
f
n久
局
、
。
ル

一一一
浦

の

梅

哲

事

園

第
三
十
八
巻

第
三
競

ー
ー
極
東
儒
皐
思
想
史
の
見
地
か
ら
|
|

日
本
も
し
く
は
極
東
の
思
想
文
化
に
関
心
を
も
つ
ほ
ど
の
人
で
、
三
浦
梅
園
の
名
を

決
し
て
最
初
か
ら
そ
う
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
生
前
す
で
に
『
敢
語
』
〈
安
永
四
年
)
『
寓
意
』
(
天
明
三
年
)

(
天
明
八
年
刻
〉
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

一

梅
園
再
設
見
の
歴
史

二

億

記

三
梅
園
の
自
然
哲
拳
の
概
要

四
む
す
び

梅
園
再
護
見
の
歴
史

今
日
、

峡
(
天
明
六
年
序
)
『
梅
園
詩
集
』

(
『
梅
園
拾
業
』
を
ふ
く
む
、
安
政
二
年
)
が
出
さ
れ
て
い
て
、

315 

『
梅
園
叢
書
』

っ
た
。
主
著
梅
園
三
語
(
『玄
語
』
『
賛
語
』
『
敢
語
』)
の
う
ち
、

『
費
語
』
の
一
部
や
『
敢
一
語
』

島
知
ら
ぬ
も

昭
和
五
十
四
年
十
二
月

田

度

の
は
あ
る
ま
い
。
し

『詩
轍
』

(天
明
六
年
〉

せ著
し司、
て『
著賛
述語
に』

は喜善
か悪
な l険
主主主 〆へ
な茎
る臥

十
隠 二
君年

Z話
ぃ天
う人

す
で

に
刊
行
さ
れ
て
い
た

設
行

次

-1-

か
し
、
そ
れ
t土

『
賢
一
詰
』
天
地

峡
(
天
保
一

年

わ
け
で
は
な
力、

の
で
あ
る
。

し
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か
し
、
大
.
さ
つ
ば
に
い
っ
て
明
治
三
十
年
代
よ
り
以
前
、
北
九
州
の
地
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、

全
園
的
規
模
で
果
し
て
ど
の
く
ら
い
知
ら
れ

て
い
た
か
、
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
。
嘗
時
の
著
述
家
の
著
作
の
う
ち
に
梅
園
へ
の
言
及
を
護
見
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
よ
う
に

見
う
け
ら
れ
る
。

梅
園
顕
彰
の
第
一
撃
を
あ
げ
た
の
は
内
藤
湖
南
で
あ
る
。
明
治
二
十
九
年
、
大
阪
朝
日
新
聞
に
連
載
せ
ら
れ
た

「
関
西
文
運
論
」
(
翌
年

『近

世
文
皐
史
論
』
と
し
て
箪
行
)
に
、
今
日
で
は
あ
ま
り
に
有
名
な
次
の
言
葉
が
あ
る
。

之
を
前
輩
の
言
に
聞
く
、
「
(
徳
川
)
三
百
年
間
、
其
の
=
電
人
に
資
る
所
な
く
し
て
、
断
々
た
る
創
見
護
明
の
読
を
魚
せ
し
者
、
富
永
仲
基

の
『
出
定
後
語
』
、
三
浦
梅
園
の
三
語
、
山
片
矯
桃
の
『
夢
の
代
』
三
書
是
の
み
。
関
東
同
学
者
、
頭
を
四
子
五
経
に
埋
め
て
、
門
戸
の
主
張

に
一
生
の
精
力
を
耗
す
。
而
し
て
関
西
に
は
則
ち
往
々
能
く
流
俗
見
に
超
脱
し
て
、
心
を
根
抵
の
疑
問
に
用
い
た
る
者
あ
り
」
と
。
(
全
集

て

五

八
ペ

ー
ジ
)

前
輩
の
言
に
聞
く
の
前
輩
が

水
戸
弘
道
館
出
身
の
歴
史
家
内
藤
恥
畏
で
あ

っ
た
こ
と
は

」の

一
段
の
文
章
の
組
型
た
る
「
樗
陰
散
語
」

- 2 ー

(
明
治
二
十
六
年
十
月
「
日
本
人
」
第
二
鋭
、
全
集
一
)
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
ご
く
一
部
の
具
眼
の
土
は
つ
と
に
梅
園
の
皐
問
に
注
目
し
て
レ
た
の

で
あ
る
が
、
雨
内
藤
の
顛
彰
が
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
放
果
を
生
ん
だ
も
の
か
、
知
る
よ
し
も
な
い
。

や
が
て
明
治
三
十
二
年
、
東
京
帝
園
大
皐
文
科
大
皐
が
三
浦
家
よ
り
玄
語
、
賛
語
を
借
り
出
し
て
謄
寓
し
た
こ
と
、

明
治
三
十
四
年
J
三
十

六
年
に
か
け
て
の
井
上
哲
次
郎

・
蟹
江
義
丸
編
『
日
本
倫
理
業
編
』
が
そ
の
濁
立
拳
波
の
加
に
、
帆
足
蔦
里
、
二
宮
隼
徳
と
と
も
に
、
賓
語
、

敢
語
、
梅
園
叢
書
、
梅
園
拾
葉
な
ど
を
牧
め
た
こ
と
が
、
そ
の
直
接
間
接
の
数
果
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

」
の
日
本
倫
理
業
編
は
徳
川
時
代
漢

撃
の
選
集
と
し
て
非
常
に
普
及
し
、
今
日
な
お
需
要
が
絶
え
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
梅
園
(
編
中
、
量
的
に
は
熊
津
蕃
山
に
次
ぐ
)
の
存

在
は
そ
れ
に
よ
っ
て
一
家
に
認
識
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

た
だ
残
念
な
こ
と
に

そ
の
う
ち
に
は

「多
賀
墨

卿
君
に
答
う
る
〈
第
一
)
書
」

は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

な
る
ほ
ど
実
編
に
牧
め
る
『
梅
園
拾
葉
』
巻
之
中
の
目
録
に
は

一
、
答
多
賀
墨

卿
、
と
標
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、

そ
の
す
ぐ
下
に
「
文
長
く
孤
行
す
る
を
以
て
愛
に
は
ぶ
く
」
と
注
記
さ
れ
、
事
責
本
文
中
に
は
牧
録
さ
れ
て



の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
明
治
に
入
っ
て
実
編
の
編
集
に
あ
た
っ
て
慮
置
せ
ら

れ
た
こ
と
で
な
く
、
安
政
二
年
の
原
刊
本
に
お
い
て
既
に
そ
う
な
の
で
あ
っ
た
。
業
編
は
原
刊
本
を
そ
の
ま
ま
採
っ
た
の
で
、
は
ぶ
か
れ
た
も

「
多
賀
墨
卿
君
に
答
う
る
書
」
は
梅
園
じ
し
ん
が
自
己
の
哲
皐
へ
の
入
門
書
と
し
て
し
ば
し
ば
人

い
な
い
。
牧
録
さ
れ
て
い
る
の
は
再
答
書
、
三
答
書
、

の
を
補
う
勢
は
と
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

に
す
す
め
て
い
る
も
の
で
、

寓
本
と
し
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
疑
な
い
。

し
か
し
そ
の
流
布
は
郷
黛
の
範
園
を
出
で
な
か
っ
た
も
の
の
如

く

『
園
書
泊
料
目
録
』
に
も
全
集
以
下
の
活
字
本
を
あ
げ
る
の
み
で
、

一
部
の
寓
本
を
も
著
録
し
て
い
な
い
。
き
わ
め
て
贋
く
普
及
し
た
日
本

倫
理
業
編
に
本
書
が
牧
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
哲
皐
者
梅
園
の
認
識
を
い
ち
じ
る
し
く
お
く
ら
せ
た
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
わ
れ
る
。

梅
園
再
認
識
の
歴
史
に
お
い
て
、
以
上
の
二
事
(
内
藤
湖
南
云
云
と
日
本
倫
理
案
編
云
云
〉
を
い
わ
ば
前
史
と
す
る
な
ら
ば
、
本
格
的
な
額
彰
は

三
人
の
聞
学
者
の
手
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
一
、
二
十
六
才
、
浪
人
時
代
の
河
上
肇
が
明
治
三
十
八
年
『
園
家
皐
舎
雑
誌
』

一
九
巻

五
時
肌
に
「
三
浦
梅
園
の
債
原
及
び
本
居
宣
長
の
玉
く
し
げ
別
本
に
見
ら
れ
る
貨
幣
論
」
を
書
い
て
、
梅
園
が
グ
レ
シ
ャ
ム
(
一
五
七
九
死
〉
の
法

- 3 ー

則
と
同
等
な
法
則
を
護
見
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
以
後
、
梅
園
は
畢
な
る
い
わ
ゆ
る
皐
者
、
儒
者
と
し
て
の
外
に
、
む
し
ろ
経
済
皐
史

上
の
人
物
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
大
正
元
年
『
梅
圏
全
集
』
上
巻
一
一
二
四
ペ
ー
ジ
、
下
巻
九
六
六
ペ
ー
ジ
が
刊
行
さ
れ
た
の
は

特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
正
三
年
に
書
か
れ
た
小
柳
司
気
太
「
三
浦
梅
園
」
(
『哲
祭
雑
誌
』
二
九
、
の
ち
『
東
洋
国
道
の
研

究
もE

'-" 

は
、
梅
園
の
梅
園
た
る
ゆ
え
ん
を
哲
開
学
者
た
る
黙
に
あ
り
と
見
さ
だ
め
、

そ
の
哲
皐
思
想
を
概
観
し
よ
う
と
試
み
た
苦
心
の
作
で
あ
る

が
、
そ
れ
ほ
ど
の
反
響
も
呼
び
お
こ
し
た
よ
う
で
も
な
い
。
第
二
、
哲
聞
学
者
梅
園
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
三
枝

博
音
の
功
績
で
あ
る
。
三
枝
氏
は
西
洋
哲
皐
の
研
究
者
と
し
て
、
ま
た
唯
物
論
哲
撃
者
と
し
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
た
人
で
あ
り
、
そ
の
方
面
の
著

『
日
本
哲
準
金
書
』
全
一
二
巻
の
編
集
、
解
説
が
、

述
も
少
く
な
い
が
、
同
時
に
日
本
の
思
想
史
の
研
究
者
と
し
て
も
多
く
の
仕
事
を
し
た
。

日
本
の
思
想
文
献
を
ア
カ
デ
ミ
ー
以
外
に
贋
く
解
放
し
た
ご
と
き
、
特
筆
せ
ら
る
べ
き
功
績
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
業
績
の
最
大

の
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
、
哲
皐
者
三
浦
梅
園
を
精
力
的
に
紹
介
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
哲
皐
金
書
の
自
然
哲
皐
の
舶
に
解
説
を
試
み
た

317 

の
を
始
め
と
し
て
、

彪
然
八
百
ペ
ー
ジ
に
あ
ま
る

『
三
浦
梅
園
の
哲
摩
』

〈
昭
和
十
六
年
)
、

っ
さ
つ
い
て

『
梅
園
哲
皐
入
門
』
(
昭
和
十
八
年
〉
な
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ど
の
事
書
を
出
し
た
ほ
か
、
あ
ら
ゆ
る
機
曾
を
と
ら
え
て
哲
皐
者
梅
園
の
偉
大
な
濁
創
性
を
力
説
し
た
。
明
治
以
前
日
本
の
最
高
の
鐙
系
的
哲

日
本
に
お
い
て
濁
自
に
縛
誼
法
論
理
を
把
握
し
騒
使
し
た
哲
皐
者
、
要
す
る
に
梅
園
H
哲
皐
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
ひ
と
え
に
一
二
校

皐
者
、

氏
の
努
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
、
定
着
し
た
も
の
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

「
多
賀
墨
卿
君
に
答
う
る
書
」
の
重
要
性
に
注
目
し
そ
の

現
代
語
語
を
こ
こ
ろ
み
た
の
も
(
『三
浦
梅
園
の
哲
四
月
干
』
第
二
編
)
三
枝
氏
で
あ
り
、

ま
た
右
の
答
多
賀
書
、
債
原
な
ど
を
岩
波
文
庫

『
三
浦
梅
園

集
Ik. 

一
般
に
牧
め
て
普
及
を
は
か
っ
た
の
も
三
枝
氏
で
あ
っ
た
。

最
後
に
第
三
、

つ
い
昨
年
、
昭
和
五
十
三
年
、

七
十
九
才
で
逝
去
せ
ら
れ
た
田
口
正
治
が
く
る
。
夫
人
が
三
浦
家
の
出
で
あ
る
関
係
か
ら
、

三
浦
家
に
驚
異
的
と
も
い
う
べ
き
完
全
さ
で

保
存
さ
れ
て
い
る
梅
園
の
多
種
多
様
の
手
稿
本
を
整
理
研
究
す
る
こ
と
を
自
己
の
使
命
と
し
て

な
ど
を
謄
潟
版
で
公
け
に
し
、
そ
れ
ら
は
晩
年
、
思
想
内
容
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
と
と
も
に

『
玄
語
稿
本
之
研
究
』

『
三
浦
梅
園
の
研
究
』

に
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
『
三
浦
梅
園
の
研
究
」
と
吉
川
弘
文
舘
「
人
物
叢
書
」
中
の
『
三

(
昭
和
四
十
二
年
)
の
二
胡
は
精
細
に
し
て
正
確
、
今
後
の
研
究
の
た
め
に
確
固
た
る
基
礎
を
お
い
た
も
の
と
し
て
、
特
筆
さ
れ
な
け

『
三
浦
梅
園
年
譜
』

一
九
七
九
年
、
創
文
祉
、

- 4 一

浦
梅
園
』

れ
ば
な
ら
な
い
。
三
枝
氏
が
哲
皐
者
梅
園
を
顛
彰
さ
れ
た
功
績
は
偉
大
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
梅
園
哲
皐
の
具
程
的
内
容
、

つ
ま
り
濁

特
の
概
念
、
用
語
、
論
述
様
式
な
ど
に
つ
い
て
の
氏
の
解
説
は
、
と
も
す
れ
ば
カ
ン
ト
、

へ
1
ゲ
ル
な
ど
の
概
念
へ
の
性
急
な
同
定
、

そ
の
上

で
の
無
用
の
演
鐸
が
め
だ
ち
、
率
直
に
言
っ
て
今
日
で
は
あ
ま
り
役
に
た
つ
も
の
で
は
な
い
。
今
日
、
梅
園
研
究
は
田
口
氏
の
諸
業
績
を
出
設

貼
と
し
て
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
事
寅
、
若
い
有
志
の
ひ
と
び
と
の
聞
で
熱
心
に
す
す
め
ら
れ
、
す
で
に
相
嘗
大
き
な
成
果
が
あ
が
っ

て
い
る
。

停

コu--2ロ

梅
園
の
停
記
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
岩
波
文
庫
『
三
浦
梅
園
集
』
所
牧
の
長
男
美
鶴
、
字
は
修
齢
、
の
撰
し
た
行
肢
が
も
っ
と
も
擦
る
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
今
日
で
は
前
述
の
田
口
氏
『
三
浦
梅
園
』
お
よ
び
『
一
一
一
浦
梅
園
年
譜
』
に
ま
き
る
も
の
は
な
い
。



す
す
む

こ
こ
で
は
極
く
簡
単
に
俸
記
の
概
略
を
述
べ
る
。
一
ニ
浦
梅
園
、
名
は
菅
、
字
は
安
貞
、
豊
後
の
園
東
郡
富
永
村
、
い
ま
の
大
分
豚
東
国
東
郡
安

岐
町
大
字
富
清
、
に
生
ま
れ
た
。
享
保
八
年
(
一
七
二
三
、
潅
正
元
年
)
|
|
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
、
乾
隆
五
十
四
年
)
。
藩
は
松
卒
氏
の
杵
築
藩
、

三
高
二
千
石
。
安
藤
昌
盆
の
死
後
二
十
年
の
生
ま
れ
、
『
解
佳
新
書
』
誇
業
の
賞
質
的
推
進
者
た
る
中
津
藩
嘗
前
野
良
津
と
同
年
の
生
ま
れ
、

山
片
婚
桃
に
は
二
十
五
歳
の
年
長
。
中
園
で
い
え
ば
、
梅
文
鼎
の
死
後
二
年
の
生
ま

富
永
仲
基
に
は
七
歳
の
後
輩
、

本
居
宣
長
に
は
七
歳
、

れ
、
戴
震
よ
り
一
歳
、
銭
大
所
よ
り
五
歳
、
章
皐
誠
よ
り
十
五
歳
の
年
長
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
う
と
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
同
年
の
生
ま
れ
、

カ
ン
ト
よ
り
一
歳
の
年
長
。
つ
ま
り
前
野
、
本
居
、
戴
震
、
章
皐
誠
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
カ
ン
ト
な
ど
と
完
全
な
同
時
代
人
で
あ
っ
た
。
こ

と
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
は
生
年
が
同
一
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
波
年
も
梅
園
の
方
が
一
年
を
先
ん
ず
る
の
み
に
す
ぎ
な
い
。

四
、
五
代
ま
え
は
里
正
(
つ
ま
り
庄
屋
?
)
、
祖
父
の
代
か
ら
は
醤
者
、

浦
家
は
郡
の

名
望
家
で
、

こ
れ
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
嘗
主
は
代
々
醤
者
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
梅
園
も
醤
を
業
と
し
た
が

一
方
で
は
家
で
儒
皐
の
塾
を
ひ
ら
き
、
常
時
、
塾
生
十
人
内
外
が
寄
宿
し
て
い
た
と
い
う
。
中
津
の
一
帽
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津
議
吉
の
祖
父
も
こ
の
塾
の
塾
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
の
家
は
田
舎
の
い
わ
ゆ
る
旦
那
衆
の
家
で
、
と
も
か
く
ち
ゃ

ん
と
し
た
暮
し
の
イ
ン
テ
リ
の
家
庭
で
あ
る
。
行
献
に
「
家
貧
し
く
し
て
云
云
」
と
あ
る
の
は
、
文
字
通
り
に
は
受
け
と
れ
な
い
。
梅
園
は
こ

の
よ
う
な
家
庭
で
六
人
き
ょ
う
だ
い
、
そ
の
五
人
は
女
の
う
ち
の
唯
ひ
と
り
の
男
子
、

つ
ま
り
跡
と
り
息
子
と
し
て
大
切
に
育
て
ら
れ
た
。
貧

苦
の
中
で
刻
苦
勉
酌
附
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、

そ
の
内
面
生
活
は
か
な
ら
ず
し
も
太
卒
無
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

「
洞
仙
先
生
口
授
」
に
は
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

吾
、
十
歳
に
満
た
ざ
り
し
う
ち
よ
り
、
大
い
に
疑
圏
を
蓄
へ
き
。
其
の
疑
固
と
い
う
は
、
吾
か
く
の
如
く
生
ま
れ
来
る
に
、
何
う
い
ふ
慮

よ
り
来
る
と
も
、
何
う
い
ふ
慮
に
行
く
と
も
、
生
ま
れ
ぬ
さ
き
の
前
へ
も
手
届
か
ず
、
死
し
て
後
の
後
も
手
届
か
ず
。
天
の
端
を
何
慮
を

限
り
、
地
の
底
を
何
慮
を
限
り
、
限
り
を
置
け
ば
其
の
外
(
限
界
の
さ
ら
に
外
部
が
〉
出
来
、
一
向
つ
ま
ら
ぬ
よ
う
に
な
り
、
さ
て
か
う
思

ふ
心
も
何
う
し
て
出
来
た
と
も
、
何
う
し
て
消
ゆ
る
と
も
、
雲
が
何
う
し
て
出
来
る
と
も
、
目
が
何
故
見
ゆ
る
や
ら
、
耳
が
何
故
聞
ゆ
る

や
ら
、
思
へ
ば
思
ふ
ほ
ど
合
貼
ゆ
か
ず
な
り
、
子
供
心
に
心
細
く
な
り
て
、
い
か
う
心
苦
し
か
り
き
。
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つ
ま
り
、
子
供
な
が
ら
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

人
の
癖
に
、
雷
の
鳴
り
地
震
の
振
る
に
あ
へ
ば
不
思
議
な
り
と
(
云
ふ
と
〉
難
も
、
我
が
心
に
は
鳴
る
も
不
思
議
、

そ
の
鳴
ら
ざ
る
の
も
聞

え
ず
〈
合
黙
が
ゆ
か
ぬ

vi---た
と
へ
ば

火
は
何
故
に
熱
き
ぞ

水
は
何
故
つ
め
た
き
ぞ
と
云
へ
ば

人
は
、
火
、
陽
な
る
故
に
よ
り

て
熱
し
、
水
、
陰
な
る
に
よ
り
て
冷
し
と
い
ふ
。
我
が
心
に
は
、
何
故
に
陽
な
る
も
の
は
熱
き
ぞ
、
陰
な
る
も
の
は
つ
め
た
き
ぞ
と
思
へ

ば
、
そ
の
陰
陽
と
い
ふ
も
の
も
聞
へ
ず
な
り
(
た
り
)
(
合
黙
ゆ
か
な
く
な
っ
た
〉
。

(
ま
た
〉
例
へ
ば

扇
手
を
手
に
持
ち
て
手
を
放
て
ば
下

に
落
つ
る
を
、
何
故
に
下
に
落
つ
る
ぞ
、

上
と
東
、
西
、
南
、
北
と
に
は
何
故
に
落
ち
ぬ
ぞ
と
人
に
問
へ
ば
、
脇
に
は
ゆ
か
ぬ
筈
、
下
に

ゆ
る
筈
、
雷
は
鳴
る
答
、

は
落
つ
る
筈
ぢ
や
、
と
云
ふ
。
そ
こ
で
吾
が
思
ふ
に
は
、
筈
と
い
ふ
に
掛
く
れ
ば
、
動
く
も
の
は
落
つ
る
筈
、
目
は
見
ゆ
る
筈
、
耳
は
聞

し
っ
か
い

と
筈
を
掛
け
て
こ
し
ら
ゆ
れ
ば
、
悉
皆
聞
え
ぬ
こ
と
も
な
し
。
さ
れ
ど
も
其
の
筈
と
い
ふ
も
の
が
気
に
掛
り
、

寝
れ
ば
向
故
寝
入
る
と
い
ふ
筈
あ
る
ぞ
と
、
こ
の
筈
に
屈
托
し
、
う
つ
ら
う
つ
ら
と
年
を
累
ね
ぬ
。

か
つ
て
荻
生
但
僚
は
云
っ
た
、
畢
寛
天
地
は
活
物
に
て
紳
妙
不
測
な
る
物
、
天
地
の
妙
用
は
人
智
の
及
ば
ざ
る
所
、
串
一
回
は
雷
に
て
差
し
置
か
る
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ベ
く
候
(
但
泊
旅
先
生
答
問
書
)
と
。
し
か
し
、
少
年
は
今
、
こ
だ
わ
り
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
程
無
う
書
物
な
ど
讃
み
習
い
、

ず
。
牢
上
落
下
の
境
界
に
て
、
三
十
ま
で
打
ち
過
ぎ
た
り
。

色
々
考
へ
て
み
て
も
、

は
ず

古
人
の
摩
問
も
み
な
筈
か
ら
上
の
詮
議
に
て
、
筈
外
し
た
る
設
も
見

結
局
、
こ
の
こ
だ
わ
り
は
無
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
三
十
才
と
い
う
の
は
、
梅
園
は
他
の
と
こ
ろ
で
は
二
十
九
才
と
書
い
て
い
る
が
、

と
に
か

く
そ
の
あ
た
り
の
年
の
或
る
目
、
決
定
的
瞬
間
が
迭
に
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

「
三
十
の
年
、
始
め
て
天
地
は
気
な
り
と
心
づ
き
た
り
。
そ
れ
よ

り
天
地
に
保
理
と
い
ふ
も
の
有
る
こ
と
を
見
つ
け
た
り
。
」
気
と
僚
理

梅
園
哲
皐
は
途
に
そ
の
端
緒
を
つ
か
ん
だ
。

「
そ
れ
よ
り
数
十
年
の

疑
園
も
ぽ
つ
ぽ
つ
と
け
:
:
:
『
玄
語
』
を
書
き
は
じ
め
た
り
。
先
達
の
云
ふ
所
に
も
よ
ら
ざ
れ
ば
、
古
人
古
書
を
二
百
も
引
か
ず
、

わ
が
見
る

所
に
ま
か
せ
て
書
き
つ
づ
り
ぬ
」
と
い
う
と
お
り
、
『
玄
語
』
十
高
言
、
十
寓
言
も
の
著
述
で
あ
り
な
が
ら
、

引
用
が
な
い
と
い
う
の
は
、
漢
文
の
書
物
と
し
て
は
ま
さ
し
く
空
前
絶
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
十
一
才
『
玄
語
』
の
最
初
の
稿
を
起
こ
し
、

一
言
半
句
も

O
O日
わ
く
式
の



而
後
二
十
三
年
、
稿
を
換
え
る
こ
と
ま
た
二
十
三
回
、

第
一
の
言
葉
は
、

五
十
三
才
に
し
て
そ
れ
を
完
成
し
た
。

そ
の
最
初
の
稿
(
ま
だ
漢
文
で
は
な
い
〉
の
開
巻

言
い
や
す
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
、

ι=
ロ
レ
や
す
く
は
玄
と
し
も
い
わ
ん
や
。
名
づ
け
や
す
か
ら
.
さ
る
こ
と
あ
り
、
名
づ
け
や
す
く
は
量
玄
な

一
元
気
、
宇
宙
に
充
満
し
て
秋
事
の
末
を
も
の
こ
さ
ず
(
田
口
『
研
究
』
一
一
八
ペ
ー
ジ
〉
。

ら
ん
や
。
暫
く
か
つ
て
一
元
気
と
い
う
。

そ
の
遺
言
紋
の
第
一
僚
に
「
愚
老
生
涯
玄
の
字
に
骨
折
り
候
へ
ば
、
院
競
之
義
、

波
後
寺
に
頼
み
侯
而
、
玄
珠
院
と
致
も
ら
ひ
可
申
事
」

(全

集
未
収
、
『
大
分
豚
史
料
』
一
一
一
一
)
。
玄
珠
の
語
は

『
荘
子
』
天
地
篇
に
も
と
づ
く
。

玄
と
は
要
す
る
に
こ
の
最
究
極
者
と
し
て
の
気
、

一
元
気
、

を

さ

す

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

絶

封

的

な

一

と

蔦

物

(

一

に

射

し

て

言

え

ば

二

〉

と

の

関

係

、

存
在
界
の
論
理
形
式
「
保
理
」
で
あ
る
。
こ
の
保
理
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
は
玄
な
る
一
元
気
の
把
握
に
到
達
す
る
こ
と
が
で

一
元
気
は
ま
た
「
ご
と
も
表
現
さ
れ
る
。

こ
れ
が

き
る
。

無
事
は
そ
の
後
も
一
貫
し
て
、

お
よ
そ
そ
の
生
涯
に
波
澗
と
い
う
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
。

お
伊
勢
詣
り
に
一
度
(
二
十
八
歳
)
、

長
崎
へ
二
度

-7-

思
わ
ず
『
玄
語
』
に
ま
で
走
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
苦
問
、
克
服
、
思
索
と
い
う
内
面
の
ド
ラ
マ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
外
面
的
生
活
の
卒
穏

(
二
十
三
歳
、
五
十
六
歳
)
出
か
け
た
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
は
郷
里
を
離
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

ひ
と
と
な
り
は
温
厚
篤
賓
の
一
語
に

っ
き
、
安
分
知
足
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
、
鐙
制
に
逆
ら
う
よ
う
な
言
動
は
一
切
な
く
、
豊
後
聖
人
の
稽
が
あ
っ
た
。

二
、
三
度
、
杵
築
侯
そ
の
他

か
ら
出
仕
の
召
聴
を
う
け
た
が
い
ず
れ
も
僻
退
し
て
、
生
涯
村
を
出
ょ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

闘
争
問
的
な
経
歴
と
し
て
は
、
青
年
時
代
、
杵
築
藩
の
侍
謹
綾
部
網
粛
、
中
津
藩
の
侍
講
藤
田
敬
所
に
皐
ん
だ
が
、

い
ず
れ
も
短
期
聞
の
こ
と

で
、
殆
ど
は
家
に
あ
っ
て
の
濁
撃
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
友
人
の
う
ち
で
特
に
傾
倒
し
た
の
は
有
名
な
腕
田
剛
立
。
航
田
は
も
と
も
と
綾
部
網
賓

の
四
男
で
藩
醤
、
の
ち
大
阪
に
出
て
天
文
麿
皐
の
大
家
と
な
っ
た
。
梅
園
は
た
え
ず
彼
と
連
絡
を
保
ち
、
天
文
率
的
な
新
知
識
の
掻
取
に
つ
と

め
た
。
大
陸
こ
の
地
方
は
大
阪
・
京
都
の
皐
界
と
空
渉
が
深
く
、
こ
と
に
懐
徳
堂
の
中
井
竹
山
・
履
軒
は
何
か
に
つ
け
て
豊
前
、
豊
後
の
皐
問

と
関
係
が
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
梅
園
が
生
涯
、
履
軒
と
文
通
を
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
竹
山
・
履
軒
お
よ
び
そ
の
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周
漫
の
皐
風
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、

山
片
幡
桃
の
『
夢
の
代
』
を
一
瞥
す
れ
ば
よ
い
。
内
藤
恥
皇
、
湖
南
の
稿
揚
し
た
仲
基
、
矯
桃
、
そ
し
て

梅
園
、

み
な
懐
徳
堂
に
閥
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
奇
で
あ
る
。
以
上
は
い
わ
ゆ
る
漢
皐
。

そ
の
次
に
は
、
瞥
撃
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
貧
技
の
方
は
父
か
ら
皐
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
皐
問
と
し
て
も
大
い
に
勉
強
し
た
ら
し
い
。
殴菌製

は
彼
の
哲
皐
の
大
き
な
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
費
一
吉
田
』
の
う
ち
で
と
び
は
な
れ
て
分
量
の
多
い
の
は
「
身
生
峡
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
『
黄
帝
内
経
』
か
ら
『
解
鰻
新
書
』

に
い
た
る
ま
で
の

中
園
、

日
本
、

西
洋
の
曹
皐
理
論
が
縦
横
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
来
、
彼
の
生
ま
れ
る
直
前
の
時
代
は
日
本
の
皐
界
全
鐙
が
大
き
く
饗
動
を
初
め
た
時
代
で
あ
っ
て
、

漢
皐
に
お

い
て
は
仁
賛
、
但
僚
が
現
わ

れ
、
将
軍
吉
宗
に
よ
る
西
洋
書
の
解
禁
は
、
梅
園
誕
生
の
三
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
醤
皐
に
あ
っ
て
は
後
世
汲
に
射
す
る
古
方
波
が
擾
頭
し

て
い
る
。
古
方
涯
が
従
来
の
陰
陽
五
行
読
的
な
理
論
醤
撃
を
放
棄
し
て
親
試
貧
験
を
強
調
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
寅
で
あ
ろ
う
し
、
仁
驚
や
東

涯
、
但
僚
や
服
部
南
郭
な
ど
が
朱
子
皐
の
思
排
主
義
を
排
撃
し
た
こ
と
も
常
識
で
あ
ろ
う
。
綾
部
・
藤
田
の
雨
先
生
は
と
も
に
東
涯
に
就
い
た

こ
と
が
あ
り
、
綾
部
は
さ
ら
に
京
都
か
ら
江
戸
に
回
っ
て
朱
子
拳
者
の
室
鳩
臭
の
ほ
か
服
部
南
郭
に
も
同
学
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
梅
園
が
南
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師
か
ら
「
古
風
子
」
を
果
し
て
ど
れ
だ
け
同
学
ん
だ
か
不
明
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
古
皐
の
人
々
に
親
近
感
を
抱
か
せ
る
も
と
に
は
な
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
行
献
に
よ
る
と
彼
は
一
時
期
、
古
文
鮮
に
熱
中
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
醤
良
平
に
お
い
て
梅
園
、
が
も
っ
と
も
傾
倒
し
て
引
用
し
て
い
る

の
は
後
藤
椿
山
、
呑
川
修
毒
、

山
脇
東
洋
(
わ
が
く
に
最
初
の
人
陸
解
剖
者
)
ら
の
古
方
汲
の
賞
誼
主
義
で
あ
り
、
殆
ど
決
定
的
と
み
な
し
て
い
る

の
は

『
解
鐙
新
書
』
の
「
西
洋
の
賓
測
」
で
あ
る
。
彼
自
身
も
し
ば
し
ば
動
物
の
解
剖
を
お
こ
な
っ
た
。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
航
田
も
動
物
解

剖
に
は
極
め
て
熱
心
で
あ

っ
た
(
大
阪
に
出
て
の
ち
も
生
業
と
し
て
は
留
者
)
。
中
井
履
軒
の
「
越
組
弄
筆
」
は
航
回
の
解
剖
に
つ
い
て
記
し
た
も
の

と
い
う
。

い
ま
一
つ
奉
ぐ
べ
き
は
、
天
文
暦
算
の
皐
で
あ
る
。
天
文
暦
算
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
暦
算
の
方
で
は
な
く
狭
い
意
味
で
の
天

文
民
午
で
、
あ
る
意
味
で
は
暫
拳
よ
り
も
も
っ
と
重
要
で
あ
り
、

い
わ
ば
梅
園
の
哲
皐
の
根
底
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
ハ
天
地
達
観
の
初
門
は
天
地

の
形
陸
、
日
月
の
運
行
を
知
る
に
し
く
は
な
し
、

多
賀
墨
卿
君
に
答
う
る
書
)
。
高
伯
起
に
復
す
る
書
に
「
年
若
冠
を
す
ぎ
て
初
め
て
天
地
の
形
態
を
西



そ
の
讃
書
ノ
l
ト
た
る
「
浦
子
手
記
」
に
よ
る
と
二
十
四
歳
の
僚
に
『
天

経
或
問
』
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
ハ
今
日
も
一
一
一
浦
家
に
は
梅
園
自
身
の
書
き
入
れ
の
あ
る
天
経
或
聞
が
残
っ
て
い
る
)
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
西
皐
に
得
た
」

皐
に
得
て
喜
ぶ
」

ハ
全
集
上
、
六
六
四
ペ
ー
ジ
〉
と
い
っ
て
い
る
が
、

と
い
う
の
は
、
具
鐙
的
に
は
『
天
経
或
問
』
に
得
た
こ
と
と
み
て
も
差
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。
天
鰹
或
聞
に
つ
い
て
は
も
は
や
と
り
た
て
て
読

明
す
る
ま
で
も
な
く
聞
の
建
寧
の
蹄
妻
、
字
は
子
六
の
著
で
一
六
七
五
年
の
序
文
が
あ
る
。
前
集
、
後
集
に
分
れ
る
が
、
後
集
は
キ
リ
シ
タ
ン

に
闘
す
る
記
述
が
あ
る
た
め
享
保
五
年
の
禁
書
解
禁
の
際
に
も
禁
を
解
か
れ
な
か
っ
た
。
和
刻
は
二
種
、
三
浦
家
に
今
も
識
す
る
も
の
は
最
も

早
い
長
崎
の
西
川
正
休
の
そ
れ
で
享
保
十
五
年
(
一
七
三
O
〉
の
出
版
。
し
か
し
こ
の
訓
勲
本
の
出
版
以
前
に
本
書
が
わ
が
園
に
停
え
ら
れ
讃
ま

れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
賓
で
、
少
く
と
も
享
保
時
代
以
後
従
来
の
純
中
園
風
な
天
文
皐
に
か
わ
っ
て
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
宣
教
師
の
っ
た
え

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
天
文
皐
を
大
幅
に
と
り
入
れ
た
新
型
天
文
皐
概
論
と
し
て
わ
が
闘
に
塵
倒
的
に
流
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ

ん
、
か
の
水
晶
天
球
説
は
棄
て
去
ら
れ
、
す
で
に
気
の
無
限
字
宙
論
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
天
文
翠
そ
の
ま
ま
で
は

- 9ー

な
く
、

し
か
し
、
水
晶
天
球
説
と
な
ら
ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
天
文
皐
の
今
一
つ
の
特
徴
た
る

①
 

豊
富
な
幾
何
皐
的
園
解
(
J
・
ジ
ュ
ル
ネ
氏
)
と
い
う
も
の
は
保
存
さ
れ
て
い
た
。
な
か
ん
づ
く
従
来
の
天
園
地
方
設
に
か
わ
る
天
球
地
球
設
が

た
く
み
に
嘗
来
の
中
園
天
文
皐
と
折
衷
し
て
あ
る
。

わ
が
園
の
知
識
人
の
聞
に
徐
々
に
浸
透
し
て
ゆ
く
、
そ
の
最
も
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
の
が
こ
の
天
経
或
問
で
、
嘗
時
の
先
進
的
知
識
人
に

と
っ
て
は
、
こ
の
書
物
こ
そ
西
洋
天
文
皐
そ
の
も
の
で
あ
り
、
西
洋
天
文
事
の
優
越
性
を
如
賓
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

「
天
文
地
理
の
摩
、

究
最
も
粗
な
り
、

漢
は
精
精
し

然
れ
ど
も
思
量
摸
索
に
出
で
て
貧
測
に
う
と
し
。

西
洋
は
器
を
制
し
舟
に
駕
し
、

足
跡
至
ら
ざ
る
の
地
な

し
。
こ
こ
に
於
て
、
天
地
を
見
る
こ
と
掌
裏
の
ご
と
し
。
賞
に
千
載
の
大
儀
快
な
り
」

(
岩
波
文
庫
本
六
八
ペ
ー
ジ

「
債
原
」
〉
。
も
ち
ろ
ん
、
地
球

説
が
中
園
へ
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
マ
テ
オ
・
リ

ッ
チ
の
「
坤
輿
蔦
圏
全
圃
」
(
一
六
O
二
〉
に
始
ま
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
後
ジ
ェ
ズ
イ

数
授
さ
れ
て
い
た
。

ッ
ト
宣
数
師
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
速
に
よ
っ
て
中
園
の
知
識
人
の
聞
に
は
相
嘗
浸
透
し
て
い
た
し
、
日
本
で
も
、

し
か
し
キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
と
鎖
園
と
に
よ
っ
て
そ
の
設
は
、
い
わ
ば
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

キ
リ
シ
タ

ン
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
で

地
球
読
を
中
心
と

323 

す
る
ヨ

I
ロ
γ

バ
風
の
天
文
皐
は
ひ
と
え
に
『
天
鰹
或
間
』
と
と
も
あ
ら
た
め
て
渡
来
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
梅
園
の
哲
皐
の
本
質
的
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な
特
徴
を
な
す
考
え
方
の
ひ
と
つ
は
、
寅
に
こ
の
地
球
読
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

方
固
と
い
う
概

念
の
か
わ
り
に
直
固
と
い
う
概
念
を
そ
の
思
排
の
基
礎
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

一
つ
に
す
え
た
が
、

そ
れ
は
要
す
る
に
上
下
と
い
う
も
の
が
球
面
上
に

お
け
る
上
下
、
す
な
わ
ち
球
の
中
心
に
む
か
つ
て
集
約
さ
れ
て
く
る
直
線
(
つ
ま
り
車
輸
の
穏
の
如
き
も
の
)
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
に
の
っ
と
っ

て

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
考
え
方
が
彼
の
全
哲
摩
の
重
要
な
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
あ
。

要
す
る
に
哲
聞
学
者
梅
園
の
出
設
と
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
は

一、

性
格
的
と
も
い
う
べ
き
天
地
高
象
へ
の
懐
疑
、

二
、
二
十
歳

す
ぎ
て
知
っ
た
西
洋
天
文
皐
(
天
文
地
理
皐
)
、

三
、
二
十
九
歳
ま
た
は
三
十
歳
で
天
地
は
「
気
」
な
り
と
思
い
あ
た

っ
た
こ
と
、

四
、
ひ
主
』
つ

づ
い
て
の
「
僚
理
」
の
瑳
見
、

五
、
背
景
と
し
て
の
首
時
の
日
本
拳
界

(
漢
撃
、
密
皐
な
ど
)
に
お
け
る

襲
動
期
的
朕
況
、
六
、

し
か
し
乍
ら
、

こ
こ
で
は
詳
設
の
い
と
ま
が
な
い
が
、

そ
の
著
作
を
通
観
す
る
か
ぎ
り

ま
た
今
日
で
は
諸
家
の
読
も
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
と
お

り
、
総
韓
的
に
言
っ
て
、

そ
の
教
養
の
根
底
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
漢
拳
(
西
洋
風
平
や
併
教
に
制
到
す
る
意
味
で
の
漢
皐
〉
で
あ
る
こ
と
、

彼
が
「
西
人
は

- 10ー

意
を
賞
測
に
用
ゆ
。
故
に
人
の
臓
蹄
筋
骨
の
如
き
も
、

し
ば
し
ば
剥
し
て
員
に
試
む
。
放
に
最
も
精
詳
を
嚢
す
。
蓋
し
天
地
に
僚
理
あ
り
、
未

だ
保
理
を
得
ざ
れ
ば
寅
測
あ
り
と
い
へ
ど
も
是
を
幼
併
に
得
て
猶
爆
に
遠
し
」
(
上
引
「
債
原
」
)

と
い
っ
た
時
の
僚
理
は
漢
回
学
的
な
思
携
を
ベ
l

ス
と
し
つ
つ
西
洋
質
測
の
皐
の
諸
成
果
を
践
系
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

の
六
者
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。

本
稿

の
意
園
は
こ
の
第
六
項
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
周
到
で
あ
る
た
め
に
は
今
ひ
と
つ
、

梅
園
哲
皐
の
杜
曾
経
済
史
的
な
背
景
を

数
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
ま
で
は
手
が
及
ん
で
い
な
い

(
そ
の
た
め
の
参
考
書
を
二
三
譲
ま
ぬ
で
は
な
か

っ
た
が
、
あ
ま
り
明
確
な
理
解
に
到
達

し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
く
)
。

梅
園
の
自
然
哲
皐
の
概
要

以
下
、
本
論
と
し
て
梅
園
の
哲
皐
、
と
く
に
も
っ
と
も
特
徴
的
な
自
然
哲
皐
の
概
要
を
述
べ
る
に
先
だ
っ
て
、
参
考
書
の
紹
介
を
し
て
お
き

た
い
。
主
著
『
玄
一
語
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
梅
園
の
哲
翠
は
お
そ
る
べ
く
難
解
、
煩
讃
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
大
学
は
、

全
篇
漢
文
、

し
か
も
か



れ
の
案
出
し
た
濁
自
の
用
語
で
み
ち
み
ち
て
い
る
漢
文
、
と
い
う
黙
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
参
考
書
な
し
に
は
到
底
と
り
つ
け
る

も
の
で
は
な
い
(
玄
語
に
は
本
文
の
ほ
か
に
補
助
的
に
数
多
く
の
「
園
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
哲
皐
書
と
し
て
の
玄
語
の
大
き
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、

闘
を
理
解
す
る
の
も
決
し
て
祭
で
は
な
い
)
。
既
に
言
及
し
た
田
口
氏
『
一
一
一
浦
梅
園
の
研
究
』
な
ど
は
し
ば
ら
く
置
き
、

こ
こ
で
は
た
だ
、

梅
園
自

身
の
筆
に
な
る
も
の
の
み
あ
げ
る
と
、
自
分
の
梅
園
哲
皐
へ
の
入
門
書
的
文
章
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
書
き
は
じ
め
た
「
玄
語
手
び
き
草
」
(
回

口
『
研
究
』
所
牧
)
、
弟
子
の
記
録
し
た

「
洞
仙
先
生
口
授
」
、

(
斯
道
文
庫
報
四
、
昭
和
十
六
年
、

「
梅
菌
研
究
」
三
、
昭
和
四
十
八
年
〉

が
護
見
、
活

字
化
さ
れ
て
よ
り
、
こ
れ
ら
が
「
多
賀
墨
卿
君
に
答
う
る
書
」
(
全
集
下
、
八
三
ペ
ー
ジ
、岩
波
文
庫
コ
ニ
浦
梅
園
集
』
)
「
答
高
伯
起
書
」
(賛
語
附
録
)

「
興
蹴
田
剛
立
書
」
〈
全
集
下
、
七
五
二
ペ
ー
ジ
〉
「
答
弓
崎
美
忠
書
」
(
『
賛
語
』
会
暴
朕
上
、
徐
論
第
て
全
集
上
、
三
四
五
ペ
ー
ジ
)
「
気
質
問
答
」
(
全

集
下
、
一
七
一
ペ
ー
ジ
〉
な
ど
と
と
も
に
、
恰
好
の
提
要
、
早
わ
か
り
の
役
を
果
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
手
び
き
草
(
未
完
)
、
ロ
授
(
お
そ
ら
く

未
完
)
、
答
多
賀
書
の
三
者
は
と
も
に
和
文
で
暢
達
に
書
か
れ
て
お
り
、
推
奨
に
あ
た
い
す
る
が
、
も
し
最
少
限
の
一
加
を
あ
げ
よ
と
な
ら
ば
、

梅
園
哲
皐
の
ほ
ぼ
全
健
系
を
要
約
し
て
い
て
、
梅
園
自
身
し
ば
し
ば
人
に
す
す
め
て
い
る
答
多
賀
書
が
も

っ
と
も
遁
嘗
で
あ
ろ
う
こ
と
、
を
言

@
 

っ
て
お
き
た
い
。
以
下
、
わ
た
し
の
概
設
も
こ
の
答
多
賀
書
に
よ
る
こ
と
に
す
る
が
、
た
だ
本
書
は
分
段
な
し
の
ベ
タ
書
き
で
あ
る
の
で
尾
形

の
分
段
を
紹
介
し
て
参
考
に
供
し
た
い
。
以
下
わ
た
く
し
も
、
ほ
ぼ
こ
の
分
段
に
よ
り
つ
つ
概
説
し
て

-11-

純
男
氏
の
口
語
講
(
謄
篤
版
刷
私
家
版
)

ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

序
論第

二
章

習
気
を
梯
拭
せ
よ
(
文
庫
本
一

0
ペ
ー
ジ
胃
頭
J
一
四
ペ
ー
ジ
一
一
行
ま
で
)

天
地
を
剣
断
基
準
と
せ
よ
(
一
六
ペ
ー
ジ
八
行
「
ゆ
く
人
に
侯
」
ま
で
)

第
一
章

本
論

325 

第
三
章

保
理
ハ
一
八
ペ
ー
ジ
七
行
「
統
ベ
ざ
る
所
な
き
の
位
な
り
」
ま
で
〉
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第
四
章

気
物
(
一
九
ペ
ー
ジ
七
行

「
こ
れ
に
居
る
」
ま
で
)

神
物
(
二
二
ペ
ー
ジ

二

行
「
物
を
た
っ
」
ま
で
)

第
五
章

天
機
性
鐙
(
二
三
ペ
ー
ジ
二
行
「
立
つ
事
を
得
ず
候
」
ま
で
)

天
l
宇
宙
(
二
四
ペ
ー
ジ
一
O
行
ま
で
)

機
ー
輯
持
(
一
一
五
ペ
ー
ジ
八
行
「
露
後
な
る
に
あ
ら
ず
」
ま
で
)

睦
l
天
地

性
l
水
火
ハ
一
一
九
ペ
ー
ジ
六
行
ま
で
)

第
六
章

反
翻
l
天
物
(
一
二

0
ペ
ー
ジ
一
五
行
「
人
を
し
る
事
能
は
ず
」
ま
で
〉

推
翻
|
人
倫
(
以
下〉

「
そ
れ
、
人
は
天
地
を
宅
と
し
て
居
る
も
の
に
候
へ
ば
、
天
地
は
最
も
先
ず
講
ず
べ
き
こ
と
に
御
座
候
」
と
梅
園
は
読
き
お
こ
す
。

の
達
観
」
こ
そ
が
人
聞
に
と

っ
て
急
務
で
あ
る
。
「
達
親
」
は
「
窺
僚
」
の
反
樹
、
僚
理
の
把
握
に
よ
っ
て
根
底
的
に
認
識
す
る
こ
と
。
そ
の

じ
つ
け

た
め
に
は
先
ず
人
聞
の
側
に
お
い
て
、
習
を
と
り
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
習
は
併
教
で
い
う
習
気
、
つ
ま
り
心
の
習
慣
で
あ
る
。

「
生
れ
て
習

な
き
頃
よ
り
、
た
だ
見
馴
れ
聞
馴
れ
燭
馴
れ
、
何
と
な
し
に
癖
っ
き
て
、
こ
れ
が
己
が
泥
み
と
な
り
、
物
を
怪
し
み
い
ぶ
か
る
心
、
き
ざ
さ
ず

「
天
地

- 12ー

候
」
習
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
も
の
は
「
人
ぐ
せ
」
で
あ
る
。

あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
ま
で
古
今
明
哲
の
輩
も
、

元
来
、
有
意
な
る
「
人
」
と
無
意
な
る
「
天
(
天
地
〉
」
と
は
剣
然
と
別
も
の
で

「
人
を
以
て
天
地
高
物
を
塗
り
ま
わ
し
」
て
来
た
。
己
が
習
を
も
ち
て
己
に
あ
ら
ざ
る
も
の

に
推
さ
ば
、
そ
れ
は
「
窺
後
」
と
い
う
も
の
で
、
「
い
か
で
其
の
理
に
通
ず
べ
き
L

。
習
と
は
真
理
へ
の
到
達
の
た
め
の
第
一
要
件
た
る
物
を
あ

や
し
み
い
ぶ
か
る
心
を
妨
げ
、
す
べ
て
を
「
筈
に
か
け
」
て
し
ま
わ
せ
る
(
本
稿
六
ペ
ー
ジ
〉
も
の
で
あ
る
。
特
に
お
そ
る
べ
き
は
皐
に
よ
る
習

日
常
生
活
か
ら
無
意
識
に
形
成
さ
れ
る
習
(
俗
習
〉

さ
れ
る
習
(
皐
習
〉
に
射
し
て
は
繋
石
も
、
ほ
と
ん
ど
、
施
し
ょ
う
が
な
い

で
あ
る
。

は
、
準
聞
に
よ
っ
て
訂
正
治
療
せ
ら
れ
う
る
。

(『玄
語
』
例
旨
、
全
集
上
、
二
ペ
ー
ジ)。 し

か
し
、
準
聞
に
よ
っ
て
形
成

い
か
に
聖
賢
の
書
と
い
え



ど
も
「
書
物
こ
そ
大
習
気
の
種
子
」
で
あ
る
。
師
と
す
べ
き
は
天
で
あ
っ
て
人
で
は
な
い
。
孔
子
も
悌
陀
も
「
も
と
よ
り
人
な
れ
ば
」
わ
が
講

求
討
論
の
友
の
列
で
あ
っ
て
、
師
の
列
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
師
レ
天
友
レ
人
こ
そ
皐
問
者
の
心
が
ま
え
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

人
が
人
ぐ
せ
、
習
、
を
克
服
し
て
天
地
(
天
〉
に
劃
す
る
と
き
、
そ
こ
に
見
い
だ
す
も
の
は
「
保
理
」
で
あ
る
。
天
地
|
|
窮
極
的
に
い
え
ば

元
気
、
気
ー
ー
が
有
す
る
論
理
構
造
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
僚
理
の
把
握
の
た
め
に
は
、
習
の
克
服
、
す
な
わ
ち
「
心
の
所
執
を
捨
て
る
」
と

い
う
ネ
ガ
チ
ヴ
な
心
が
け
の
み
で
は
充
分
で
な
い
。
保
理
に
即
し
た
ポ
ジ
チ
ヴ
な
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
反
観
」
く
わ
し

く
い
え
ば
「
反
観
合
て
徴
に
正
し
き
に
依
る
」
つ
ま
り
、
た
だ
し
い
徴
誼
に
立
脚
し
て
反
観
合
一
す
る
、
で
あ
る
。

天
地
の
遁
は
会
易
に
し
て
会
話
回
宥
の
瞳
は
劃
し
て
相
反
す
。
反
す
る
に
よ
っ
て
一
に
合
す
。
天
地
の
な
る
と
こ
ろ
な
り
。

わ
れ
こ
れ
を
反
し

て
親
、
合
わ
せ
て
親
、

そ
の
本
然
を
求
む
る
に
て
候
。

梅
園
は
あ
る
時
期
以
後
、
つ
ね
に
陰
陽
と
書
か
な
い
で
会
暴
と
書
く
。
陰
陽
と
い
う
字
が
コ
ザ
ト
偏
に
よ
っ
て
特
殊
の
意
味
を
お
び
し
め
ら
れ
、

且
つ
『
易
』
に
由
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
含
意
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
気
は
す
な
わ
ち
陰
陽
二
気
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
寓
物

- 13ー

の
根
元
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、

ま
ず
張
横
渠
に
よ
っ
て
、

つ
い
で
朱
子
に
よ
っ
て
鐙
系
的
に
定
式
化
さ
れ
た
中
園
停
統
の
考
え
方
、

そ
し
て

朱
子
以
後
、
明
代
に
お
い
て
も
、
ま
た
梅
園
と
同
時
代
の
清
代
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
上
に
殆
ん
ど
展
開
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
思
想
で
あ

る
が
、
梅
園
は
疑
い
も
な
く
そ
れ
を
耀
承
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
そ
の
こ
と
は
別
に
濁
創
で
も
何
で
も
な
い
。
梅
園
の
濁
創
は
さ
ら
に
そ
れ
を

論
理
形
式
に
つ
く
り
あ
げ
た
貼
に
あ
る
。

こ
の
故
に
、
僚
理
は
則
ち
一
有
二
、
二
開
一
。

二
な
る
が
ゆ
え
に
祭
立
し
て
僚
理
を
示
し
、

一
な
る
が
ゆ
え
に
混
成
し
て
締
縫
を
越
混

す

一
元
気
が
会
田
明
二
気
を
有
す
る
(
:
:
:
二
気
を
論
理
的
に
下
部
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
論
理
的
に
後
な
る
も
の
、

と
し
て
有
し
て
い
る
〉
、

が
抽
象
化
さ
れ

て
「
一
有
二
、
二
開
ご
二
気
が
存
在
す
る
こ
と
が
そ
の
統
合
者
と
し
て
の
一
元
気
の
存
在
を
開
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
と
せ
ら
れ
た
の

い
ち
い
ち

で
あ
る
。
こ
は
ま
た
内
容
的
に
一
一
と
も
表
現
せ
ら
れ
る
。
一
一
即
一
、
天
地
寓
物
は
無
限
の
一
一
と
い
う
態
に
お
い
て
在
る
。
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そ
れ
は
あ
た
か
も
、

ご
は
凹
、

一
は
傾
、

一
一
は
敬
、
之
を
合
す
れ
ば
即
ち
混
一
'
無
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一
枚
の
紙
を
欽
で
切
っ
た
場
合
に
似
て
い
る
。

一
は
凸
、

開
。
天
の
虚
と
地
の
賞
、
気
の
動
と
物
の
静
、
火
の
熱
と
氷
の
寒
、
雲
の
升
と
雨
の
降
、
往
く
と
し
て
然
ら
ざ
る
な
し
」
(
『玄
一
話
』
例
旨
、
全
集

上
、
七
ペ
ー
ジ
〉
。相
い
反
す
る
一
一
は
相
い
合
す
れ
ば
つ
ぎ
目
す
ら
、復
し
て
混
然
た
る

一
を
成
す
が
、

一
一
そ
の
ま
ま
の
場
合
、
す
な
わ
ち
二
の

段
階
に
お
い
て
は
、

一
と
一

と
は
祭
然
と
し
て
匿
別
だ
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
篠
理
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
お
お
よ
そ
候

理
と
い
う
も
の
の
原
型
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
こ
れ
を
園
示
す
る
な
ら
ば
、

[
¥一八
一

¥D
(き八
日

一八一

/
(劾)八
日

一八一

¥F
Z
八
日

一八
一

/
G
(
八
日
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便
宜
上
、
右
園
を
も
ち
い
て
説
明
す
る
と
、

A
↓
B
、
A
↓
C
と
い
う
縦
の
関
係
が
剖
(
剖
析
)
、

B
・
C
と
い
う
横
の
闘
係
が
劃
(
劉
待
)
。

B 

C
は
反
(
反
な
る
偶
)
、

D
と
F
、

E
と
G
は
比
(
比
な
る
偶
〉
。

A
に
劃
し
て

B
C
は
祭、

B
C
に
劃
し
て

A
は
混
。

B
C
は
祭
の
朕
態
に
あ
る

か
ら
互
に
吐
い
て
い
る
、

A
は
B
C
を
混
一
し
て
い
る
か
ら
B
C
を
食
し
て
い
る
、

と
い
う
。

田
口
『
研
究
』
六
九
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
の
こ

F
G
に
劃
し
て
一
、

D
E
は
H
I
、
J
K
に
濁
し
て

と
。
固
に
お
い
て

A
は
一
、

B
C
は
一
一

ハ
ニ
)
、
更
に
そ
の

B
、
C
は
そ
れ
ぞ
れ
D
E
、



て
と
い
う
関
係
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
が
論
理
的
に
相
謝
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
と
こ
ろ
に
こ
の
「
一
有
二
、

二
開
ご

ご
卸

(
こ
の
よ
う
な
相
劉
主
義
は
一
・
二
の
み
な
ら
ず
梅
園
の
全
論
理
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
後
述
の
つ
夫
地
」
モ
デ
ル
に
し
て
も
、
あ
る
次
元
に
お
け
る
天
は
よ
り
高
い
次
元
に
劃
し
て
地
で
あ
る
と
い
う
風
に
、
か
ぎ
り
な
く
連
績
し
て
ゆ
く
〉
。
絶
叫
到

一
一、

一
一
町
一
」
の
論
理
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る

な
る
も
の
は
た
だ
窮
極
の
一
の
み
で
あ
る
。

こ
の
論
理
の
シ
ェ
マ
に
お
い
て
、
剖
・
封
、
反
・
比
、
混
・
祭
、
食
・
吐
、

な
ど
の
関
係
が
論
ぜ

ら
れ
、
そ
れ
が
縦
横
む
じ
ん
に
活
用
せ
ら
れ
て
整
然
と
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
自
然
哲
皐
が
構
成
せ
ら
れ
て
い
く
あ
り
さ
ま
は
員
に
驚
歎
す
べ
き

偉
業
と
い
う
を
は
ば
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
思
索
者
の
側
か
ら
言
え
ば
、
例
え
ば

B
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
と
き
、

C
を
正
し
く
も
と
め
る
こ
と
が
第

一
の
要
件
と
な
る
。

B
と
C
と
は
相
い
反
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
り
に

X
を
も
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
員
に

B
と
相
い
反
す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
も
し
そ
れ
が
正
し
く
反
す
る
も
の
で
な
い
と
判
明
し
た
な
ら
ば
、
次
に

Y
を
持
っ
て
き
て
検
討
す
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
遂
に
B
に
射
し
て
員
に
反
す
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た
と
き
、

そ
れ
が
「
徴
に
正
し
き
に
依
る
」
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
例
え
ば
水
の

- 15一

反
は
何
か
。
水
は
鐙
が
あ
り
、
冷
た
い
。

い
ま
火
を
そ
れ
の
反
だ
と
す
れ
ば
、
瞳
が
な
い
貼
は
た
し
か
に
反
す
る
け
れ
ど
も
、
冷
の
反
は
温
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
火
は
熱
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
黙
で
は
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。
韓
が
有
り
冷
な
る
水
の
反
は
鐙
が
な
く
温
な
る
も
の
、

つ
ま
り
火
で
は
な
く
て
燥
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
が
液
を
も
っ
て
寓
物
を
生
ず
る
の
に
劃
し
て
、
燥
は
気
を
も
っ
て
蔦
物
を
照
す
る
、
と

い
う
黙
で
も
、

よ
く
反
す
る
。
放
に
水
に
反
す
る
も
の
は
燥
で
あ
り
、

火
は
正
し
く
は
氷
の
反
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
『
賛
語
』
会
易
秩
水
火

第
九
、
全
集
上
、
三
八
四
ペ
ー
ジ
〉
。
反
観
合
一
の
賓
際
的
手
績
は
か
く
の
ご
と
く
運
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
反
観
の
工
夫
に
熟
す
る
な
ら

ば
、
天
地
に
無
き
こ
と
は
い
ざ
知
ら
ず

い
や
し
く
も
天
地
に
存
在
す
る
限
り
の
こ
と
は
、

か
な
ら
ず
推
し
至
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

:
:
:
反
観
合
一
は
則
ち
こ
れ
を
緯
ぬ
る
術
に
し
て
、
反
観
合
一
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
会
自
坊
の
面
白
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
。
い
ま
だ
会

暑
の
面
白
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
博
覧
多
識
、
聴
明
穎
悟
の
人
と
い
ふ
と
も
、
天
地
の
室
を
う
か
が
ひ
見
る
こ
と
は
、
得
あ
る
ま
じ

く
候
。
こ
の
故
に
、
僚
理
を
天
門
の
鎖
鏑
と
も
申
し
候
。
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こ
れ
を
前
に
引
い
て
お
い
た
但
保
の
言
葉
(
六
ペ
ー
ジ
〉
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
剣
然
と
し
て
劃
照
的
な
る
こ
と
を
知
る
。
孟
子
の
い
わ
ゆ
る
「
い
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や
し
く
も
其
の
故
を
求
む
れ
ば
、
千
歳
の
日
至
も
坐
し
て
致
す
べ
し
」
と
い
う
儒
数
合
理
主
義
の
信
念
が
、

」
こ
に
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
生
き
て

い
る
。
否
、
そ
の
最
高
潮
に
達
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

天
地
か
く
の
如
く
紛
紛
擾
擾
と
し
て
、
物
多
き
様
に
見
え
候
へ
ど
も
、
只
か
た
ち
あ
る
物
ひ
と
つ
か
た
ち
な
き
物
ひ
と
つ
、
此
外
に
何
も

無
く
候
。
そ
の
か
た
ち
有
物
を
物
と
申
し
、
か
た
ち
な
き
物
を
気
と
申
し
候
。

梅
園
の
天
地
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
数
行
に
つ
き
る
と
云
っ
て
よ
い
。
要
す
る
に
天
地
高
物
、
か
た
ち
あ
る
も
の
、

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
た
ち
あ
る
、
か
た
ち
な
し
と
は
、
自
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
出
来
な
い
か
、
手
に
ふ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
た
ち
無
き
も
の
の
も
っ
と
も
手
近
か
な
存
在
が
空
気
1

空
聞
に
他
な
ら
な
い
。
空

か
た
ち
な
き
も
の
、
こ
の

聞
と
寓
物
と
い
う
直
観
的
イ
メ
ー
ジ
が
気
と
物
と
い
う
か
た
ち
に
ま
と
め
ら
れ
、
天
地
と
は
気
物
の
こ
と
、

と
い
う
テ
ー
ゼ
が
た
て
ら
れ
る
。

に
あ
る
も
の
、
と
考
え
る
)

こ
の
場
合
、
気
の
領
域
と
物
(
物
も
も
と
は
須
の
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
物
と
し
て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
も
は
や
気
と
は
別
箇
の
、
気
と
一
一
の
関
係

の
領
域
と
は
互
に
侵
し
合
わ
な
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

気
は
物
の
中
へ
も
同
時
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る

- 16ー

の
で
あ
る
(
あ
え
て
言
え
ば
、
物
の
中
に
は
結
合
し
て
物
を
作
っ
て
い
る
気
と
、
そ
の
よ
う
な
物
を
つ
ら
ぬ
い
て
存
す
る
あ
る
別
の
気
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る)。

天
地
と
は
気
物
だ
と
い
う
と
き
、

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
上
な
る
空
気
域
と
下
な
る
寓
物
域
と
の
統
鐙
と
い
う
ふ
う
な
も
の
ば

か
り
で
は
な
い
。

一
箇
の
石
と
い
え
ど
も
気
と
物
と
よ
り
成
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

気
物
で
あ
れ
ば
天
地
な
の
で
あ
る
(
天
は
外
部
に
、

上
部
に

の
み
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
内
部
に
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
〉
。
さ
ら
に
梅
園
の
考
え
方
の
特
徴
は
、
物
が
成
立
し
た
場
合
、

そ
こ
に
は
必
ず
ま

た
神
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
聞
に
於
て
も
高
物
に
於
て
も
天
地
に
於
て
も
同
様
で
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の

は
神
と
物
と
よ
り
な
る
の
で
あ
る
。
が
ん
ら
い
一
元
気
す
な
わ
ち
気
は
、

自
に
さ
え
ぎ
ら
ず
、
手
に
さ
わ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
決
し

て
無
で
は
な
い
。

た
だ
物
に
劃
し
て
陸
が
虚
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
朱
子
摩
そ
の
他
中
園
の
自
然
皐
に
お
け
る
気
の
理
論
か
ら

し
て
嘗
然
推
測
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
梅
園
の
特
徴
は
、
有
名
な
水
さ
し
の
た
と
え
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
い
わ
ば
貧
験
的
に
確
か
め
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。
水
さ
し
の
片
方
の
穴
を
指
で
ふ
さ
い
だ
場
合
、
そ
れ
に
水
を
加
え
よ
う
と
し
て
も
ど
う
し
て
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



そ
れ
は
水
さ
し
の
中
の
空
虚
な
場
所
を
占
め
て
い
る
何
も
の
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
梅
園
に
よ
れ
ば
、
物
質
の
最

も
根
本
的
な
属
性
は
場
所
を
占
め
る
と
い
う
黙
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
気
に
は
粗
な
る
も
の
と
精
な
る
も
の
と
が
あ
る
。

の
極
致
が
紳
(
人
関
に
お
い
て
は
心
と
よ
ば
れ
て
い
る
〉
で
あ
る
。

そ
の
精
な
る
気

そ
し
て
こ
の
紳
に
至
つ
て
は
場
所
を
占
め
な
い
の
だ
と
い
う
。
我
々
に
は
少
し

く
理
解
し
が
た
い
よ
う
で
あ
る
が
、
物
質
は
そ
の
精
の
極
致
に
お
い
て
は
場
所
を
占
め
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
其
場
を
占
め
ざ
る
故
に
、

水
成
れ
ば
水
欝
浮
と
し
て
活
し
、
火
成
れ
ば
火
欝
浮
と
し
て
活
す
。
天
地
の
大
な
る
よ
り
し
て
、
散
小
の
蔦
物
に
い
た
っ
て
、
其
物
々
に
欝
淳

た
り
。
」
一
押
と
い
う
も
の
は
彼
の
言
葉
で
い
う
と
「
俗
に
所
謂
ひ
ち
ひ
ち
な
り
。
」
ひ
ち
ひ
ち
は
即
ち
び
ち
び
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
気
が
結
合

し
て
水
と
い
う
物
を
な
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
魚
鳥
と
い
う
物
を
な
し
た
場
合
、
水
は
水
の
穫
を
な
し
て
水
の
び
ち
つ
き
を
な
し
、
魚
鳥
は
魚

鳥
の
僅
に
し
て
魚
鳥
の
ぴ
ち
つ
き
を
な
し
、
天
地
は
天
地
の
鐙
に
し
て
天
地
の
び
ち
つ
き
を
な
す
。
高
物
は
ぴ
ち
ぴ
ち
と
し
て
活
き
て
い
る
の

く
じ
の
の
っ
ペ
り
し
て
い
る
の
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
混
論
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
小
は
高
物
よ
り
大
は
天
地
に
至
る
ま
で
、
要
す
る
に
気
物
の
統
一
種
で
あ
り
、

で
あ
る
。
寓
物
が
た
だ
気
・
物
の
統
一
種
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
見
る
ば
あ
い
を
混
治
と
形
容
す
る
。
え
び
の
こ
む
づ
か
し
き
形
も
、
な
め

そ
れ
に
封
し
て
、

こ
の
ぴ
ち
ぴ
ち
し
て
い
る
黙
を
穆
淳
と
形
容
す

と
い
う
こ
と
は
同
時
に
紳
物
の
統
一
韓
な
の
で
あ

-17 -

るる
〈
よ
り
周
到
に
い
え
ば
お
そ
ら
く
「
紳
と
気
」
と
「
物
」
と
の
統
一
種
)
。
天
地
と
は
即
ち
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
に
よ
れ
ば
、
す

べ
て
の
も
の
は
気
と
物
(
須
の
結
合
し
て
形
を
も
つ
に
い
た
っ
た
も
の
)
と
の
統
一
睡
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
虚
鐙
の
も
の
と
寅
瞳
の
も
の
、
容
れ
る

居
る
も
の
、
給
す
る
も
の
と
資
る
も
の
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
れ
ば
、
単
に
い
わ
ゆ
る
天
地
が
天
地
で
あ
る

も
の
と
〈
容
れ
ら
れ
て
そ
の
内
に
〉

だ
け
で
な
く
、
気
と
物
と
の
統
一
践
と
し
て
の
物
も
ま
た
天
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
物
あ
れ
ば

一
天
地
、

高
物
あ
れ
ば
高
天
地
、
な
の
で

あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
中
園
哲
撃
に
俸
統
的
な
大
天
地
|
小
天
地
と
い
う
シ
ェ
マ
が
見
事
に
貫
徹
し
て
い
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
貫
際
彼
は

『
玄
語
』
に
は
「
個
個
園
成
」
の
語
を
用
い
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
書
簡
に
お
い
て
は
「
物
物
各
具
一
太
極
」
と
い
う
朱
子
の
言
葉
を
引

い
て
い
る
。
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以
上
は
気
物
お
よ
び
神
物
に
つ
い
て
の
梅
園
の
設
の
概
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
「
天
地
」
は
、

さ
き
に
の
ベ
た
「
会
曇
」
が
論
理
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の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
て
、
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
梅
園
の
術
語
で
い
え
ば
、
気
物
性
睦
(
性
佳
は
「
性
一
睡
眠

二
」
の
こ
と
で
、
性
は
一
元
気
、
穫
は
会
易
、
つ
ま
り
「
一
有
二
、
二
関
ご
に
ひ
と
し
い
)

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
段
階
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
便
宜
上
、
梅
園
の
全
哲
皐
の
構
成
の
見
と
り
固
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
と
、

ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
。

一
元
気
(
玄
)
、
も
し
く
は
、
集
。

会
場
モ
デ
ル
1

1
保
理
。
反
観
合
一
。

一
有
二
、
二
開
一
。

(
気
物
性
観
)

天
地
モ
デ
ル
|
|
天
機
性
鐙
。
天
地
、
動
物
植
物
な
ど
高
物
、
人
。

な
お
附
言
す
る
。

一
元
気
と
気
と
の
開
係
は
ご
く
す
な
お
に
考
え
れ
ば
、
有
る
も
の
は
た
だ
気
物
、
さ
ら
に
い
え
ば
気
で
あ
り
、

た
だ
思
排
の
要
請
と
し
て
気
物
の
気
の
さ
ら
に
そ
の
奥
に
想
定
せ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
私
自
身
そ
の
よ
う

一
元
気
と
は

な
考
え
方
に
お
ち
入
っ
た
瞬
間
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

元
気
と
気
と
の
聞
に
、
事
貫
的

元
気
は
あ
く
ま
で
有
で
あ
る
。
否
、
有
の
有
な
る
も
の
で
あ
る
。
神
を
た
だ
ち
に
元
気
と
言
い

か
え
て
い
る
表
現
も
み
ら
れ
る
。

「
有
る
も
の

- 18ー

な
存
在
者
、
と
、
単
に
思
緋
の
要
請
と
し
て
想
定
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
理
論
的
存
在
者
、
と
い
う
匿
別
を
立
て
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

は
有
り
、
無
き
も
の
は
無
し
、
」

世
界
は
あ
く
ま
で
有
だ

と
い
う
の
が
梅
園
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。
最
究
極
的
存
在
で
あ
る
元
気
も
あ
く

ま
で
有
で
あ
り
、

た
だ
認
識
の
ば
あ
い
、
具
鐙
的
な
気
物
と
レ
う
い
わ
ゆ
る
二
の
態
に
お
け
る
気
と
し
て
考
え
ら
れ
る
以
外
に
な
い
、
と
い
う

に
す
ぎ
な
い
。

「
多
賀
墨
卿
君
に
答
う
る
書
」
で
は
い
き
な
り
気
物
か
ら
読
き
は
じ
め
、
元
気
に
つ
い
て
は
ぜ
ん
ぜ
ん
鯛
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い

の
は
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
「
元
気
」
の
考
え
が
、
三
十
一
歳
は
じ
め
て
『
玄
語
』
の
執
筆
を

開
始
し
た
嘗
初
か
ら
二
十
三
年
後
の
完
成
に
至
る
ま
で
、
否
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
、
彼
の
全
哲
皐
の
第
一
原
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
字
に

お
い
て
歴
歴
と
し
て
徴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
次
に
く
る
も
の
は
天
機
性
睦
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る

物
性
慢
の
性
笹
と
は
言
葉
は
同
一
で
あ
る
が
、
意
味
内
容
は
全
然
別
も
の
で
あ
っ
て
、
梅
闘
の
術
語
で
い
え
ば
同
聾
異
主
の
も
の
で
あ
る
。
梅
園
哲
皐
の
一
つ
の

さ
て
、

一
元
気
、
気
物
性
盟
、

(
こ
の
性
笹
は
、
前
の
気



特
徴
と
し
て
、
撃
す
な
わ
ち
名
僻
と
そ
の
封
象
物
す
な
わ
ち
主
と
の
関
係
を
非
常
に
詳
し
く
分
類
し
吟
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
Y

こ
の
天
機
性
瞳
と
い
う
の
は
、
前
の
気
物
性
瞳
が
存
在
の
い
わ
ば
論
理
的
な
側
面
を
理
解
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
い

わ
ば
存
在
の
具
睡
的
な
様
態
を
把
握
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
空
間
、
時
間
、
運
動
、
賞
瞳
的
か
否
か
、
色
影
や
乾
謀
、

な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
こ
れ
に
層
す
る
。
以
下
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、

「
天
」
は
天
地
を
宇
宙
に
な
し
、

「
機
」
は
天
地
を
轄
持
に
な
す
。
成
し
え
て
未
だ
天
地
を
物
に
露
わ
さ
ず
。

「
性
」
は
水
火
を
以
て
天
地
を
な
す
。
成
し
え
て
既
に
天
地
を
物
に
露
わ
す
。

「
韓
」
は
虚
買
を
以
て
天

地
を
な
し
、

天
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
天
地
(
す
べ
て
の
存
在
が
ひ
と
し
く
「
天
地
」
構
造
を
も
つ
こ
と
は
既
に
述
べ
た
〉

を
宇
宙
に
す
る
と
い
う
の
は
、

天
は
宙
で
あ
り
、
地
は
字
で
あ
っ
て
、
古
典
に
古

つ
ま
り

す
べ
て
の
存
在
(
天
地
構
造
を
も
つ
も
の
)
が
宇
宙
と
い
う
性
格
に
お
か
れ
る
と
い
う
こ
と
。

往
今
来
を
宙
と
い
い
、
天
地
四
方
を
字
と
い
う
(
た
と
え
ば
『
准
南
子
』
脅
俗
訓
〉
と
い
う
の
に
あ
て
れ
ば
、
す
べ
て
の
存
在
は
、
今
や
宇
宙
構
造

つ
ま
り
空
間
時
間
構
造
の
も
と
に
お
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宙
と
は
、
衰
々
と
し
て
通
ず
る
も
の
、
字
と
は
、
挟
々
と
し
て
塞
が
る
も

の
。
こ
の
、
遁
ず
る
も
の
す
な
わ
ち
時
間
、
塞
が
る
も
の
す
な
わ
ち
空
間
、
が
経
緯
を
な
し
て
、

い
わ
ば
存
在
者
の
最
も
基
礎
的
な
存
在
様
態

そ
の
具
睦
的
な
あ
り
方
が
宇
宙
す
な
わ
ち

- 19ー

を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
地
寓
物
す
べ
て
「
経
緯
に
織
ら
れ
て
」
い
る
の
で
あ
り
、

時
間
、
空
間
な
の
で
あ
る
。
梅
園
は
、
宇
宙
す
な
わ
ち
空
間
時
聞
に
つ
い
て
い
う
、

し
ば
ら
く
か
り
に
こ
の
天
地
と
い
う
も
の
を
掃
却
し
た
と

し
て
も
、
衰
々
と
し
て
通
じ
て
押
し
う
つ
る
の
「
時
」
、
攻
々
と
し
て
塞
が
り
て
も
の
を
お
く
の
「
慮
」
、
は
除
き
牽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
衰
々
と
は
水
が
た
だ
ひ
た
す
ら
流
れ
る
よ
う
に
い
っ
始
ま
る
と
も
い
つ
終
る
と
も
そ
の
端
末
を
見
ざ
る
貌
、
攻
々
と
は
指
す
べ
き
東

西
南
北
も
た
た
ず
、
立
つ
べ
き
上
下
も
分
た
ず
、
た
だ
い
ず
れ
を
か
ぎ
り
と
も
知
ら
ざ
る
貌
、
で
あ
る
。
衰
々
と
し
て
通
ず
る
も
の
、
こ
れ
が

時
で
あ
っ
て
、
経
を
な
す
。
往
く
も
の
は
皆
そ
こ
を
通
る
、
つ
ま
り
高
物
の
路
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
挟
々
と
し
て
塞
が
る
も
の
(
塞
が
る
と
は
充
塞

の
意
〉
は
虚
で
あ
り
、
緯
を
な
す
。
居
る
も
の
は
皆
こ
れ
に
居
る
、

つ
ま
り
寓
物
の
宅
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

重
夜
歳
月
、
東
西
上
下
、
す
べ
て
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こ
の
経
|
宙
、
緯
l
宇
に
刻
み
を
つ
け
、
位
を
さ
だ
め
た
、
と
こ
ろ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

天
地
の
大
よ
り
寓
物
の
小
に
い
た
る
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ま
で
す
べ
て
こ
の
「
宇
宙
」
形
式
の
も
と
に
あ
ら
ざ
る
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
経
緯
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
宇
宙
に
封
し
て
い
か

な
る
関
係
に
あ
る
か
。
私
の
考
え
で
は
、

お
そ
ら
く
そ
れ
は
一
元
気
そ
の
も
の
の
形
式
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

一
元
気
そ
の
も
の
に
お
け
る

通
と
に
求
め
、

経
緯
が
天
機
性
鎧
の
段
階
で
は
字
宙
と
し
て
い
わ
ば
具
鎧
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
す
な
わ
ち
空
間
時
聞
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
を
塞
と

そ
の
閥
係
を
経

・
緯
(
上
に
あ
わ
せ
れ
ば
緯
経
)
、
と
規
定
し
た
の
は
今
と
な
っ
て
は
何
で
も
な
い
こ
と
の

そ
の
様
態
を
宅
・
路
、

ょ
う
で
は
あ
る
が
、
極
東
の
思
想
史
に
お
レ
て
は
記
念
す
べ
き
業
績
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

機
は
天
地
を
縛
持
に
な
す
と
い
う
の
は
い
か
な
る
意
味
か
。
輔
は
運
動
、
持
は
静
止
(
よ
り
正
確
に
は
、
回
鶴
運
動
、
と
、

回
穂
軸
も
し
く
は
上
下

直
線
運
動
、
た
だ
し
梅
闘
が
上
下
と
い
う
と
き
は
必
ず
地
球
の
中
心
へ
の
方
向
で
い
う
)
。
つ
ま
り
一
切
の
存
在
、
そ
れ
は
既
速
の
如
く
す
べ
て
天
地
と
い

う
構
造
を
も
っ
、
そ
れ
が
今
や
天
は
園
轄
す
る
も
の
地
は
直
持
す
る
も
の
と
い
う
規
定
の
も
と
に
見
ら
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
蔦

物
が
天
地
構
造
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
空
間
構
造
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
運
動
静
止
構
造
に
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
前
に
も
い

ん
、
動
く
・
止
ま
る
は
梅
園
の
場
合
、

動
く
も
の
は
固
に
し
て
止
ま
る
も
の
は
直
(
球
面
鐙
の
回
締
と
そ
の
軸
)

と
い
う
ふ
う
に
天
文
皐
的
な
運

- 20ー

っ
た
ご
と
く
、
存
在
物
の
モ
デ
ル
は
運
動
す
る
気
が
天
と
し
て
外
に
、
静
止
す
る
物
が
地
と
し
て
内
に
、
と
い
う
形
に
な
っ

て
い
た
。
も
ち
ろ

動
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
、
非
常
に
多
彩
な
議
論
に
ま
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
軸
'は
今
は
す
べ
て
は
し
お
る
と
し
て
、

た
だ
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
は
、

ま
え
の
宇
宙
と
こ
こ
の
時
持
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
い
わ
ゆ
る
、復
位
(
略
し
て
言
え
ば
波
)

の
領
域
(
見
ゆ
る
も
の
一
つ
見

え
ざ
る
も
の
一
円
ノ
、
の
見
え
ざ
る
も
の
、
つ
ま
り
気
の
領
域
)
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
天
地
高
物
が
大
は
大
な
り
に
、

小
は
小
な
り
に
、

ひ
と
し
く
天
地
構
造
、

つ
ま
り
気
物
構
造
(
気
は
天
、
物
は
地
、
な
お
気
物
は
同
時
に
見
方
に
よ
っ
て
は
紳
物
で
あ
る
)

に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
天
・
気
は
浪
曲
胆
の
も
の
、
地
・
物
は
露
鐙
の
も
の
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

い
う
意
味
は
た
や
す
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
間
空
間
的
か
つ
運
動
静
止
的
天
地
は
例
数
で
い
う
成
住
壊
空
と
か
郡
康
節

こ
こ
で
い
う
天
・
気
が
浸
の
領
域
の
こ
と
で
あ
る
と

の
元
禽
運
世
な
ど
の
よ
う
に
、
始
終
の
あ
る
も
の
、

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
天
人
を
混
同
す
る
妄
設
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
始

人
聞
の
習
気
(
思
考
習
慣
)
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
自
売
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
注
意
す
べ
き
は
天

移
を
た
て
な
け
れ
ば
焦
が
す
ま
な
い
の
は
、



機
と
性
慢
と
が
、
ど
ち
ら
が
先
と
い
う
こ
と
な
く
同
時
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
錦
の
裏
と
表
が

同
時
的
で
あ
り
、
ひ
よ
こ
の
右
の
翼
と
左
の
翼
が
同
時
的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

次
に
天
機
性
穫
の
瞳
。
睦
が
虚
貧
を
以
て
天
地
を
な
す
、
と
は
何
の
意
味
か
。
虚
貫
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
の
虚
睦

レム、-d' 

賞
瞳
の
虚
賓
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
聞
の
肉
盟
、

空
気
、
火
、
天
韓
現
象
な
ど
は
、
手
ご
た
え
を
も
っ
て
把
握
で
き
な
い
も
の
、
賓
で
な
い
も
の
、

の
が
天
地
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
虚
質
構
造
(
天
リ
康
、
地
H
寅
)
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鎖
物
、

の
よ
う
な
も
の
は
、
中
味
の
つ
ま
っ
て
い
る
も
の
、

貫
な
る
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
虚
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も石

こ
ろ
一
つ
で
も
そ
れ
は
天
地
構
造
、
す
な
わ
ち
虚
貫
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、

た
だ
車
に
質
な
る
の
み
の
も
の
と
見
る
の
は
周
到
で
は

:
、
。

φ
人
huv

石
こ
ろ
に
お
い
て
も
、
虚
な
る
鎧
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

次
は
性
。
梅
園
の
説
明
に
よ
る
と

虚
の
種
よ
く
天
を
な
し
賓
の
盟
よ
く
地
を
な
し
、
然
し
て
そ
の
会
性
、
無
際
涯
よ
り
内
に
牧
め
て
地
を
結
び
、

国弱
気
に
噴
か
れ
て
水
を
な

- 21ー

す。

目弱
性
、
中
の
一
黙
よ
り
瑳
し
て
天
に
散
じ
、
会
気
に
褒
め
ら
れ
て
火
を
成
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、

日
月
星
辰
上
に
か
か
り
、

山
原
湖

海
下
に
羅
な
る
。

こ
の
文
章
の
意
味
は
、
地
と
い
う
賓
佳
の
も
の
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
の
ま
ま
不
饗
に
凝
固
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
恒
常

的
(
常
)
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
貨
は
気
が
不
断
に
「
逼
」
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
常
な
の
で
あ
る
。
通
ず
る
と
は
た
え
ず
生
化
(
化
は
化
滅
、
気
の

新
陳
代
謝
〉
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
地
の
鐙
を
な
す
気
、
会
の
気
が
無
限
の
か
な
た
よ
り
地
を
結
ぼ
う
と
し
て
中
す
な
わ
ち
中
心
黙

〈
天
球
の
、
し
た
が
っ
て
地
球
の
中
心
黙
)
め
ざ
し
て
牧
飲
し
て
く
る
。

中
心
軸
'
に
向
っ
て
牧
飲
し
て
ゆ
く
(
枚
)
と
い
う
こ
と
は
梅
園
の
規
定
に

と
こ
ろ
が
天
地
に
お
い
て
は
同
時
に
中
心
貼
よ
り
逆
に
護
散
(
愛
)
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る

こ
の
中
に
向
っ
て
牧
飲
し
よ
う
と
す
る
会
が
暴
に
さ
え
ぎ
ら
れ
停
留
さ
せ
ら
れ
る
と
き
に
水
ま
た
は
水
的
な
も
の
を
地
に
か

よ
れ
ば
、
会
の
固
有
の
性
格
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

国
坊
の
気
が
あ
る
。
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た
ち
づ
く
り
、
震
散
し
よ
う
と
す
る
暑
が
会
に
よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
て
停
留
す
る
と
き
に
火
(
燥
の
極
度
に
現
象
的
な
も
の
)
ま
た
は
火
的
な



336 

も
の
、

を
天
に
か
た
ち
づ
く
る
。
す
べ
て
の
存
在
は
天
地
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
天
地
構
造
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

か
か
る
朕
況
に
お
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
水
ま
た
は
水
的
な
も
の
、
火
ま
た
は
火
的
な
も
の
、

が
色
彩
と
か
温
度
と
か

数
能
な
ど
我
々
に
極
め
て
親
し
い

日

常
的
な
意
味
で
の
も
の
の
性
質
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

天
地
蔦
物
は
か
く
の
如
き
天
機
性
健
と
い
う
僚
理
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
る
。

る
」
と
こ
ろ
の
現
賓
の
天
地
も
、
買
は
こ
の
よ
う
な
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
規
定
の
も
と
な
る
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
も

「
日
月
星
辰
上
に
か
か
り
、
山
原
湖
海
下
に
羅
な

大
切
な
こ
と
は
、

天
地
の
員
形
が
一
つ
の
園
球
を
な
し
て
お
り
地
は
そ
の
園
球
ー
ー
も
し
梅
園
、
か
十
分
に
慎
重
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
中
心
の

み
あ
っ
て
そ
の
牢
径
が
無
限
大
で
あ
る
よ
う
な
園
球
、

と
書
い
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
|

|
の
中
心
貼
を
な
し
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
明

白
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
は
園
球
で
あ
る
。
そ
の
で
つ
ば
っ
た
と
こ
ろ
が
圏
、
お
ち
レ
っ
た
と
こ
ろ
が
海
で
あ
り
、
海
も
ろ
と
も
に
園

@
 

な
る
球
惜
の
上
下
回
方
を
人
が
と
り
園
ん
で
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
し
、
か
の
吹
々
た
る
天
と
い
う
も
の
も
こ
れ
ま
た
固
に
し
て
天
象
を
容
れ

て
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
し
天
が
固
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

前
述
の
ご
と
く
、
天
が
外
側
か
ら
そ
れ
を
と
り
園
ん
で

い
る
と
こ
ろ
の
地
が
園

- 22ー

球
で
あ
る
と
い
う
助
か
ら
誘
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ

お
よ
び
古
来
の
レ
わ
ゆ
る
天
国
(
天
文
計
算
上
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
天
国
)
、

あ
る
い
は
嘗
時
の

西
洋
天
文
民
一
ナ
に
お
け
る
通
説
た
る
九
重
天
、
十
二
重
天
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
表
現
を
と
ら
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
梅
園
は
、
西
洋
風

の
重
層
天

l
|地
(
地
球
)
水
気
火
の
一
圏
の
外
側
に
、
月
天
、
水
星
天
、
金
星
天
、
太
陽
天
、
火
皇
天
:
:
:
な
ど
の
水
品
位
圏
殻
が
タ
マ
ネ

ギ
の
皮
の
よ
う
に
重
層
し
て
四
時
し
て
い
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
に
は
思
い
も
及
ば
ぬ
珍
な
る
有
限
宇
宙
説
!
ー
に
つ
レ
て
は
、

そ
れ
が

天
文
計
算
の
便
宜
の
た
め
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
以
外
に
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
意
義
を
認
め
て
い
な
い
。

か
く
て
天
地
が
固
い
と
い
う
こ
と
が
得
と
合

黙
さ
れ
た
な
ら
ば
、

水
を
さ
か
さ
ま
に
し
て
こ
ぼ
る
る
と
こ
ろ
な
く
、
東
を
西
に
さ
し
て
も
ま
ど
う
と
こ
ろ
な
く
:
:
:
反
観
合
一
の
工
夫
も
貫

に
試
む
る
と
こ
ろ
出
で
き
た
り
、
而
し
て
の
ち
は
じ
め
て
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
習
気
に
泥
ま
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
も
さ
と
る
よ
う
に
な

り
、
仙
相
抽
相
智
の
働
き
も
出
で
来
り
、
達
観
の
梢
梯
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
此
故
を
以
て
、
天
地
達
観
の
初
門
は
、
天
地
の
形
盟
、

日
月
の
運
行



を
し
る
に
如
く
は
な
し
。
」
要
す
る
に
「
天
地
位
を
定
め
、
火
、
上
に
照
ら
し
、
水
、
下
に
湛
う
る
ま
で
に
し
て
、
是
が
活
物
な
る
に
よ
り
細

組
摩
還
し
て
、
有
意
・
温
・
動
の
動
物
と
、
無
意
・
冷
・
止
の
植
物
と
、
た
だ
此
の
二
種
を
醸
し
出
し
て
、
其
の
物
と
神
と
を
千
態
寓
貌
に
端
炭

化
す
る
な
れ
ば
、
至
擾
か
え
っ
て
至
簡
の
至
り
に
候
。
」
ち
な
み
に
云
う
、
梅
園
は
い
わ
ゆ
る
蔦
物
を
論
ず
る
と
き
、
そ
の
代
表
と
し
て
つ
ね
に

も
つ
ば
ら
動
物
・
植
物
を
論
じ
て
い
る
。

四

む

す

び

梅
園
は
、
人
倫
界
に
閲
す
る
研
究
を
行
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
無
意
の
天
と
有
意
の
人
と
の
匿
別
を
き
わ
め
て
巌
格
に
考
え
、

そ
し
て
天
す
な
わ
ち
自
然
の
研
究
の
方
法
は
「
反
観
」
、
人
事
の
研
究
の
方
法
は
「
推
観
」

し
か
し
、
彼
の
人
倫
界
に
関
す
る
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
そ
の
傘
皇
論
|
|
関
連
し
て
、

湯
武
批
判
|
|
の
ご
と
き
注
目
す
べ
き
主
張
も
あ
る
が
、
全
種
と
し
て
、
と
う
て
い
自
然
哲
皐
の
精
彩
に
は
及
ば
な
い
こ
と
、
今
日
の
定
論
で

天
人
を
混
同
す
る
こ
と
を
き
び
し
く
排
斥
し
た
。

と
し
た
。
推
観
は
す
な
わ
ち
恕
で
あ
る
。

- 23-

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
全
然
そ
れ
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

そ
の
「
一
有
二
・
二
開
ご
の
反
観
の
論
理
が
排
誼
法
で
あ
る
か
ど
う
か
、
な
ど
今
日
梅
園
研
究
家

の
聞
で
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
に
も
、
あ
え
て
ふ
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
私
は
こ
の
問
題
に
封
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
否
定
的

な
見
解
に
傾
く
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
定
義
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
自
然
哲
拳
に
つ
い
て
も
、

わ
た
し
の
関
心
は
梅
園
哲
察
、
特
に
そ
の
自
然
哲
皐
を
儒
数
史
一
般
(
極
東
儒
数
史
)
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、

も
ち
ろ
ん
、
中
園
の
儒
皐
の
展
開
と
の
関
連
が
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
最
近
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
宋
明
の
気
の
哲
拳

と
の
閥
連
、

た
と
え
ば
梅
園
の
五
行
読
に
射
す
る
は
げ
し
い
排
斥
は
こ
の
際
の
好
箇
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
梅
園
の
哲
撃
が
気
の
哲
皐
の
系

列
に
入
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
信
ず
る
が
、

そ
れ
が
他
の
気
の
哲
撃
者
に
射
し
て
如
何
な
る
特
徴
を
も
つ
か
。
そ
れ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に

そ
の
哲
闘
争
の
構
造
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
彼
の
哲
撃
は
、

し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に

337 

は
何
よ
り
も
先
ず
、
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近
代
的
科
嬰
思
想
の
胎
動
と
評
す
る
よ
り
も
、
儒
教
風
自
然
風
平
の
最
後
に
し
て
最
高
の
成
果
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

オ
リ

l
、

梅
園
哲
準
の
大
き
な
エ
レ
メ
ン
ト
が
、
地
球
説
を
始
め
と
す
る
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
天
文
皐
と
、
朱
子
皐
が
鐙
系
化
し
た
よ
う
な
気

・
会
因
坊
の
セ

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
い
っ
た
通
り
で
あ
る
。
雨
者
の
い
ず
れ
が
優
勢
で
あ
る
か
。
気
を
「
頑
然
冥
然
、
宇
内
に
凋
漫
」
す
る
も

の
に
す
ぎ
ぬ
(
文
儒
略

『
三
山
論
察
記
』
)
と
す
る
ジ
ェ
ズ
イ

ッ
ト
的
自
然
皐
の
考
え
方
と
、
気
の
精
英
と
し
て
の
紳
を
と
き
気
の
能
動
性
を
第

一

に
置
く
梅
園
の
考
え
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
天
文
民
干
の
閉
ざ
さ
れ
た
有
限
宇
宙
説
に
針
す

る
無
限
宇
宙
(
近
代
的
宇
宙
観
!
)
の
考
え
が
、
中
園
古
来
の
宇
宙
嗣
慨
を
縫
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

今
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

梅
園
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
湯
華
の
『
天
経
或
問
』
そ
の
師
の
方
以
智
の
『
物
理
小
識
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
方
以
智
が
親
し
く
数
え
を

受
け
た
こ
と
の
あ
る
熊
明
遇
の
『
格
致
草
』
な
ど
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
天
文
拳
の

「貫
測
」
を
大
幅
に
、
も
し
く
は
全
面
的
に
と
り
入
れ
な
が
ら
、

こ
の
重
層
天
の
読
す
な
わ
ち
有
限
宇
宙
の
読
|
|
気
の
場
所
は
そ
こ
で
は
全
宇
宙
の
一
局
部
、

地
球
と
月
天
と
の
あ
い
だ
の
空
聞
に
の
み
限
ら

最
近
、
方
以
智
や
務
事
と
梅
園
と
の
継
承
関
係
の
研
究
が
進
ん
で
き
て
、

し
の
話
が
『
天
経
或
問
』
、
更
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

『
物
理
小
識
』

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
例
の
水
差
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れ
る
ー
ー
の
み
は
、
捨
て
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
も
っ
と
も
分
り
に
く
い
の
は
、

そ
の
「

一
・
二
」

の
論
理
の
由
来
で
あ
る
。

に
出
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
が

こ
の
話
は
更
に

『
格
致
草
』
に
も

ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
自
然
皐
に
由
来
す
る
も
の
に
相
違
な
い
。
然
し
「
一
・
一
亡
の
論
理
が
『
物
理
小
識
』
に
由
来

@
 

す
る
と
い
う
説
は
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
陰
陽
を
論
ず
る
場
合
、

既
に
出
て
お
り
、

お
そ
ら
く
、

一
一
一
と
い
う
数
字
を
用
う
る
こ
と
は
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
こ
う
い
う
縫
承
闘
係
を
中
心
に
書
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
何
ん
と
い
っ
て
も
梅
園
は
本
誌
の
讃
者
に
は
な
じ
み

が
薄
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
生
涯
や
思
想
の
紹
介
に
手
間
ど
っ
て

い
わ
ば
本
論
に
入
る
前
に
移
っ
た
講
演
と
い
う
感
じ
に
な
っ
た
。

し

か
し
私
流
に
い
っ
て
、
極
東
思
想
史
に
お
け
る
気
の
哲
撃
の
最
後
最
高
の
展
開
、

し
か
も
社
麗
無
比
な
展
開
の
一
断
面
を
、

と
も
か
く
紹
介
で

き
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
無
意
味
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
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②
た
だ
し
、
梅
園
の
受
容
し
た
西
洋
天
文
皐
が
明
末
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
系
で

あ
っ
た
た
め
、
地
動
説
以
前
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
窮
理
通
』
自
序
で

帆
足
高
里
が
惜
し
ん
で
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
先
生
(
梅
園
〉
常
に
以
震

へ
ら
く
、
天
を
論
ず
る
、
静
日
(
太
陽
が
静
、
つ
ま
り
地
球
が
動
)
よ
り

善
き
は
莫
し
、
と
。
之
を
廊
回
剛
立
に
質
す
。
剛
立
答
ふ
る
に
未
だ
淫
せ

ざ
る
を
以
て
す
。
其
の
書
を
著
は
す
に
及
び
て
己
む
を
得
ず
、
明
季
に
従

ひ
て
観
采
す
。
故
に
立
言
微
な
り
と
錐
も
、
寝
庇
無
き
こ
と
能
わ
ず
。
」

こ
の
う
ち
、
梅
園
が
か
ね
て
地
動
設
に
心
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
の
が
、

ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
こ
と
は
、

『
梅
園
風
平
曾
報
』
二
の
矢
島
一
茄
利
氏
の
文
に

指
摘
が
あ
る
。
な
お
直
園
の
概
今
伊
も
、
寅
は
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
天
文
皐
よ
り

受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
来
の
園
運
動
・
直
線
運
動
の
設
で
あ
る
。

③
つ
い
で
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
梅
園
三
語
の
う
ち

『賛
語
』

は
、
天
地
峡
、
会
園
者
峡
、
身
生
秩
、
死
生
秩
、
善
悪
秩
、
天
人
朕
、
の
六

篇
に
分
か
れ
、
分
量
的
に
『
玄
語
』
の
一
倍
半
と
い
う
大
冊
で
あ
る
が
、

第
て
梅
園
哲
皐
の
梅
園
自
身
に
よ
る
き
っ
ち
り
し
た
要
約
(
各
峡
の
最

339 

初
の
「
訓
」
と
稽
す
る
部
分
)
が
非
常
に
有
益
で
あ
る
こ
と
、
第
二
、
引

用
の
全
然
な
い
『
玄
一
語
』
と
逆
に
、
全
篇
こ
れ
引
用
と
い
う
べ
く
、
い
わ

ば
梅
園
の
聞
包
索
の
祭
屋
裏
を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
時

代
ま
で
の
和

・
漢
・
洋
の
自
然
・
人
文
諸
鼠
午
、
と
く
に
自
然
科
準
的
諸
皐

の
批
剣
的
集
大
成
、
率
問
概
論
、
と
し
て
比
類
な
き
書
物
で
あ
る
こ
と
、

で
あ
る
。
本
書
の
ご
と
き
、
今
日
も
っ
と
も
紹
介
さ
る
べ
き
書
物
で
あ
る

こ
と
、

疑
い
な
い
。

@
地
が
球
な
ら
ば
反
針
側
の
人
聞
は
落
ち
て
し
ま
わ
な
い
か
と
の
疑
問
に

制
到
す
る
梅
園
の
答
は
、
一
、
落
ち
る
と
は
下
へ
の
運
動
で
あ
る
が
、
球
面

に
お
い
て
下
と
は
中
心
へ
の
方
向
。
二
、
地
(
附
近
の
大
気
を
も
含
む
)

の
気
は
直
と
い
う
性
格
を
も
ち
い
わ
ば
ま
っ
直
ぐ
な
筋
が
つ
い
て
い
る
。

そ
こ
で
は
気
は
直
に
上
が
り
、
質
(
賞
慢
の
も
の
)
は
直
に
下
が
る
、
の

を
本
性
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑤
高
橋
正
和
「
梅
園
哲
皐
の
源
流
」
(
別
府
大
皐

『
閤
語
圏
文
皐
』
一

二
〉
。
な
お
最
近
の
梅
菌
研
究
の
う
ち
、
高
橋
、
小
川
階
久
、
柳
津
南
、

橋
尾
四
郎
、
本
田
済
、
一
帽
、氷
光
司
、
山
田
鹿
児
な
ど
諸
氏
の
論
考
は
私
に

は
有
盆
で
あ
っ
た
。
阿
部
隆
一
氏
編
・
安
岐
町
教
育
委
員
舎
刊
『
三
浦
梅

園
自
筆
稿
本
並
奮
蔵
書
解
題
』
附
録
・
中
尾
菊
三
郎
氏
編
『
研
究
文
献
目

録
』
参
照
。
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The Thought of Miura Baien 三浦梅園

―from the Viewpoint of the History of Far Eastern Confucian Thought―

SｈｉｎｉａｄａＫｅｎji

　　

Miura Baien is being accepted today, almost unanimously, as the

greatest of pre-Meiji Japanese philosophers. His unique philosophy was,

of course, the product of his genius, but at the same time, it embodied

the development of philosophical thought in the Far Eastern world.

　　

Miura was formed by the Confucian education quite ordinary at that

time. Later, he read ぺA/^esternbooks on natural subjects ｅ.g., astronomy,

geography, and　medicine, mostly　those introduced and translated　into

Chinese by Jesuits in the late Ming period, and was deeply impressed

with their positivistic character. At the same time, he was not completely

content with them. He felt that they lacked 加バ條理, which in his

opinion was indispensable in true science. He also rejected totally the

concept of universe based on　Christian faith. Eventually, he built ａ

grandiose and coherent philosophical system by applying his jaパlogic

i.e., the logic of thesis-antithesis and their unification in one, to the globe

theory of earth brought about by European science, regarding the universe

as being constructed by differentｃｈ’Ｌculminating in one　ultimatｅ ｃＫｉ

一元気.

　　

In this article l shall first survey Miura's life and his philosophy as

outlined in the “ Letter to Mr. Taga Bokkei 多賀墨卿”, written by himself

as an introduction to his thought. I shall then point out that his philo-

sophy was hardly anything more than ａ variation on the philosophy of

Ｅみ'j,formulated by Sung philosophers. The supposedly original jθパlogic

too did not surpass the limits of thiｓ　cKi philosophy though he had due

and ｓｕ伍cient reason to be proud.

　　

Notions as the ultimate existence ｏ£ｄ占 composed of the antithetic

beings of jy加and jyαng, the　strata･structure　of the world which is the

total 0f different compounds of ch'i, the image of open universe in cont-

rast to the closed universe in Europe, the macrocosmos-microcosmos model

penetrating into people's mentality are, without doubt, within the paradigm
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of Confucian philosophy systemized by Neo-Confucianism. Miura's strict

distinctionbetween heaven and man and absolute denial of five elements

are certainly notable. But even in these cases, we find brilliantforerun･

ners in the history of Chinese philosophy, Hsiin-tzu菊子and Liu Tzung-

yiian柳宗元in the former, Wang T'ing-hsiang 王廷相and Wu T'ing-han

呉廷翰in the latter.In Japan itself,the scholars of Kaitokudo懐徳堂in

Osaka with whom Miura kept an intimate contact,for example, generally

tended to deny the ｅχistenceof five elements. At any rate, the philo-

sophy of cKi seemed at this time to have reached the stage to cast away

the five elements｡

　　

To summarize, it can be said that Miura's philosophy was a splendid

monument to the encounter between the European geocentric theory of

nature and the philosophy of ch'i. Whether or not one can see in it the

spiritof modern science, as often been suggested,ｌ cannot yet decide.

The Evaluation of Wang An-shih 王安石

　　　

in the Early Southern Sung

　　　　　　

尺ondo Kazunaパ

　　

The Southern Sung government is said to have been dominated by

sympathizers of the ０１ｄLaw Party 奮法m. This generalization,however,

needs to be re-eχamined. For one thing, it was in 1241, only forty years

before the fall 0f Southern Sung, that Wang An-shih was deprived of

his place in the Confucian temple 孔子廟of the Imperial Academy太學.

Being enshrined in the Confucian temple was an honour reserved exclu-

sively for those considered as orthodox followers of Confucius. Despite

repeated attempts, for example, it took more than ａ hundred yeａｒｓto have

scholars of the tａｏ､ｈｓiｔeJi道學school,such as the Ch'eng程Brothers, so

honouredバWhat significance,then, could we draw from this fact？

　　

In order to legitimize his accession to the throne, Kao-tzung高宗was

compelled to change the image of Empress Hsiian-jen 宣仁皇后, villified

by the New Law Party 新法m. The revision of the veritable
records

貢録of Shen-tzung祚宗and Ｃｈｅ･tzung哲宗was ordered
to serve this

purpose･ and the people worked on the task were, by and large, followers
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