
れ
が
宋
代
に

至

つ
て
融
和
が
行
は
れ
た
と
言

ふ
は
、
繹
の
中
介
に
よ
り
し
も
の
で
あ
ら
う
。
斯
く
し
て
宋
學

の
基
礎
が
築

か
れ
、

次
の
人

々
に
よ

つ
て
開
拓

せ
ら
れ
だ

の
で
あ

る
◎
宋
學

の
根
祇
に
横

は
る
も
の
は
繹
な
れ
ば
、
此
を
外

に
し
て
宋
學
・

を
説
明
す

る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ

る
。
故

に
道
家

も
そ
の
影
響
す

る
所
は
亦
大
な
る
も
の
あ

る
も
、
斯
る
意
味

に
於
て
大
禮
を
暉

に
あ
り
と
す

る
も
の
で
あ

る
。
然

し
吾
人
は
道
家
と
の
關
係

に
就
て
之
を
看
却
す

る
も
の
で
は
な

い
。
今
史
料
の
綜
合
分
析
に
よ
り
、
宋
學
中
心
の
周
張
爾
程
子

の
學
暉

の
清
息
を
窺

つ
て
見
よ
う
。
然
し
詳
細

に
亙

る
と
き
は
極

め
て
複
雑
と
な
り
、
又
そ

の
必
要
も
認

め
ざ
れ
ば
、
叢

に
は
軍

に
彼
等

の
墾
輝

の
事
實

の
み
を
記
述
し

て
そ

の
全
班
を
察
す

る
こ
と

、
す

る
。

ヘイ
)
周
濠
漢
(
一
〇
一
七
⊥

〇
七
三
)
涙
漢
、
名
は
惇
願
、
字
は
茂
叔
、
宋

の
箕
宗
天
禧
元
年
遣
州
螢
遣
縣
に
生
れ
、

紳
宗
熈
寧
六
年
六
月
年
五
十
七
歳
を
以
て
卒
し
た
。

此
の
間
官

に
あ

つ
て
諸
慮
を
遷
歴
し
て
治
績
の
見

る
べ
き
も
の

が
あ
る
。
彼

が
學
風
に
於
て
は
、
後
世
孔
子
の
席

に
從
祀
せ
ら
れ
し
を
以
て
知
る
事
が
出
來

る
。
帥
ち
博
學
力
行
、

遣
を
聞
く
事
早

く
、
「
太
極
圖
説
」
を
著

は
し
て
天
理

の
根
源
を
明
か
に
し
、
萬
物

の
絡
始
を
究

め
、
「
通
書
」
を
著

は

し
て
太
極
の
慈
奥

を
登
明
し
た
。
而
し
て
彼
が
窮
禮
客

の
名
を
盗

に
し
、
(
宋
元
學
案
、
巻
=
一、
一
六
丁
右
)
彼
が
學

説
の

灘

に
負

ふ
所
、
亦
彼

が
學
匠
を
聞
け
ば
自
ら
明
か
で
あ
る
。
佛
法
金
湯
編
、
窓

=

一
に
、
「
宋
儒
惟
濠
。
漢
康
節
二
公

於
佛
書
早
有
所
得
。
」
(綾
藏
、
第
踊
輯
、
第
二
編
、
二
一
套
、
第
五
冊
、
四
七
〇
丁
左
)
と
あ
る
を
以
て
其
の
全
豹

を
察
す

る
こ
と
が

儒
學
史
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
藤
(
一
)

(九
)
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儒
學
史
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
輝
(
一
)

(
一
〇
)

出
來
る
。
以
下
周
子

の
墾
暉

に
就
て
考
察
し
て
見
よ
う
。
文
献

の
示
す
所

に
よ
れ
ば
、
彼

は
鶴
林
壽
涯
灘
師
、
黄
龍

慧
南
繹
師
、
晦
堂
租
心
灘
師
、
東
林
常
総
輝
師
、
佛
印
了
元
繹
師
等
の
諸
老
宿

に
墾
じ
て
ゐ
る
様
で
あ

る
。

鶴
林
壽
涯
暉
師
と
の
交
渉
。

周
子

が
鶴
林
壽
涯
藤
師
と
交
渉
あ
り
し
事
は
宋
元
學
案

に

先
生
嘗

至
潤
州
與
涙
漢
遊
。
或
謂
廉
漢
與
先
生
同
師
潤
州
鶴
林
寺
僧
壽
涯
。
或
謂
郡
康
節
之
父
遇
遁
先
生
於
盧
山
。

從
懸
者
老
浄
屠
途
同
受
易
書
。
(巻
一
二
、
唱
入
丁
右
)

と
あ
る
を
以
て
、
周
子
が
潤
州
鶴

林
寺
の
壽
涯
繹
師
と
交
遊
あ
り
て
、
師

よ
り
易
書
を
受
け
し
事
を
知

る
。
叉

周
子
太
極
圖
創
白
河
上
公
。
乃
方
士
修
練
之
術
也
…
…
…
中
略
…
・…
・・河
上
公
本
圖
名
無
極
圖
。
魏
伯
陽
得
之
以
著

参
同
契
。
鍾
離
権
得
之
以
授
呂
洞
賓
。
後
與
陳
圖
南
同
隠
華
山
而
以
授
陳
。
陳
刻
之
華
山
石
壁
叉
得
先
天
圖
於
麻

衣
溢
者
以
授
神
放
。
放
以
授
穆
修
與
信
壽
涯
。
修
以
先
天
圖
授
李
挺
之
。
挺
之
以
授
郡
天
璽
。
天
里
以
授
子
尭
。

夫
修
以
無
極
圖
授
周
子
Q
周
子
又
得
先
天
地
之
喝
於
壽
涯
。
(宋
元
學
案
、
巻
一
二
、
コ

丁
右
)

と
あ
り
て
先

天
地
之
偶
を
壽
涯

に
得
て
居
り
、
叉

周
子
與
規
文
恭
同
師
僧
壽
涯
。
是
周
學
又
出
於
繹
氏
夷
。
(同
上
、
一
五
丁
左
)

晃
氏
謂
元
公
師
事
鶴
林
寺
信
壽
涯
。
(
同
上
、
=
ハ
丁
右
)

と
あ
る
に
よ
つ
て
見
れ
ば
、
壽
涯
暉
師
に
師
事
し
た
事
は
確
實
で
あ
る
。
然
し
古
來
學

者
間

に
於
て
も
、
前
記

の
壽

涯
繹
師
に
就
て
は
極

め
て
疑

は
し
き
黙
あ

る
を
以
て
、
そ
の
説
も

=
標
で
な
い
。
大
江
交
城
氏

に
從

へ
ば
、
胡
汲
仲
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の
大
同
論
に
、
「
周
子
之
傳
子
北
固
竹
林
寺
僧
壽
涯
」
と
言

つ
て
麻
衣
の
師
な
る
鶴
林
寺
壽
涯

と
は
同
名
異
人
な
り
と

し
、
随

つ
て
年
代
上

に
も
著

し

い
間
隔
を
認

め
ろ
。
叉

一
説

に
は
竹
林
は
帥
ち
鶴
林
、
北
固
即
ち
潤
州
な
り
と
同

一

人

な
る
如
く
言

へ
る
も
、
實
際

に
於

て
は
壽
涯

が
如
何
な
る
人
な
り
し
か
は
明
知
す

る
事
が
出
來
な

い
。
信
壽
涯
は

唯
儒
者
側
の
資
料

に
の
み
出

つ
る
所
に
し
て
、
佛
者
側
の
資
料

に
は
此
を
登
見
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
故

に
彼
は
不

明
の
人

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
今

は
そ
の
何
れ
な
る
か
は
問

ふ
必
要
も
認

め
ざ
る
を
以
て
省
略
す
る
Q
何

れ
に
し
て
も
唯
周
子

が
墾
繹
の
事
實

と
佛
駿
の
影
響

の
彼

に
及
ぼ
せ
し
事
と
を
知
れ
ば
足

る
の
で
あ
る
。

"

黄
龍
慧
南
繹
師
と
の
交
渉
。

慧
南
繹
師
と
の
交
渉

に
就
て
は
蹄
元
直
指
集
巷
下

に
、「
廉
漢
…
…
:
・初
拍
黄
龍

慧
南
繹
師
漱
外
別
傳
之
旨
。
南
諭
廉
。
云

々
。
」
(績
藏
、
第
一
輯
、
第
二
編
、
一
三
套
、
第
二
冊
、
一
四
七
丁
左
)
と
あ
る
如
く
、
慧

南
繹
師

に
輝
要
を
問

ひ
て
熱
心
に
墾
究
せ
し
事
が
察

せ
ら
れ
る
。
叉
周
子
自
ら
が
示
せ
る
所

に
徴
す
れ
ば
更
に
明
か

で
あ

る
。

顧
嘗
嘆
日
。
吾
此
妙

心
實
啓
辿
於
黄
龍
。
登
明
於
佛
印
Q
然
易
理
廓
達
。
自
非
東
林
開
遮
彿
拭
。
無
縣
表
裏
洞
然
。

㍉此

に
よ
れ
ば
、
周
子
は
黄
龍
・佛
印
・東
林

の
三
繹
師

に
墾
暉
從
遊
し
、
「
吾
此
妙
心
實
啓
辿
於
黄
龍
」
と
あ
る
を
以
て

其
の
初
め
黄
龍
慧
南
繹
師

に
墾
じ
て
激
外
別
傳
の
旨
を
拍
尋
し
、
絡

に
啓
迫
せ
ら
れ
し
事
が
窺
は
れ
る
。

晦
堂
租
心
繹
師
と
の
交
渉
。

周
子

が
黄
龍

二
世
晦
堂
租
心
繹
師

に
参
じ
て
寂
外
別
傳

の
旨
を
拍
き
し
こ
と
は

次

の
丈
に
よ
り
て
明
か
で
あ
る
。

儒
學
更
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
輝
(
蝸
)

.

(
コ

)
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儒
學
史
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
灘
(
哺
)

(
一
二
)

周
敦
蹟
字
茂
叔
春
陵
人
Q
初
見
晦
堂
心
問
駿
外
別
傳
之
旨
。
心
謂
之
日
。
只
須
向
彌
自
家
屋
裏
打
貼
。
(居
士
分
燈
録

巻
下
)

此
に
よ
れ
ば
、
彼

が
租
心
暉
師
に
達
磨

の
所
謂
、
「
直
指
人
心
見
性
成
佛
激
外
別
傳
不
立
交
字
」
を
問
ひ
、
暉

の
端
的

を
把
握

せ
ん
と
し
て
精
進
せ
し

こ
と
が
明
か
で
あ

る
。
之

に
封
し

て
輝
師
は
、
「
須
向
禰
自
家
屋
裏
打
鮎
」
と
言

ひ
て

自
己

に
反
省
内
親
し
て
悟
了
す

べ
き
こ
と
を
説

い
た
。
然
し
冷
暖
自
知
す

る
≧
言
ふ
も
、
自
家
心
内

に
存
す

る
も
の

を
自
知
す

る
も
の
に
し

て
、
墾
繹
は
そ
の
指
導
を
受
く

べ
き
も
の
で
あ
る
o
租
心
繹
師
は
激
外
別
傳
の
旨
を
説
く
も

彼

が
儒
者
た
る
を
以
て
周
子
自
家

の
學

を
以
て
之
を
示
し
た
の
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
孔
子

の
所
謂

、「
七
十
而
不
越

規
。
」
と
の
境
涯
は
正
し
く
灘

の
悟
入
の
境
涯
で
あ
り
、
儒
佛
は
そ
の
極
限

に
於
て
は
相

一
致
す

べ
き
性
質

の
も
の
な

れ
ば
、
斯

る
手
段
を
と
り
し
も
の
で
あ
ら
う
。
居
士
分
燈
録
の
同
所

に
、

孔
子
謂
朝
聞
道
夕
死
可
夷
。
畢
寛
以
何
爲
道
夕
死
可
耶
。
顔
手

不
改
其
樂
所
樂
何
事
。
但
於
此
究
覧
久
久
自
然
有

箇
合
慮
。

と
述

べ
て
儒
毅
内
に
於
て
藤
と
同
じ
悟
遣
を
會
得
契
合

せ
し
め
ん
と
せ
る
も
の
に
し

て
、
全
く
晦
堂
組
心
暉
師

の
卓

絶

な
る
手
段
な
り
と
言
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
(高
瀬
博
士
、
通
書
研
究
附
録
塗
照
)

東
林
常
総
暉
師

と
の
交
渉
。

佛
法
金
湯
編
懇

一
二
に
、

性
理
之
學
塞
起
於
東
林
涯
総

二
師
。
総
以
授
周
子
。
(綴
藏
、
第
一
輯
、
第
一編
、
二
一
套
、
第
五
班
、
四
七
〇
丁
左
)
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と
あ
り
。
此

に
よ
り
彼
が
常
総
暉
師
よ
り
性
理
の
學
を
授
け
ら
れ
し
こ
と
を
知

る
。
又
宋
元
學
案
に
、

元
公
初
與
東
林
総
游
久
之
無
所
入
。
総
敏
之
静

坐
。
月
鯨
忽
有
得

云
云
。
(巻
一
二
、
=
ハ
丁
右
)

と
あ

る
を
以
て
、
東
林
に
師
事
し
て
静

坐
の
法
を
敢

へ
ら
れ
、
以
て
悟
入
の
方
便
と
し
た

こ
と
を
知

る
。
叉
居
士
分

燈
録

に
、

叉
拍
東
林
総
輝
師
。
暉
師
日
吾
佛
謂
實
際
理
地
。
帥
眞
實
無
妄
誠
也
。
大
哉
乾
元
。
萬
物
資
始
。
資
此
實
理
也
。

乾
蓮
憂
化
。
各
正
性
命
。
正
此
實
理
。
天
地
聖
人
之
道
至
誠
而
巳
。
必
要
着

一
路
實
地
工
夫
。
直
至
於

一
旦
舘
然

悟

入
。
不
可
只
在
言
語
上
會
。
(績
藏
、
第
一
輯
、
第
二
編
、
二
℃
套
、
第
五
滑
、
四
五
四
丁
左
)

と
あ
り
、
以
て
彼
が
實
墾
實
究
し
て
師

の
鉗
鎚
を
受
け
し
事
を
知

る
と
共
に
、
常
総
輝
師
も
亦
此
の
如
く
儒
佛
の
契

合
黙
を
あ
げ
て
周
子

に
喩
し
、
聖
人
の
道

の
至
誠
は
言
語
の
上
に
於
て

で
は
な
ぐ
、
離
然
悟

入
の
境
に
至

つ
て
初
め

て
會
得
了
解
せ
ら

る
、
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
又
師

に
太
極
圖
の
深
旨
を
尋
ね
て
之
を
了
得
し
。
以
て
大
極
圖
説
を

な
し
た
様
で
あ
る
。
居
士
分
燈
録
巻
下

に
、

叉
嘗
與
論
性
及
理
法
界
事
法
界
。
至
於
理
事
交
徹
冷
然
濁
會
。
途
著
太
極
圖
説
。
語
語
出
自
東
林

口
訣
。
(纏
藏
、
第

一
輯
、
第
二
編
、
二
〇
套
、
第
五
冊
、
一
四
七
丁
左
)

と
あ
り
、
又
蹄
元
直
指
集
巻
下
に
、

周
子
拍
問
東
林
総
輝
師
太
極
圖
之
深
旨
Q
東
林
爲
之
委
曲
剖
論
。
周
子
贋
東
林
之
語
。
而
爲
太
極
圖
説
。
周
子
長

儒
學
史
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
隙
(
一
)

(
=
二
)
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.儒
學
更
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
輝
(
一
)

、

(
一
四
)

於
藤
{學
工
夫
云

々
o
(績
藏
、
第
一
興
、
第
ご
編
、
コ
ご
套
、
第
二
冊
、
一
四
七
丁
右
)

と
あ
る
か
ら
周
子
が
太
極
圖
説
を
作
り
し
も
、
そ
が
暉
臭
を
脱
す

る
こ
と
は
出
來
な
か

つ
た
も
の
で
あ
る
。
此
れ
易

及

び
佛
老
の
思
想
を
融
合
し
て
生
み
出

さ
れ
た

る
も
の
に
し
て
、
「
語

々
出
自
東
林

ロ
訣
。
」
と
か
、
「
東
林
爲
之
委
曲

剖
論
。
」
「
周
子
廣
東
林
之
語
。
」
と
あ
る
を
以
て
師
が
種

々
解
剖
的
に
委
細

に
説
明
し
た
機
で
あ

る
。
随

つ
て
此
が
繹

的
に
解
繹

せ
ら
れ
し
事
も
亦
信
じ
得
ら
れ
る
Q
朱
子

は
此
の
圖
を
以
て
周
子
に
創
ま
る
も
の
と
せ
し
が
、
之
は
自
家

の
奪
嚴
を
保
た
ん
爲

め
に
し
て
、
若
し
此
の
圖
を
そ
れ
以
前
に
於
け
る
佛
老
家

に
出
で
し
も
の
と
せ
ば
、
宋
學
・は
そ

の
根
祇
を
失
ふ
事
と
な
る
を
恐

れ
て
、
易
説
に
か

つ
て
佛
老

二
家

に
出

つ
る
も
の
と
の
説
を
蔽
は
ん
と
せ
し

も
の
に

し
て
、
既

に
遣
家

に
そ
の
説
あ
り
し
事
は
太
極
圖
の
沿
革
を
見

る
時
は
自
ら
明
か
と
な
る
。
叢

に
繹
學
思
想
史
の
著

者
は
此

の
所
を
詐
し
て
、
周
敦
願

が
東
林
の
常
聰

・晦
堂
租
心
・佛
印
了
元
等

に
参
見
せ
し
事
は
事
實

な
る
べ
し
。
さ

れ
ど
東
林
よ
り
「
太
極
圖
説
」
を
授
か
り
た
り
と
は
断
定
す

べ
き
吏
實
あ
ら
す
。
(下
巻
、
三
〇
〇
丁
)
と
言

つ
て
ゐ
る
が
、

　

　

　

　

彼

が
東
林
よ
り
太
極
圖
説
を
授
か
り
た
る
の
記
は
何
れ
の
書

に
も
見
え
す
、
唯

「
拍
問
東
林
常
総
繹
師
太
極
圖
之
深

旨
」
と
あ

る
を
以
て
、
軍

に
太
極
圖

の
深
旨
を
拍
問

せ
し
の
み
に
し
て
、

そ
の
説
明
に
よ
り
て
太
極
圖

の
如
何

な
る

も
の
な
る
か
を
膿
得
し
、
且
東
林
の
説
明
に
よ
り
て
得
た
思
想
の
融
合
を
以
て
、
叢

に
彼

の
圖
説
が
成

つ
た
も
の
で

あ

る
と
思
ふ
。

佛
印
了
元
暉
師
と
の
交
渉
。

佛
印
了
元
暉
師
と
の
交
渉
も
亦
密
接

な
る
も
の
が
あ
る
。
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春
陵
有
水
。
日
濃
。
周
公
茂
叔
先
生
所
居
Q
既
樂
鷹
山
之
幽
勝
。
而
築
室
則
以
廉
名
其
難
Q
蓋
識
不
忘
本
尖
Q
予

時
佛
印
繹
師
元
公
寓
鷺
黙
之
上
。
相
與
講
道
爲
方
外
友
云

々
。
(雲
臥
紀
談
、
巻
上
、
績
藏
、
第
一
輯
、
第
二
編
、
一=
套
、
篁

冊
、
三
丁
右
)

此

に
よ

つ
て
見
れ
ば
周
子
は
雇
山
の
蓮
華
峰
下
に
書
室
を
築

い
て
盧

山
の
幽
勝
を
樂

ん
だ
。
時

に
佛
印
繹
師
と
方
外

の
友

と
な
り
相
與
に
渣

を
講
じ

.
師
と
屡
よ
問
語
を
交

へ
て
得

る
所

が
あ
つ
た
事
は
次
の
文
に
よ

つ
て
明
か
で
あ

る
。

公
謁
見
相
與
講
遣
問
日
。
天
命
之
謂
性
傘
性
之
遣
。
暉
門
何
無
心
是
蓮
。
師
日
。
疑
則
別
参
。
公
日
。
墾
則
不
無
。

畢
寛

以
何
爲
滋
。
師
日
。
満
目
青
山

一
任
看
、
公
有
省
。

一
日
忽
見
窓
前
草
生
。
乃
日
。
與
自
家
意
志

一
般
。
(佛

法
金
湯
編
、
巻
=
一、
績
藏
、
第
一
輯
、
第
三
編
、
一
二
套
、
第
五
冊
、
四
七
〇
丁
左
)

此
に
よ

つ
て
明
か
な
る
如
く
、
佛
印
繹
師
に
参
じ
て
省
あ
り
し
事
は
前
述

の
「
登
明
於
佛
印
。
」
と
周
子

の
言

へ
る
言

葉
と
相
待

つ
て

一
暦
瞭
然
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
「
一
日
忽
見
窓
前
草
乃
日
與
自
家
意
志

一
般
。
」
と
言

つ
て
窓
前

の

草
生
の
儘

に
守
静

の
生
活
を
好
み
し
所
な
ど
は
、
明
か
に
彼

が
新
天
地
を
開
拓

せ
し
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
聯
か
不

可
解
な
り
し
「
無
心
是
道
」
も
師
の
「
満
目
青
山

一
任
看
」
と
言

へ
る
に
襲
明
せ
ら
れ
て
薙

に

一
偶
を
呈
し
た

の
で
あ
る
。

昔
本
不
迷
今
不
性
。
心
融
境
會
諮

幽
潜

、
草
深
臆
外
松
當
道
。
番
日
令
入

看
不
厭
。
(
居
士
分
燈
録
、尚

上
)

こ
れ

こ
そ
周
子
が
道
を
膿
認

せ
る
よ
り
來

れ
る
本
來
の
心
境

に
し
て
、
居

る
所

の
境
遇
も
よ
く
心
と
融
會
し
、
幽
潜

の
地
も
亦
自

ら
諮
然
と
し
て
開
け
軌
青
草
は
聰
外
に
茂
り
、
老
松
は
高
く
聾
え
て
自
ら
佳
趣
を
な
し
て
ゐ
る
。
此

の

儒
學
史
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
輝
(
一)

(
一
五
)

57



儘
學
史
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
暉
(
一
)

(
一
六
)

如
き
は
盤

日
之

に
醤
す

る
も
厭

ふ
事
な
し
と

い
ふ
心
も
自
然
と
合
し
た
現
象
帥
實
在
な
る
李
等
不
二
の
心
境

で
あ
る
。

此
の
心
境
よ
り
出
で
た
る
彼

の
學
説
は
叉
自
ら
輝

の
境
域
を
脱
す

る
事
の
出
來

な
い
こ
と
は
明
か
で
あ

る
。
居
士
分

燈
録

に
、
「
佛
印
了
元
繹
師
法
嗣
」
と
あ
る
を
以
て
み
る
も
、
如
何

に
彼
が
繹
門

に
足
を
止
め
し
か

や
知
ら
れ
る
。
蕪

に
於

て
彼
が
世
人
よ
り
窮
暉
客
と
禧
せ
ら
れ
し
事
も
初

め
て
宜
な
b
と
肯
つ
か
れ
る
の
で
あ

る
。

要
す

る
に
周
子
は
壽
涯
・
常
総

・租
心
・
慧
南

・佛
印
等

の
諸
老
宿

に
参
じ
、
叉
佛
書

に
よ

つ
て
彼

が
學
説
の
大
要
を

得
た
の
で
あ
る
。
更

に
彼

が
墾
繹
時

日
年
代
等

に
就
て
考
察
す

べ
き
必
要
あ
る
も
、
本
論
文

の
主
題

で
な
く
且
長
き

に
亙

る
を
以
て
省
略
す

る
事

に
す

る
。
然
し
大
盟

に
於
て
年
代
等
に
は
矛
盾
は
認

め
な
い
様

で
あ
る
。
以
下
張
子
爾

程
子
も
唯
参
灘

の
事
實

の
み
に
止

め
て
お
く
。

(
口
)
張
横
渠
(
δ

二
〇
⊥

〇
七
七
)
張
横
渠
、
名

は
載
、
字

は
子
厚
、
北
宋

の
天
禧
四
年

に
大
梁
に
生

る
。
嘗

て
苑

文
正
公
は
そ
の
才
幹
を
認
め
中
庸

一
編
を
授
け
て

「
儒

者
自
有
名
激
可
樂
何
事
子
兵
。
」
(宋
元
學
案
、
巻
一
毛
、
一
丁
右
)
と

誠

め
た
る
よ
り
翻
然
と
し
て
溢

に
志
し
之
を
繹
老

に
求

め
た
の
で
あ
る
。
任
官

し
て
崇
文
院
校
書
の
官

た
り
し
事
も

あ
り
し
が
、
後
退
い
て
著
述

に
專
念
し
た
Q
熈
寧
十
年
十

二
月
、
五
十
八
歳
を
以
て
卒
し
た
o

張
子

に
於
て
は
暉
的
論
謹
を
得
る
事
は
周
子

に
比
す

れ
ば
乏
し
き
も
、
散
見
す

る
史
料
の
綜
合

に
よ
り
亦
参
暉

の

跡
を
尋

ぬ
る
事
が
出
來

る
。
帥
ち
彼
は
東
林
常
総
暉
師
に
塞
じ
て
ゐ
る
。
鯖
元
直
指
集
忽
下
に
、

涙

一
日
與
張
子
等
同
詣
東
林
論
性
。
故
日
性
宗
。
所
謂
眞
如
性
法
性
性
帥
理
也
。
有
理
法
界
事
法
界
。
理
事
交
徹
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理
外
無
事
。
事
必
有
性
云

々
。
(績
藏
、
第
一
輯
、
第
ご
編
、
一
三
套
、
第
二
冊
、
一
四
七
丁
左
)

斯
く
彼

は
周
子
と
共
に
東
林
常
総
暉
師

に
参
じ
て
性
を
論
じ
て
ゐ
る
。
蓋
し
此
等

の
影
響

に
よ

つ
て
支
那
古
來

の
仁

の
思
想
に
哲
學
的
基
礎
を
與

へ
、
生
は
太
虚
の
凝
集
、
死
は
太
虚

に
蹄
す

る
も
の
と
し
て
生
死

一
如

の
人
生
観
を
抱

き
、
人
の
性

は
虚

明
を
本
然

と
す

る
も
、
太
虚

の
凝
集

に
際
し
て
氣
質

の
相
違
を
來
し
、
氣
質

に
善
悪
の
別
を
生
す

る
も
の
と
な
し
、
鵡
を
以
て
修
爲
の
工
夫
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
朱
子

の
姓
論
は
張
子
の
此
の
學
説
に
負

ふ
所
の

も
の
で
あ
る
。
此
の
外
彼

の
参
暉

は
宋
元
學
案

に
も
散
見
し

て
居
り
、
且
「
又
出
入
干
佛
老
者
累
年
」
(
宋
元
學
案
、
堂

二
、
二
丁
右
)
と
あ
る
か
ら
、
な
ほ
諸
老
宿

に
参
じ
だ
事
は
推
し
て
知
り
得
。
又
其
の
學
説
中
に
表
は
れ
た

る
用
語

の
由

來
等
よ
り
も
、
張
子
の
學
暉

の
事
實
を
謹
す

る
に
足

る
も
の
が
あ
る
。

(
八
)
程
明
道
(
一
〇
一三
T

一
〇
五
八
)
程
明
蓮
、
名
は
顧
、
字
は
伯
淳
、
明
遣
元
年
河
南
洛
陽
に
生
る
。
周
灘
漢

に
師

事
し
、
後
進
士
に
及
第
し
て
官

に
あ
り
し
が
、
嘗

て
王
安
石
と
政
見
を
異
に
せ
し
爲
め
塗

に
職
を
僻
し
た
。
年
五
十

四
歳
を
以
て
卒
す
。
彼
も
亦
史
料

に
よ

つ
て
其
間
常

に
暉
寺
に
出
入
し
、
繹
書
を
研
究
し
、
そ
の
慈
奥

を
究

め
し
事

を
知

り
得

る
。
彼

が
好
ん
で
繹
籍

(敷
家
之
説
)
を
重
ん
じ
だ
た
め
に
、
墾
灘

の
事
實

は
佛
者
側
の
史
料
に
は
見
出
す

事
が
出
來
な
い
。
然
し
彼
も
亦
墾
輝

の
徒
で
あ

つ
だ
事
は
疑
ひ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼

の
學
暉
の
事
實
を
窺

へ
ば

蹄
元
直
指
集
憲
下
に
、

程
子
準
生
愛
讃
佛
書
。
但
不
及
朱
子
之
博
覧
。
伊
川
日
。
明
遁
先
生
出
入
鐸
老
幾
十
年
云

々
。
(
績
藏
、
第
嚢

、
第
二

儒
學
史
上
に
於
け

ろ
朱
子
學
と
輝
(
一
)

(
一
七
)
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儒
學
更
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
麗
(
一
)

(
一
八
)

編
、
=
二
套
、
第
ご
珊
、
一
四
八
丁
左
O
宋
元
學
案
、
巻
=
一、
一
九
丁
右
、
巻
一
三
、
二
丁
左
)

と
言

へ
る
如
く
深
く
佛
書
を
愛
讃

し
て
ゐ
る
。
叉
伊
川

の
「
明
道
先
生
出
入
繹
老
幾
十
年
」
と
言

へ
る
よ
り
彼

の
奏
繹

も
亦
肯
定

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
又
佛
法
金
湯
編

巻

=

一、
居
士
分
燈
録
巻
下
、
蹄
元
直
指
集
巻
下
等

に
、

嘗
日
。
佛
説
光

明
凝
現
。
初
莫
測
其
旨
。
近
看
華
嚴
論
恰
説
得
分
曉
。
盤
是
約
喩
慮
機
破
惑
名
之
爲
光
。
心
垢
解

脱
名
之
爲
明
。
只
是
喩
自
心
光
明
。
便
能
激
化
得
人
。
光
照
無
盤
世
界
。
只
在
聖
人

一
心
之
明
。
所
以
諸
経
之
先
。

皆
説
放
光

一
事
云

々
。
(績
藏
、
第

一輯
、
第
一編
、
二
一
套
、
第
五
冊
、
四
五
五
丁
右
)

と
あ
る
か
ら
、
華
嚴
論

に
よ

つ
て
其

の
旨
を
膿
得
せ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
彼

の
心
性
論
も
亦
此
等

に
負

ふ
所
極

め

て
大
な
る
も
の
が
あ
る
様
で
あ
る
。
彼
は
叉
暉
寺

に
出
入
し
て
暉
規
の
粛
静
な
る
事
を
威
服
し
て
ゐ
る
。
佛
法
金
湯

編

巻

一
二
に
、

明
遁
先
生

一
日
過
定
林
寺
。
偶
見
衆

入
堂
。
周
旋
歩
武
威
儀
濟
濟
伐
鼓
考
鐘
。
外
内
粛
静

一
坐

一
起
並
準
清
規
。

公
嘆
日
。
三
代
謹
樂
盤
在
是
尖
。
(績
藏
、
第
一
輯
、
第
二
編
、
二
一套
、
第
五
班
、
四
七
一
了
右
。
朱
子
丈
集
、
巻
=
δ
、
四
丁
右
)

右
文
中
「
一
日
過
定
林
寺
云

々
。
」
は
、
蓋
し
明
道

が
定
林
寺

の
門
前
を
軍

に
通
過
し
て
の
瞥
見
に
は
非
す
し
て
、
正

し
く
此

の
寺
を
訪
問
せ
し
も
の
で
あ
ら
う
。
過
は
軍

に
蓮
過

の
意
と
訪
問

の
意
と
の
二
つ
が
あ

る
。
戦
國

に
も
至
不

得
復
過
と
言

へ
る
如
く
過
は
訪
問
の
義

に
用

ひ
て
ゐ
る
。
弦

に
彼

が

一
日
定
林
寺
を
訪
問

せ
し
も
の
と
見
る

べ
き
で

あ

る
。
叉
「
一
坐

一
起
並
準
清
規
。
」
に
よ
り
藤
僧
の
動
作
を
観

て
、
コ
ご
代
禮
樂
番
在
是
奥
。
L
と
嘆
美

せ
し
め
た
も
の
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で
あ
る
。
是
を
以
て
彼
の
學
繹

の
謹
と
は
な
し
得
な

い
が
、
彼
を
し
て
清
規
を
嘆
服
せ
し
め
た
事
は
事
實

で
あ
る
。

又
佛
法
金
湯
編
、
居
士
分
燈
録
等

に
、

公
毎
見
繹
子
讃

佛
書
端
荘
整
粛
。
乃
語
學

者
日
。
凡
看
経
書
必
當
如
此
。
今
之
護
書
者
形
容
先
自
怠
惰
了
。
如
何

存
士
山
得
云

々
o
(績
藏
、
第

一
輯
、
第
ご
編
、
二
一
套
、
第
五
班
、
四
七
〇
丁
左
)

と
あ
り
、
此
に
よ
る
と
明
道

は
屡

丸
暉
寺
に
出
入
し
て
寺
内

の
規
矩
を
観
察

し
、
繹
者
の
護
書

の
風
儀

の
端
荘
整
粛

噸

な
る
を
見
て
、
護
書
講
學
は
此
の
如
く
す

べ
き
も
の
な
り
と
戚
嘆
せ
し
も
の
で
あ
る
。
此
等
は
彼

の
繹

に
封
す

る
憧

憬

と
輝
寺
に
出
入
せ
し
遥
般

の
溝
息
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
。
而
し

て
此
等
の
翫

入
は
凡
て
参
灘
の
時

で
あ

つ
た

か
も
知

れ
な

い
o
宋
元
學
案

に
、

明
遣
嘗
與
横
渠
在
興
國
寺
講
論
終
日
Q
而
日
不
知
奮
日
曾
有
甚
人
干
此
慮
講
此
事
。
(巷
一
入
、
一
〇
丁
右
)

と
あ
る
の
と
相
照
す

と
き
は
そ
の
清
息
を
窺
知
す

る
事

が
出
來

る
。
此

に
よ
れ
ば
明
滋

が
張
子
と
共
に
興
國
寺
に
在

つ
て
講
論
し
て
ゐ
る
。
興
國
寺
が
如
何
な
る
寺
な
り
し
か
は
知
め
得
な

い
け
れ
ど
も
、
蓋

し
灘
寺
な
り
と
見
る
も
誤

り
あ
る
ま

い
。
而
し
て
軍

に
彼
等
爾
人
が
此
寺

に
會
し
て
講
論
せ
し
も
の
で
は
な
く
、
此
の
寺
の
信

に
墾
じ
て
、
此

の
僧
も
亦
講

論
の
樹
者
な
り
し
事
も
察

せ
ら
れ
る
。

要
す

る
に
彼

が
墾
暉

の
事
實
は
そ

の
明
文
な
き
も
、
参
繹

の
輩

な
り
し
事
は
否
定
す
る
事

の
出
來

な
い
も
の
で
あ

る

o

儒
學
吏
上
に
於
け

ろ
朱
子
學
と
麗
(
一
)

(
】
九
)
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儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
藤
(
一
)

(
二
〇
)

此

の
如
く
明
道
は
そ
の
師
承
を
審

に
せ
ざ
る
も
、
彼

の
思
想
は
伊
川
の
學
風
よ
り
も
繹
的
色
彩
を
濃
厚
に
有
す
る

も
の
に
し
て
、
定
性
説

の
如
き
後
人
を
し
て
暉
弊
な
り
と
詳
せ
し
む
る
程
な
れ
ば
、
そ
の
學

が
陸
王

の
先
鞭
と

な
り

し
事
も
敢
て
怪
し
む
に
は
足
ら
ぬ
の
で
あ

る
。

(
二
)程
伊
川
(
一
〇
三
ご丁

=

〇
七
)
程
伊
川
、
名

は
願
、
字
は
正
叔
、
伊
川
伯

に
封
せ
ら
れ
し
を
以
て
人
之
を
呼
ん

で
伊
川
と
い
ふ
。

明
道

二
年
河
南
洛
陽
に
生
れ
、

明
道
と
共
に
周
涙
漢

に
學

ぴ
、
嘉
肪

一
一
年
進
士
と
な
り
、
學
官
に

任
用
せ
ら
れ
た
。
後
哲
宗

の
侍
講
と
な
り
名
聲
を
天
下
に
轟

か
せ
し
も
、
當
時
翰
林
に
あ

り
て
文
名
を
は
せ
し
蘇
東

披
及
び
そ

の

一
涙
と
衝
突
し
て
洛
蜀

二
蕪
の
孚
を
惹
起
し
、
彼
は
そ
れ
が
爲

め
に
溶
州

に
左
遷

せ
ら

れ
た
。
然
し
彼

は
屈
す

る
事
な
く
終

に
洛
學
を
大
成
し
た
人
で
あ

る
。
學
問
上
に
於
て
は
常
に
明
道
と
歩
調
を
共

に
せ
し
が
、
明
遣

の
主
情
的
直
観

に
反
し
、
彼

は
圭
智
的
論
理
的

に
し

て
推

理
分
析
に
つ
と
め
た
。
大
観
元
年
五
十
七
歳
を
以
て
卒

し

こ
O

ナ

'

暉
と
の
交
渉

に
就
て
は
、
伊
川
も
亦
常
に
繹
客
と
交

り
熟

心
に
輝
を
學
ん
だ
機

で
あ

る
。
中
年
以
後
は
晦
堂
租
心

・

暉
師

に
参
藤
し
て
縄
要
を
尋
ね
て
居
り
、
晩
年

に
は
霊
源
清
灘
師

に
参

じ
て
暉
要
を
問

ふ
て
ゐ
る
。
佛
法
金
湯
編
巻

=

一に
、

・

弟
顧
字
正
叔
號
伊
川
。
…
…
…
中
略
…
…
…
嘗
致
書
盤
源
清
輝
師
叩
問
繹
要
云
々
。

(綾
藏
、
第
一
輯
、
第
二
編
、
三

套

第
五
冊
、
四

七

一
丁
右
)
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惟
清
輝
師
は
之
に
答

へ
て
次
の
如
く
述

べ
て
ゐ
を
。

某
啓
妄
承
過
聴
以
知
道
者
見
期
。
錐
未

一
奉
目
繋
之
観
。
然
聞
。
公
留
心
此
蓮
甚
久
。
天
下
大
宗
師
歴
叩
殆
偏
。

乃
猶
以
鄙
人
未
見
爲
不
足
。
…
…
…
中
略
…
…
:
・頃
年
間
老
師
言
公
見
威
。
今
覧
法
要
後
序
深
観
信
入
。
眞
實
不
虚

亦
嘗
蒙
見
老
師
時
事
同
也
。
然
老
師
與
公
相
見
時
。
已
自
傷
慈
。
只
欲
當
威
平
和
云

々
。

(國
課
灘
學
大
成
、
璽
源
和
術

筆
語
、
答
併
川
居
士
書
)

此
を

一
讃

せ
ば
自
ら
明
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
公
留
心
此
道
久
天
下
大
宗
師
歴
叩
殆
偏
。
」
と
言

へ
る
は
、
伊
川

の

明
か
に
惟
清
灘
師
に
参
す

る
以
前

に
既

に
久
し
く
輝
學
を
研
究
し
、
天
下
の
諸
老
宿
を
歴
叩
せ
し
事
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
Q
「
頃
年
間
老
師
言
公
見
威
。
」

の

一
句
に
於

て
明
か
な
る
如
く
、
彼

は
惟
清
繹
師
に
参
す

る
以
前

一
老
宿
に

参

じ
て
公
案
を
受
け
た

る
も
の
に
し
て
、
輝
師
は
此
等

の
程
度
を
彼
の
老
宿
よ
り
聞

い
た
も
の
で
あ
る
。
而
し

て
伊

川

の
法
要
後
序
を
見
て
そ
の
程
度

の
淺
か
ら
ざ

る
を
稽
せ
し
も
の
で
あ
る
。
惟

清
輝
師
の
所
謂
「
老
師
」
は
明
か
に
晦

堂
祀
心
灘
師
を
指
し
て
ゐ
る
事
は
推
察
し
得

る
。
蹄
元
直
指
集
憲
下

に
、

「
晦
堂
嘗
以
心
法
授
伊
川
」
(績
藏
、
第
扁
輯
、
第
二
編
、
一
三
套
、
第
ご
班
、
一四
八
丁
左
)

と
あ

る
を
以
て
、
之

と
相
照
す

と
き
は
動
か
す
事
の
出
來
な

い
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
之
が
年
代
上

に
於
て
も
些
の

矛
盾
も
な

い
機

で
あ
る
。
又
黄
宗
義

は
、

「
程
門
高
弟
如
謝
上
藥
・游
定
夫

・楊
鶉
山
下
精
皆
入
禮
學

」
(宋
元
學
案
、
巻
一
三
、
四
丁
右
)

儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
輝
(
一
)

(
一=

)
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儒
學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
灘
(
一
)

(
二
ご
)

と
述

べ
て
ゐ
る
が
、
此
等
よ
り
推
察
す

る
も
程
子

の
學
繹
は
知

る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
に
よ

つ
て
周
張
爾
程
子
の
學
輝

の
漕
息
を
大
略
窺

ひ
得
た
の
で
あ
る
が
、
此
が
學
輝
の
総

て
や
は
な
く
そ
の

生
な
る
も
の
を
あ
げ
た
の
み
で
あ
る
。
此
等
宋
學
中

心
の
學
者
が
縄
學
を
修
研
し
て
そ
の
理
を
究
め
、
又
輝
信

に
墾

じ
て
そ
の
要
を
諦
観
せ
し
事
は
、
そ
の
當
時

の
學
者
及
び
其

の
後

の
學
者

も
認

め
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

斯
く
繹
化
さ
れ
た
る
頭
膿
か
ら
本
來

の
儒

敷
に
哲
學
的
解
繹
を
試

み
π
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等

の
學
説
中

に
現
は

れ
た

る
用
語
の
由
來
等
よ
り
考
察
し
て
も
、
そ
の
學
説
が
繹
臭
を
脱

し
得
な
か

つ
た
事
は
否
定
出
來
な
い
事
實
で
あ

、
る
。
吾
人
は
叢
に
主
と
し
て
墾
灘

に
就

い
て
述

べ
元
の
で
あ

る
が
、
墾
輝

に
よ
る
祀
師
暉
の
影
響

と
共
に
敷
家

の
説

に
負

ふ
所
も
大
で
あ

つ
た
様
で
あ

る
。
此

の
黙
は
朱
子
を
解
す

る
上

に
も
亦
重
要
な
る
事
で
あ
る
。

要
す

る
に
文
献
に
見
ゆ
る
所

に
於
て
は
、
周
子
に
於
て
最
も
多

く
學
暉

の
記
事
が
認

め
ら
る
、
と
共

に
排
鐸
の
言

葉
は
少

い
の
で
あ

る
。
張
子
は
學
灘

の
事
實

の
少
き
だ
け
に
排
暉
の
言
僻
は
比
較
的
少

い
の
で
あ
る
。
爾
程
子
に
至

つ
て
は
學

暉
と
排
鐸
と
は
相
牢
ば
し
て
ゐ
る
様

で
あ

る
。
最
後

に
朱
子
に
至
つ
て
は
そ
の
爾
極
端

に
達

し
、
多
く

の

矛
盾

が
見
出

さ
る
、
の
で
あ

る
。

此

の
章
を
終
る
に
當

つ
て

=
爵
附
加

し
度

い
事
は
彼
等

の
排
輝
の
態
度

で
あ
る
Q
宋
代
の
學
・者
は
前
述
の
如
く
學
・

輝

に
よ

つ
て
そ
の
思
想
を
豊
富
な
ら
し
め
元
の
で
あ

る
。
而

し
て
参
繹
は
當
時

の
時
代
的
思
潮
で
あ

つ
た
様
で
あ
る

が
、
然
し
彼
等
は
眞
に
墾
暉

の
徒
で
あ
り
得
だ
で
あ
ら
う
か
。
繹
に
封
す

る
研
究

の
態
度
は
各
皆
熟

心
で
あ
つ
た
様
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で
あ
る
が
、
歴
吏
的
眼
を
以
て
そ
の
謎
遷
を
な
が
む
る
と
き
は
、
甚
だ
面
臼
か
ら
ざ
る
傾
向
を
見
出
す

の
で
あ
る
。

夫
れ
は
韓
愈

に
芽
生
え
、
欧
陽
修

に
よ

つ
て
培
は
れ
、
彼
等

に
よ
つ
て
誤
ら
れ
た
る
陽
儒
陰
暉

の
思
想
傾
向
で
あ

る
。

彼
等
は
上
述

の
如
く
其

の
思
想
の
多
く
を
輝
に
ょ
つ
て
不
知
不
識

の
聞

に
培
養

せ
ら
れ
だ
に
も
拘
ら
す
、
多
く
の
場

合
極
め
て
愚
劣
な
る
手
段

に
よ
つ
て
之
を
抹
殺
し
去
ら
ん
と
し
、
輝
弊
を
ロ
實
と
し
て
却

つ
て
自
ら
の
矛
盾

に
陥

つ

て
ゐ
る
。
例

へ
ば
佛
租
歴
代
通
載
憲

一
九

に
、
李
屏
山
が
爾
程
子

の
周
子
に
學

ん
で
科
墓

の
習
を
厭

ふ
て
蓮
を
求

め

し
事
を
辮

じ
て
、

・

、

道

之
不
明
。
異
端
害
之
也
。
古
之
害
近
而
易
知
。
今
之
害
深
而
難
辮
。
昔
之
惑
人
也
乗
其
迷
暗
。
今
之
惑
人
也
固

其
高
明
。
自
謂
之
窮
紳
知
化
而
不
足
以
開
物
成
努
。
名
爲
無
不
周
偏
而
其
實
乖
於
倫

理
。
錐
云
窮
深
極
微
而
不
可

以
入
尭
舜
之
道
。
天
下
之
學
者
非
淺
随
固
滞
則
必
入
於
此
。
悲
夫
諸
儒
排
佛
之
害
。
無
如
此
説
之
深
旦
痛
也
。
言

讃

周
易
知
異
端
之
不
足
怪
。
讃
荘
子
知
異
端
之
皆
可
喜
。
護
維
摩
経
知
其
異
端
也
。
讃
華
嚴
経
始
知
無
異
端
也
。

一云
々
O
(大
正
藏
経
、
第
西
九
巻
、
史
傳
部
一、
六
七
一
丁
)

と
述

べ
て
ゐ
る
如
く
発
舜

の
遣
を
以

て

一
に
正
し
き
信
條
と
な
せ
る
彼
等

も
亦

次
に
述

べ
ん
と
す
る
朱
子
と
同
じ
く

學

的
偏

見
に
薦
す
る
も
の
に
し

て
、
右
文

の
如
き
は
李
屏
山

の
言

の
如
く
排
佛
説
と
し
て
は
深
且
痛
な
る
思
想
的
意

味

を
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
而
し

て
叢

に
注
意
す

べ
き
は
排
佛
的
態
度

に
し
て
、
韓
愈
が
佛
骨
表
を
以

て
排
佛

の
先

騙
と
な
り
し
頃
に
は
、
そ

の
排
佛

の
理
由
は
極
め
て
淺
薄
な
る
根
祇
な
き
外
形
的
誹
議
で
あ

つ
た
け
れ
ど
も
、
前
述

儒
…學
史
上
に
於
ゆり
ろ
朱
子
學
と
…騨
(
一
)

(
二
三
)
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儒
學
更
上
に
於
け
お
果
子
學
と
藤
(
"
)

(
ご
四
)

の
排
佛
説

の
如

き
は
梢
深
き
理
論
的
根
擦
を
以

て
、
薯
し
く
内
的
思
想
的
色
彩
を
有
し

て
ゐ
る
事
で
あ

る
o
此

れ
宋

{學
と
佛
敷
と
の
接
近
を
意
味
す

る
と
共
に
、
宋
學
・そ
の
も

の
が
漸
次
心
理
的
考
察

に
傾

い
て
來
た
事
を
示
す
も

の
に

し
て
、
朱
子
に
至

つ
て
此
等

の
傾
向
は
盆

々
濃
厚
と
な

つ
て
來
た
の
で
あ
る
。

三

宋
朝

に
於
け
ゐ
唯
心
圭
義
的
傾
向

朱
子
を
述
ぶ
る
に
當
b
今

一
つ
述

べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
事
は
、
宋
朝

に
於
け
る
繹
的
唯
心
ま
義
の
傾
向
で
あ

る
。
此
等
の
事
は
別

に
述

べ
す
と
も
自
ら
明
か
で
あ
る
が
左
に
簡
輩
・に
述

べ
て
み
よ
う
。

宋
學

は
言

ふ
迄
も
な
く
、
唐
末
よ
り
盆

々
隆

盛
に
赴

い
た
佛
激
特
に
暉
の
影
響

を
受
け
て
北
宋
の
學
者
達

に
よ

つ

て
創

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
抑

々
宋
學

の
特
徴
と
せ
る
所
は
理
氣

心
性

の
問
題
に
し
て
、
前
者
は
易
の
繋
僻
傳

の

思
想

に
基

い
て
、
理
は

一
に
し
て
氣

に
差
別
あ
り
と
す

る
儒
敷
の
世
界
観
で
あ
る
。
後
者
は
佛
激
殊
に
輝
の
心
性
親

と
深

い
關
係
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
而
し

て
理
氣

二
元
論

の
如
き
は
孔
孟
の
眞
意

に
は
非
す
し
て
、
佛
激
的
考
よ

り
出
で
た
る
も
の
と
既
す

る
學
者

の
あ

る
如
く
、
暗

に
佛
駿
哲
理

の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
宋
儒

の
中

に
於
て
も
程
明
道

が

「
論
性
不
論
氣
不
備
。
論
氣
不
論
性
不
明
。

ご
之
則
不
是
。
」
と
唱

へ
し

一
元
論
は
、
朱
子

一
派

の
哲

理
を
含
み
し
程
伊
川
の
一
一元
論
的
傾
向
と
は
聯
か
そ
の
趣
を
異

に
せ
る
も
、
そ

の
思
想
の
根
祇
に
於
て
は
佛
数

的
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
事
は
同

一
で
あ

る
。
更

に
そ
の
心
性
問
題

に
關

し
て
は
、
南
宋
よ
り
明

に
亙

つ
て
著
し
く
登

展
し
、
陸
王
諸
子
の
學

が
北
宋
に
於
け

る
此
等
心
性
研
究
の
成
果
な
り
し
事
は
明
か
で
あ

つ
て
、
北
宋

の
儒

者
の
多
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く
は
盛
に
暉
客
と
交
遊
し
繹
籍
を
渉
猟
し
て
、
著
し
く
唯
心
ま
義
的
傾
向
を
有
す

る
患

想
帥
ち
宋
學

の
大
成
を

な
す

に
至

つ
た

の
で
あ

る
。
今

そ
の
主
な
る
も
の
に
就

い
て
考

ふ
れ
ば
、
前
述
せ
る
宋
學
中
心
の
學
者
の
墾

暉
に
よ

つ
て

明
か
な
る
如
く
、
周
子
は
晦
堂
祀
心
繹
師
よ
り
自
家
屋
裏

に
向

つ
て
打
黙
す

べ
き
事
を
激

へ
ら
れ

「
顔
子
不
改

其
樂

所
樂
何
事
。
」
(居
士
分
燈
録
巷
下
)
と
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
叉
明
這
が
「
…昔
受
學
於
周
茂
叔
毎
倫
尋
仲
尼
顔
子
樂
庭
所
…樂
何
事
」

(宋
元
學
案
、
巻
=
一、
;
〒
左
)と
言

つ
て
ゐ
る
の
は
周
子
が
門
弟
に
示
し
た
言
葉

で
あ
り
、
.又
明
滋
は
、
「
周
茂
叔
窩
前

草
不
除

去
。
問

之
云
。
與
自
家
意
士

一
般
」
(同
上
)
と
周
子

に
就

い
て
述
懐
し
て
ゐ
る
。
此

等
の
数
言
を
味

ふ
と
き
、

周
子

の
胸
奥

に
は
唯

心
主
義

の
鋒
錐
が
芽
生
え

て
ゐ
π
事

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
蓋
し
漢
唐
以
來

の
學

者

が
徒
ら
に
訓
話
の
學

に
傾
き
、

そ
の
内
省
を
怠

)
し
を
戒

め
ん
と
し

て
生

れ
し
も
の
に
し
て
、
彼
の
哲
學

に
於
け

る

主
静
主
義

と
相
待

つ
て
宋
學
・の
圭
流
を
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。

-

次

に
先
天
圖
を
以
て
彼
濁
自

の
哲
學

を
創
造
し
た
鶴

康
節
の
如
き
は
全
く
灘
者
の
如
き
観
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

彼
は
六
十
四
卦
圓
圖
方
位
圖

に
於
て
、
「
先
天
學
心
法
也
。
圓
皆
從
中

起
萬
化
萬
事
生
干
心
也
。
」
(
宋
元
學
案
、
巷
一
〇
、

五
丁
右
)
と
言
ひ
、
或
は
「
心

一
而
不
分
別
。
能
癒
萬
縫
。
此
君
子
所
以
虚
心
而
不
動
也
。
」
と
述

べ
て
ゐ
る
如
く
、
心

を
以
て
萬
物

の
中
心
な
り
と
考

ふ
る
思
想
は
此

威
に
も
見
出

さ
る
、
の
で
あ
る
。
(裸
學
思
想
更
参
照
)

彼

の
朱
陸

の
二
大
思
想
を
生

み
出
し
紀
二
程
子

の
思
想

に
於
て
も
、
金
湯
編
懇

=

一
に
程
顛

が

「
心
照
無
盤
世
界
。

只
在
聖
人

噌
心
之
明
。
」
(綾
藏
、
第

}輯
、
第
二
編
、
噌二
套
、
第
五
冊
、
凶
七
〇
丁
左
)
と
言

つ
て
居
わ
、
或

は
程
噸

が
浩
州

に
疑

儒
……學
史
上
に
於
け
る
朱
子
學
と
繭
岬(
一
)

(
二
五
)
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儒
學
史
上
に
於
け
ろ
朱
子
學
と
暉
(
一
)

(ご
六
)

せ
ら
れ
て
江
を
渡

る
と
き
遭
難

に
際
し
て
「
心
存
誠
敬
」
と
言
つ
て
自
若
た
り
し
も
の
は
等
し
く

一
心
を
以
て
、
萬
化

萬
理
に
慮
す
る
宋
學
濁
特
の
見
方
で
あ

つ
て
、
此
等

の
人

々
が
如
何

に
心
性
問
題

を
中
心
と
し

て
考
察
し
つ
、
あ
り

し
か
や
窺
は
れ

る
の
で
あ

る
。
斯

る
雰
園
氣
の
中

に
人
と
な
り
し
朱
子
の
研
究
も
亦
已
上

の
諸
子

の
如
く
、
頗

る
唯

心
的
傾
向
を
有
す

る
も
の
に
し

て
、
朱
子
が
斯

る
時
代
の
傾
向
よ
り
灘
観

へ
と
進

み
し
事
は
、
吾
人
が
此
等
幾
多
の

前
提

の
次
に
述

べ
ん
と
す
乃
問
題

に
よ

つ
て
充
分

に
見

る
事
が
出
來
る
。

四

朱
子
學
の
由
來
芒
其
成
立

周
涙
漢

に
よ

つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
,
朱
子

に
至

つ
て
統

一
大
成
せ
ら
れ
た
宋
學

は
、
後
世
朱
子
學
派
と
し
て

凶
派

を
な
す

に
至
つ
た
。
帥
ち
周
張
程
子

の
學
説
を
解
繹
綜
合
し
て

一
層
暉
味
深

い
宋
代
の
所
謂
儒
敏
哲
學

な
る

一
學
説

を
大
成
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
朱
子

の
學
問

が
李
延
準
よ
り
出
で

、
ゐ
る
事
は
、
朱
子
語
類

・文
集
・
年
譜
及
び
宋
元

學
・案
等

に
よ
つ
て
明
か
に
謹
明
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
李
延
李
は
朱
章
齋
と
共

に
羅
豫
章

に
學

び
、
羅
豫
章
は
楊
轟
山

に
學

ん
で
ゐ
る
が
故

に
、
朱
子
學

は
雨
程
子
の
門

に
出
て
ゐ
る
事
は
何
人
も
承
認
す

る
所

で
あ
る
。
伺
叉
朱
子
は
劉

屏
山
・
胡
籍
漢

・劉
自
水
等

に
學
を
受
け
た
。

而
し
て
朱
子
學
匠
が
皆
暉
を
學
び
し
人

で
あ
)
、
且
朱
子
源
流

の
人

々

の
學
輝
の
事
實
は
前
述

の
如
く
歴
然
た
る
跡
を
残

し
て
ゐ
る
。
叉
朱
子
は
大
慧
宗
呆

.開
善
道
謙

。天
目
滅
翁
等

の
諸

老
宿
に
親
し
く
参
繹
し
て
琿
要
を
禮
得
し
て
ゐ
る
。

さ
れ
ば
朱
子
學

が
其

の
暉
臭
を
帯

び
て
ゐ
る
事
は
自
ら
明
自
な

る
事
實
で
あ

る
。
此

の
如
く
漢
唐
以
來
の
久
し
き
に
亙

る
訓
話
學
的
儒
敢

の
反
動

と
し
て
、
叢
に
哲
學
的
宗

数
的
學
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問

が
大
成
せ
ら
れ
π

の
で
あ

る
o

で
あ
る
。

こ
れ
朱
子
學

が
從
來
に
於
け

る
儒
學
と
大

い
に
そ
の
趣
を
異

に
し
て
生
れ
た
所
以
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