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欲
追
求
を
肯
定
す
る
「
濁
」
の
設
想
と
、
こ
れ
を
社
曾
秩
序
を
乱
す
も
の
と
排

除
す
る

「
清
」
の
理
念
の
格
闘
の
中
で
成
長
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

雨
漠
時
代
の
市
と
市
邑

手兵

屋

正

来日

秦
漢
時
代
の
市
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
長
安
九
市
の
位
置
、
市
の
構

造
、
市
籍
の
性
格
、
官
に
よ
る
市
の
規
制
、
市
の
営
業
品
目
、
市
の
遊
民

・
遊

侠
、
市
で
の
庭
刑
な
ど
に
関
す
る
研
究
が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
、
市
の
外
形
に
つ

い
て
は
か
な
り
わ
か
っ
て
き
た
。
と
く
に
佐
原
康
夫
氏
の
近
年
の
努
作
「
漢
代

の
市
に
つ
い
て

」
(
『
史
林
』
六
八

l
五
一
九
八
五
年
)
は
、
都
市
の
市
(
常

設
市
〉
と
都
市
か
ら
は
な
れ
た
地
黙
に
存
在
す
る
小
市
(
定
期
市
。
本
報
告
で

い
う
市
邑
で
、
王
符
『
潜
夫
論
』
浮
修
篇
に
は

「
市
邑
寓
数
」
と
あ
る
)
と
の

関
係
を
明
ら
か
に
し
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
木
報
告
は
こ
れ
ら
の
研
究

を
ふ
ま
え
て
、
雨
漢
時
代
の
市

・
市
邑
で
行
な
わ
れ
た
取
り
引
き
自
健
に
つ
い

て
若
干
の
考
察
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

前
泌
前
中
十
期
に
は
富
一商
大
賀
の
活
路
が
め
だ
ち
、
し
か
も
そ
の
交
易
の
一
定

部
分
は
市
外
で
行
な
わ
れ
て
い
た
た
め
、
山
富
時
の
一
商
業
に
し
め
る
市
・
市
巴
の

比
重
は
相
封
的
に
小
さ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
武
-
帝
期
の
抑
一
商
政
策
を
へ
て
富
一
商

大
賀
の
活
力
が
減
退
し
た
前
淡
後
期
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
市
・
市
邑
の
繁
品
開

が
め
だ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
墜
に
富
一
商
大
買
が
後
退
し
て
市

・
市
邑
が
相
封

閏
に
う
か
び
あ
が
っ
た
の
で
は
な
く
、
小
農
民
層
の
購
買
力
の
向
上
、
周
迭
の

荘
園
や
小
農
民
の
作
物
や
調
理
ず
み
の
食
料
品
と
い
っ
た
生
活
に
密
着
し
た
一
商

品
、
さ
ら
に
は
蓉
修
ロ
聞
な
ど
の
増
加
の
結
果
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

か
つ
て
の
都
市
の
遊
民
は
と
も
か
く
、
小
農
民
居
と
の
関
係
の
う
す
か
っ
た

市

・
市
邑
が
、
周
遊
の
庶
民
の
生
活
と
有
機
的
な
関
係
を
も
っ
て
き
た
。

一
九
三
0
年
代
江
蘇
省
無
錫
鯨
の

農
村
調
査
を
め
ぐ
っ

て奥

キず

哲

奮
中
園
農
村
経
済
の
調
査
で
は
、
務
鍛
の
そ
れ
が
総
合
性

・
科
皐
性
に
お
い

て
高
く
許
領
さ
れ
て
い
る
。
華
中
に
つ
い
て
も
、
満
鍛
上
海
事
務
所
に
よ
る
無

錫
な
ど
六
豚
の
農
村
調
査
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、

多
く
の
研
究
が
設
表
さ
れ

た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
調
査
は
、
日
中
戦
争
中
に
敵
図
日
本
が
行
な
っ

た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
故
の
制
約
が
大
き
く
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
戦
争
前
の
農
村
の
状

況
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
農
民
の
回
答
の
信
懇
性
を
除
い
て
も
、
調
査
地

の
選
定
の
問
題
や
戦
争
に
よ
る
繁
動
な
ど
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
従
来
の
研
究
が
こ
う
し
た
黙
に
留
意
し
て
い
な
い
誇
で
は
な
い
が
、
十

分
と
は
い
い
難
い
。
可
能
な
限
り
他
史
料
と
突
き
合
わ
せ
て
、
浦
鍛
の
調
査
を

相
刻
化
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
頼
れ
る
他
史
料
が
さ
ほ
ど
多
く
な
い
か
ら
で
あ

る。
無
錫
は
中
園
近
代
経
済
史
に
お
い
て
濁
自
の
地
位
を
占
め
て
い
る
た
め
か
、

例
外
的
に
他
史
料
は
豊
か
で
あ
る
。
ま
ず
一
九
二
九
年
に
、
後
の

「
中
園
農
村

滋
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
二
二
村
の
一
二

O
七
戸
の
調
査
が
行
な
わ
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れ
た
。
縫
い
で
=
二
年
に
、
江
一
係
省
農
民
銀
行
が
豚
内
第
四
区
の
銀
・
村
単
位

の
調
査
を
行
な
っ
た
。
四

O
年
の
繍
餓
に
よ
る
無
錫
農
村
調
査
は
、
借
用
巷
銀
に

腐
す
る
小
了
巷
・
鄭
巷
・
楊
木
橋
の
三
村
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
楊
木
橋
は
二

九
年
の
二
二
村
の
一
つ
で
あ
り
、
三
一
年
の
調
査
は
祭
巷
鋲
を
含
ん
で
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
二
九
年
の
調
査
は
現
在
の
所
は
殆
ど
利
用
で
き
な
い
た
め
、
報

告
で
は
後
者
に
よ
っ
て
満
銭
の
調
査
を
相
街
化
し
、
措
間
中
園
の
農
村
経
済
に
関

す
る
若
干
の
論
黙
を
提
出
し
た
い
。

テ
ィ
ム

l
ル
朝
園
制

安

藤

朗

士
一~

テ
ィ
ム
l
ル
朝
の
宮
廷
及
び
デ
ィ

l
ワ

l
ン
機
構
の
俵
設
的
再
構
成
。
イ
ン

シ
ャ

I
作
品
の
援
用
に
基
く

「園
家
」
韓
制
の
枠
組
に
関
す
る
仮
設
的
見
解
。

こ
れ
ら
二
つ

の
俵
設
は
、
パ
イ
ス
ン
グ
ル
の
宮
廷
か
ら
俸
わ
る
ミ
ニ
ア
チ
ュ

I

ル
の
下
総

一
片
の
モ
チ
ー
フ
に
如
何
な
る
解
棒
を
要
求
す
る
か
。

イ
ス
ラ
ム
法
の
相
停
に
つ
い
て

|

|
民
事
責
任
を
例
と
し
て

杉日

橋

博

之
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イ
ス
ラ
ム
法
の
規
定
は
し
ば
し
ば
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
法
皐
者
は
、
主
と
し
て
個
々
の
事
案
を
い
か
に
し

て
解
決
す
る
か
に
関
心
が
あ
り
、
理
論
化
・
慢
系
化
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

確
か
に
イ
ス
ラ
ム
の
法
皐
書
に
お
い
て
鐙
系
的
な
設
明
に
出
合
同
う
こ
と
は
少

な
い
。
そ
れ
は
単
に
記
述
の
健
裁
の
問
題
で
は
な
く
、
類
似
の
事
案
が
一
見
し

て
異
な
っ
た
解
決
を
輿
え
ら
れ
、
し
か
も
法
皐
者
自
身
が
一
貫
し
た
読
明
を
輿

え
ら
れ
な
い
場
合
が
往
々
に
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
な
っ
た
理
由
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
に
は
、
倫
理
的
な
動
機
の
た

め
に
個
々
の
事
案
の
解
決
の
一
部
が
放
棄
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
解
決
が
縫
承

さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
原
理
が
忘
れ
ら
れ
た
り
し
た
と
い
う
事
情
も
手
停
っ
て
い

司令
。こ

こ
で
は
こ
の
こ
と
を
、
ハ
ナ
フ
ィ
l
混
と
マ

l
リ
ク
仮
に
お
け
る
、
民
事

責
任
の
理
論
を
例
と
し
て
検
設
す
る
。
具
健
的
に
は
、
第

一
に
、
引
渡
前
に
貫

主
の
占
有
下
で
滅
失
し
た
買
物
に
関
す
る
危
険
負
捻
と
、
第
二
に
、
侵
奪
者
の

許
で
滅
失
し
た
物
及
び
そ
こ
か
ら
侵
奪
者
が
享
受
し
た
使
用
牧
盆
の
補
填
の
問

題
を
採
り
上
げ
る
。
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北
イ
ン
ド
(
ラ

l
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
東
南
部
)
に
お
け
る

都
城
公
曲
師
げ
る
の
形
成
過
程

|
|
二
ハ
五

0
1
一
八
五

O
ー
ー

佐

藤

哲

正

一
七
J
一
八
世
紀
の
こ
の
地
域
の
村
は
、
そ
の
村
域
に
関
し
て

一
方
で
は


