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張

岳

の

陽

明

撃

批

剣

島

毅

は

じ

め

に

一

陽
明
皐
へ
の
挑
戦

二
王
守
仁
の
躍
読

三

数

育

の

手

順

四
宗
族
の
位
置
づ
け

お

わ

り

に
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t土

じ

め

王
守
仁
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
者
た
ち
の
事
説
、

い
わ
ゆ
る
陽
明
撃
の
出
現
は
、

明
代
思
想
史
上
の
大
事
件
で
あ
っ
た
。

明
代
後
牢
の
思
潮

は
、
陽
明
撃
を
中
心
に
展
開
し
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
潮
流
が
去
っ
た
清
代
に
な
る
と
、
陽
明
撃
は
(
批
剣
的
な
立
場
か
ら
〉
明
代
を

代
表
す
る
間
学
術
と
み
な
さ
れ
る
。
陽
明
撃
を
も
っ
て
明
代
儒
教
思
想
の
代
表
と
す
る
見
方
は
今
で
も
ひ
き
つ
が
れ
て
お
り
、
逼
常
「
明
翠
」
と

い
え
ば
、
陽
明
事
お
よ
び
そ
れ
に
近
い
「
心
皐
」
の
こ
と
を
さ
し
、

「
宋
皐
」
す
な
わ
ち
朱
子
撃
系
統
の
事
術
と
は
匝
別
さ
れ
る
。

か
つ
て
、

山
井
湧
氏
は
、
明
代
か
ら
清
代
に
か
け
て
の
思
想
の
流
れ
を
、
陽
明
拳
↓
経
世
治
用
の
事
↓
考
誼
拳
と
整
理
し
、
朱
子
撃
に
鯛
れ

な
い
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
こ
の
時
期
を
通
じ
て
、
朱
子
撃
は
官
撃
の
位
置
を
占
め
、
貫
質
的
に
も
多
く
の
人
々
の
支
持
を
得
て
い



た
。
し
か
も
、
朝
廷
に
も
在
野
に
も
、
朱
子
事
者
と
銘
打
た
れ
る
人
々
が
か
な
り
多
く
い
た
。
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る

が
、
た
だ
、
朱
子
挙
そ
の
も
の
と
し
て
は
思
想
史
の
表
面
に
大
き
く
現
れ
て
い
な
い
と
思
う
し
、
朱
子
撃
の
問
題
を
こ
こ
に
組
み
入
れ
る
と
、

(
1〉

一
切
省
略
す
る
他
な
か
っ
た
」
。

論

貼

が

複

雑

に

な

っ

て

、

「

論

貼

が

複

雑

」

云

々

は

今

は

問

わ

な

い

。

問

題
は
、
は
た
し
て
「
思
想
史
の
表
面
に
大
き
く
現
れ
て
い
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
に
あ
る
。
山
井
氏
の
文
章
は
、
こ
の
時
期
の

朱
子
事
は
「
貰
質
的
に
も
多
く
の
人
々
の
支
持
を
得
て
い
」
な
が
ら
、
思
想
史
の
研
究
封
象
と
し
て
は
重
要
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
誼

こ
こ
で
は
扱
い
き
れ
な
い
の
で
、

め
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

「
思
想
史
の
表
面
」
と
言
う
時
、
山
井
氏
は
お
そ
ら
く
思
想
自
瞳
の
斬
新
さ
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に
設
か
れ
た
事
設
を
、

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
反
復
し
て
い
る
だ
け
の
事
術
は
、

「
思
想
史
」
の
ま
と
も
な
検
討
封
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

「
朱
子
事
そ
の
も

の
と
し
て
は
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
朱
子
事
は
蛍
時
の
斬
新
な
思
想
で
あ
っ
た
陽
明
事
な
り
考
謹
撃
な
り
を
批
剣
す
る
側
、
い
わ
ば
か
た
き
役

と
し
て
活
躍
の
場
を
興
え
ら
れ
る
に
す
、
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
は
主
役
に
な
る
資
格
を
も
た
な
い
と
い
う
意
味
に
讃
み
取
れ
る
。
し

か
し
、

次
々
に
現
れ
る
新
し
い
思
想
を
追
い
か
け
て
、
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「

思

想

史

」

と

は

、

そ

の

あ

い

だ

に

脹

絡

を

つ

け

る

だ

け

の

事

間

営

震

で

は

あ

る

ま

い
。
新
た
な
思
想
が
出
現
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
多
く
の
人
々
の
支
持
を
得
て
い
た
」
の
か
、
な
ぜ
「
官
撃
の
位
置
を
占
め
」
つ
づ

(

2

)

 

け
た
の
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
責
務
も
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

陽
明
事
勃
興
後
の
朱
子
撃
は
、
山
井
氏
に
か
ぎ
ら
ず
、
多
く
の
研
究
者
か
ら
か
た
き
役
扱
い
さ
れ
て
き
た
。
思
想
史
を
護
展
史
的
に
説
明
す

る
論
者
に
と
っ
て
、
宋
代
を
代
表
し
、
宋
代
に
こ
そ
生
命
力
を
も
っ
て
い
た
は
ず
の
朱
子
事
が
、
清
末
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
信
奉
者
を
抱
え

る
事
貧
は
、
で
き
れ
ば
避
け
て
遁
り
た
い
難
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
通
読
的
な
解
穫
で
は
、
韓
制
側
が
自
分
た
ち
に
都
合
の
よ
い
思

想
と
し
て
朱
子
撃
を
利
用
し
た
の
で
あ
り
、
中
園
に
お
け
る
思
想
の
内
在
的
護
展
に
と
っ
て
の
阻
害
要
因
だ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
明
清
時
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代
の
朱
子
翠
そ
れ
自
瞳
に
聞
し
た
分
析
、
瞳
制
数
拳
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
硬
直
化
し
た
と
い
う
一
面
的
な
説
明
で
は
な
く
、

(
3〉

に
ま
で
は
い
り
こ
ん
だ
検
討
を
加
え
る
作
業
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
り
思
想
の
中
身
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(

4

)

 

筆
者
は
さ
き
に
、
清
代
か
ら
回
顧
し
た
形
で
明
代
事
術
史
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
、
一
隅
建
を
例
に
と
り
あ
げ
分
析
し
て
み
た
。
そ

」
に
描
か
れ
た
翠
術
史
は

黄
宗
義
の
『
明
儒
事
案
』
な
ど
を
と
お
し
て
表
象
す
る
も
の
と
は
、

「
朱
子
皐
か
ら
陽
明
皐
へ
」
と
い
う
展
開
の
物
語
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
が
逼
常
、

か
な
り
異
質
で
あ

っ

fこ

「
朱
子
事
の
も
と
で
の
躍
敦
賀
践
」
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿

は
そ
の
績
篇
と
し
て
、
陽
明
翠
勃
興
期
に
こ
れ
と
針
時
し
た
、
泉
州
府
恵
安
蘇
出
身
の
あ
る
人
物
の
言
動
を
と
お
し
て
、
朱
子
撃
に
よ
る
陽
明

事
批
剣
の
様
相
を
考
察
し
て
い
く
。

陽
明
事
へ
の
挑
戦

(

5

)

 

嘉
靖
の
初
期
の
こ
と
で
あ
る
。

紹
興
に
い
る
王
守
仁
(
陽
明
、

一
四
七
二

1
一
五
二
八
〉
の
も
と
に
、

二
十
歳
を
こ
え
た
ば
か
り
の
ひ
と
り
の

を
請
う
の
が
目
的
で
あ
る
。
こ
の
人
物
の
名
を
張
岳
(
浄
峰
、

(

7

)

 

の
記
述
に
よ
っ
て
お
お
ま
か
に
再
現
し
て
み
よ
う
。

王
守
仁
の
「
知
行
合
ご
「
博
文
約
薩
」

(
6
)
 

一
四
九
二

t
一
五
五
二
)
と
い
う
。

「
精
ご
な
ど
の
翠
設
に
つ
い
て
、
直
接
教
え

人
物
が
訪
ね
て
き
た
。
嘗
時
話
題
に
な
っ
て
い
た
、

以
下
、

こ
の
時
の
や
り
と
り
を
、

張
岳
自
身

- 80ー

(

8

)

 

王
守
仁
『
大
間
学
』
の
「
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
は
「
民
に
親
し
む
」
こ
と
と
一
つ
で
あ
る
。

張

岳
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
?

王
守
仁
|
孝
の
徳
や
忠
の
徳
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
自
分
の
父
親
な
り
主
君
な
り
に
き
ち
ん
と
っ
か
え
る
。
そ
れ
と
同
じ
で
民
に

親
し
む
こ
と
が
き
ち
ん
と
で
き
れ
ば
、
自
分
の
徳
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
親
民
の
ほ
か
に
、
明
明
徳
と
い
う
修
養
の
段
階
が
別
個

張

に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

岳
|
「
そ
の
暗
ざ
る
所
を
戒
慢
し
、
そ
の
聞
か
ざ
る
所
を
恐
憧
す
」
と
か
、

(
9
)
 

『
躍
記
』
の
九
容
と
か
は
、

み

「
爾
の
室
に
在
る
を
相
る
に
、

ね
出向

は
く
は
屋
漏
に
恥
じ
ざ

れ
」
と
か
、

「
民
に
親
し
む
」
以
前
の
「
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
」
段
階
で
は
な
い
の
で
す
か
?



王
守
仁
|
そ
れ
は
そ
う
だ
が
、

「
民
に
親
し
む
」
の
基
本
と
な
る
も
の
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
。

岳
ー
で
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
自
分
の
徳
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
「
民
に
親
し
む
」
こ
と

張

で
も
あ
る
と
す
る
と
、

一
度
に
二
つ
の
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
?

ま
ず
自
分
の
徳
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
、
家

園

・
天
下
の
こ
と
に
慮
す
る
の
を
、
大
息
子
の
遁
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。

王
守
仁
!
こ
こ
が
肝
心
な
ん
だ
が
な
あ
。
君
は
奮
読
に
絡
み
つ
か
れ
て
い
る
よ
。

〈

m〉

結
局
も
の
別
れ
に
終
わ
ア
た
こ
の
問
答
は
、
そ
の
の
ち
張
岳
を
し
て
反
|
陽
明
撃
の
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
と
の
や
り

と
り
を
書
き
記
し
た
書
簡
で
は
、
陽
明
撃
を
奉
ず
る
相
手
に
封
し
、
(
少
な
く
と
も
文
面
上
は
)
酵
を
低
く
し
て
、
「
陽
明
先
生
の
お
言
葉
が

理
解
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
私
が
至
ら
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
ら
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
ほ
し
い
」
と
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

が
陽
明
事
設
に
納
得
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

後
年
の
張
岳
に
よ
る
次
の
護
言
が
、
陽
明
拳
の
徒
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

- 81ー

近
頃
は
、
高
遁
な
こ
と
を
好
ん
で
速
成
を
願
い
、

ま
ち
が
っ
た
も
の
の
見
方
に
染
ま
っ
た
連
中
が
、
程
朱
の
こ
と
ば
を
粗
雑
に
拳
ん
だ
だ

『
中
庸
』
や
『
孟
子
』
の
な
か
の
心
や
性
を
論
じ
た
い
く
つ
か
の
文
章
に
も

け
で
、
こ
れ
に
は
従
え
ぬ
と
捨
て
去
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

(

日

〉

と
づ
い
て
自
分
の
意
見
を
立
て
、
毘
理
屈
を
こ
ね
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
堕
落
し
た
賦
況
を
、

い
か
に
し
て
救
う
こ
と
が
で
き
る
か
。

そ
の
具
瞳
策
と
し
て
拳
習
者
の
心
得
を
示
し
た
の
が

『
撞
記
』
か
ら
引
か
れ
た
「
威
儀
動
作
之
節
」
十
七
僚
か
ら
な
り
、
張
岳

「
草
堂
事

則
」
で
、

『
孟
子
』
か
ら
の
引
用
に
よ
る
「
存
養
之
要
」
四
僚
と
、

81 

が
必
要
に
鹿
じ
て
簡
単
な
注
懇

・
コ
メ
ン
ト
を
附
し
て
い
る
。
張
岳
は
そ
の
前
書
き
に
お
い
て
、
こ
の
事
則
が
謹
書
窮
理
・
雁
事
接
物
の
基
本
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と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
後
書
き
で
は
、
こ
れ
ら
の
起
居
動
作
の
意
義
は
、

「
空
言
」
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
と
述
べ
る
。

身
瞳
の
動
作
が
み
な
節
文
に
か
な
う
な
ら
ば
、

心
の
本
瞳
も
い
よ
い
よ
し
っ
か
り
定
ま
る
。
こ
れ
は
瞳
の
内
と
外
と
を
関
連
-つけ
て
修
養

す
る
方
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
貫
際
に
や
っ
て
み
て
、
放
果
が
現
れ
て
か
ら
は
じ
め
て
本
嘗
に
そ
う
だ
と
信
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ

(ロ)

て
、
空
言
に
よ
っ
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

理
屈
よ
り
も
先
に
ま
ず
貫
践
。
そ
う
す
る
の
が

い
に
し
え
の
聖
人
の
教
え
で
あ
り
、
程
朱
の
意
園
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
彼

(

臼

)

「
良
知
」
の
二
文
字
を
振
り
か
ざ
し
て
「
人
欲
横
流
」
の
朕
況
を
招
い
た
と
彼
が
み
な
す
陽
明
墜
と
は
、
別
の
道

で
あ
っ
た
。
張
岳
は
江
西
の
提
撃
に
着
任
す
る
や
、
現
地
で
さ
か
ん
だ
っ
た
陽
明
撃
を
禁
匪
し
て
い
る
。

張
岳
は
陽
明
撃
の
ど
こ
に
反
捜
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
動
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

宛
て
た
書
簡
に
は
、
陽
明
皐
の
教
育
方
法
を
批
判
す
る
、
衣
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

陽
明
門
下
の
蚕
豹
(
俊
江
、

一
四
八
七

i
一
五
六
一
二
〉
に

- 82ー

膿
を
事
ぶ
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、

(
『
儀
雄
』
の
)
士
相
見
瞳
・
冠
躍
・
郷
射
躍
・
郷
飲
酒
躍
と
い
?
た
た
ぐ
い
に
つ
い
て
も
、

皐
は

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
を
皐
ぽ
う
と
い
う
者
に
む
か
つ
て

「
躍
と
は
理
で
あ
る
。
理
と
は
性
で
あ
る
。
性
と
は
心
に
ほ
か
な

そ
の
具
瞳
的
な
や
り

ら
な
い
。
心
が
存
す
れ
ば
性
も
存
す
る
か
ら
、
躍
は
そ
の
中
に
具
わ
っ
て
い
る
」
な
ど
と
語
る
だ
け
で
は
だ
め
で
、

〈

H
)

方
を
教
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

起
居
動
作
の
か
た
ち
を
重
ん
じ
る
の
が
、

(

日

〉

概
念
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
張
岳
の
批
判
の
封
象
と
な
っ
た
王
守
仁
の
曜
設
は
、
賓
の
と
こ
ろ
ど
う
い
う
も
の
だ
っ

「
聖
門
之
撃
」
で
あ
る
と
い
う
。
彼
の
重
視
す
る

「寅
事
貫
功
」
が

陽
明
撃
の
「
空
言
」
の
封



た
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
あ
ら
た
め
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

王
守
仁
の
躍
設

王
守
仁
は
薩
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、

「博
約
読
」

(
『
王
陽
明
全
集
』
巻
七
。

な
お
、
以
下
、

本
節
の
引
用
は
す
べ
て

こ
の
書
物
。
〉
か
ら
見
て
い
こ
う
。

こ
の
文
章
は
嘉
靖
四
年
(
一
五
二
五
)
、

「
博
文
約
瞳
」
と
は
、

「格
物
致
知
と
博
文
約
瞳
と
で
は
矛
盾
し
ま
せ
ん
か
?」
と
い
う
、

『
論
語
』
に
類
似
の
表
現
が
三
度
も
登
場
す
る
孔
子
の
こ
と
ば
、

「
博
事

於南
文大

=と
日

約か
之ら
以の
躍質
」聞

をに
さ(答
す16え
。〉て

書
か
れ
た

良
知
」
と
捉
え
て
い
る
。

「
格
物
致
知
」
は
『
大
事
』
に
由
来
す
る
が
、
南
大
吉
は
王
守
仁
の
解
穫
に
も
と
づ
い
て
、

つ
ま
り
、
王
守
仁
の
「
物
を
た
だ
す
こ
と
が
、
師
、
良
知
を
き
わ
め
る
こ
と
」
と
い
う
設
は
、

「
致
知
」
を
「
致

「
博
文
約
曜
」
に
示

さ
れ
た
教
え
と
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

こ
れ
に
答
え
て
正
守
仁
は
言
う
。
聖
人
孔
子
に
相
反
す
る
二
つ
の
教
え
が
あ
る
わ
け
が
な
い
。
南
者
は
一
致
す
る
。
朱
子
撃
が
主
張
す
る
、

「ま
ず
博
文
、
つ
い
で
約
躍
」
と
い
う
解
穫
は
誤
り
だ
。
穫
と
は
天
理
で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
儀
節
と
し
て
外
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
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と
を
、
文
と
い
う
。

起
居
動
作
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
作
法
を
憶
え
る
の
も
、

ら
、
自
分
の
心
に
そ
な
わ
っ
た
天
理
を
き
わ
め
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
博
文
だ
け
で
は
功
利
僻
章
の
事
、
約
櫨
だ
け
で
は
併
老
空
寂
の
撃

に
お
ち
い
る
。
博
文
と
約
躍
に
あ
と
さ
き
は
な
い
。
そ
れ
は
(
王
守
仁
の
解
穫
に
よ
る
〉
『
大
事
』
八
係
自
の
場
合
と
同
じ
こ
と
だ
、
と
。

雨
者
は
瞳
と
用
の
関
係
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
う
し
な
が

王
守
仁
が
躍
を
天
理
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
別
の
文
章
で
も
、
彼
は
躍
聞
理
、
理
部
性
、
性
問
命
と
す
る
(
念
七
「
躍
記
纂
言

に
潜
む

「
節
文
」
の
劃
概
念
と
し
て
使
わ
れ
る
「
櫨
」
と
は
、

も
の
ご
と
の
す
じ
み
ち
を
意
味
し
て
い
る
。
王
守
仁
の
比
喰
に
よ
れ
ば
、

個
別
具
瞳
的
な
起
居
動
作
の
次
元
で
は
な
く
、
そ
の
奥

撞
と
は
規
や
矩
で
あ
り
、

節
文
と
は
方
形
や
固
形
で
あ

序
」
〉
。
こ
の
場
合
の
よ
う
に
、

る
。
あ
る
方
固
を
描
く
の
に
規
矩
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
、
節
文
が
節
文
と
し
て
表
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、

理
と
し
て
の
躍
が
必
要
な
の
で
あ

83 

る。
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こ
の
規
矩
と
方
圃
の
比
喰
は
、
『
大
事
』
三
綱
領
の
説
明
に
も
使
わ
れ
て
い
る
(
巻
七
「
親
民
堂
記
」)。
こ
こ
で
は
、
止
至
善
が
規
矩
、
明
徳

と
親
民
が
方
固
に
た
と
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
明
徳
を
明
ら
か
に
す
」
や
「
民
に
親
し
む
」
と
い
う
行
震
が
、
至
善
の
顛
在
化
し
た
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
至
善
と
は
各
自
の
心
に
そ
な
わ
っ
た
天
理
で
あ
り
、
こ
れ
を
護
揮
す
る
の
は
良
知
の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
結
局
、
王

守
仁
は
人
聞
の
心
の
な
か
に
規
範
の
根
源
が
存
在
す
る
と
説
い
た
の
で
あ
り
、
躍
と
い
う
名
僻
も
ま
た
、
こ
の
規
範
の
一
つ
の
名
稽
な
の
で
あ

っ
た
。

王
守
仁
の
文
章
に
あ
ら
わ
れ
る
穫
と
い
う
こ
と
ば
が
、
こ
の
用
法
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
躍
儀
作
法
の
意
味

で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
理
の
根
本
は
あ
く
ま

で
各
自
の
心
に
置
か
れ
た
。
六
経
い
ず
れ
も
心
の
な
か
に
あ
る
常
な
る
道
だ
と
論
じ
る
文
-
章
で
は
、
「
躍
と
(
い
う
経
書
)
は
、
わ
が
心
の
僚

理
節
文
を
し
る
し
た
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
(
巻
七
「
稽
山
書
院
傘
経
閣
記
」
〉
。

も
ち
ろ
ん
、

「
櫨
祭
の
制
に
古
今
の
異
あ
り
と
い
え
ど
も
、

櫨
柴
の
情
に
は
す
な
わ
ち
古
今
の
殊
な
し
」

と
い
う
一
文
が
あ
る
(
「
策
五
道
」
一
)
。
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こ
の
二
つ
の
次
元
の
檀
に
つ
い
て
、

王
守
仁
自
身
の
文
章
で
は
な
い
が
、
彼
が
高
い
評
債
を
輿
え
て
『
山
東
郷
試
録
』
に
牧
め
た
答
案
に
、

制
が
節

文
の
次
元
に
麗
し
、
情
が
天
理
と
し
て
の
瞳
の
次
元
に
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

可
襲
な
の
で
あ
る
。
要
は
、
そ
れ
ら
の
節
文
に
龍
め
ら
れ
た
先
王
・
聖
人
の
意
園
を
讃
み
取
る
こ
と
に
あ
る
。

『
躍
記
』
や
『
儀
瞳
』
と
い
ア
た
種

経
に
見
え
る
規
定
は
、

「
博
文

約
瞳
」
と
は
、
こ
の
皐
び
つ
つ
讃
み
取
る
行
痛
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

し、
。

そ
れ
で
は
、
節
文
は

「博
く
事
ぶ
」
た
め
の
道
具
に
す
ぎ
ず
、
質
践
上
は
必
要
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

「
保
理
節
文
」
と
い
う
次
元
で
の

「躍
」
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
で
あ
司
た
。

そ
ん
な
こ
と
は
な

子
供
ー
ー
と
い
っ
て
も
、
識
字
屠
の
子
弟
で
あ
ろ
う
が
|
|
の
数
育
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
、
王
守
仁
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
瞳
儀
作
法

に
正
し
く
の
っ
と
り
、
暴
措
準
退
に
節
度
を
も
っ
て
瞳
を
事
ぶ
な
ら
、
や
が
て
起
居
動
作
に
習
熟
し
て
徳
性
も
し
っ
か
り
定
ま
る
、
と
(
巻
二

『
俸
習
録
』
中

「数
約
」
〉
。
ま
た
、
事
校
の
事
生
た
ち
に
、

日
夜
、
儀
文
節
度
の
講
習
を
さ
せ
れ
ば
、
精
神

・
肉
瞳
爾
面
で
の
修
養
と
な
ろ
う
、



と
(
径
一
八
「
牌
行
南
寧
府
延
町
議
穫
」
〉
。

も
う
一
つ
の
教
育
は
、
民
の
教
化
で
あ
る
。
郷
守
盆
に
輿
え
た
書
簡
で
は
、
制
御
が
『
文
公
家
櫨
』
に
も
と
づ
く
『
議
俗
理
要
』
を
作
っ
た
こ

と
を

「
化
民
成
俗
」
に
か
な
う
も
の
と
し
て
高
く
評
債
し
て
い
る
(
巻
六
「
寄
郷
謙
之
」
〉
。

「
化
民
成
俗
」
は
、

『
薩
記
』
事
記
篇
に
由
来

し
、
朱
烹
が
『
大
事
章
句
』
序
に
『
大
事
』
の
主
旨
と
し
て
「
修
己
治
人
」
と
な
ら
ベ
た
句
で
あ
る
。
い
に
し
え
の
躍
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ

と
の
む
ず
か
し
い
今
日
、
人
の
上
に
立
つ
者
は
、
時
宜
に
か
な
い
、
人
々
が
寅
践
し
や
す
い
瞳
式
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
作
業
で

『
文
公
家
櫨
』
を
第
一
の
参
考
書
と
す
る
こ
と
を
、
王
守
仁
は
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

主
守
仁
自
身
、
地
方
官
と
し
て
教
化
の
具
と
し
た
の
が
、
郷
約
で
あ
り
、
社
撃
で
あ
り
、

(

ロ

)

と
し
た
の
は
、
致
良
知
の
意
義
や
四
無
設
の
解
説
で
は
な
か
っ
た
。
人
倫
に
つ
い
て
具
瞳
的
に
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
に
し
た
が
っ
て
ど
の

五
倫
五
常
は
人
聞
の
本
性
に
内
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
や

十
家
牌
(
保
甲
〉
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
教
え
よ
う

よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
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は
り
こ
こ
で
も
各
人
が
自
己
の
心
の
本
来
の
委
ー
ー
す
な
わ
ち
良
知
ー
ー
を
褒
揮
す
る
の
が
基
本
と
な
る
。
曜
の
節
文
は
外
か
ら
輿
え
ら
れ
た

も
の
だ
が
、

そ
う
し
た
行
震
に
及
ぶ
理
由
は
各
自
の
心
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
王
守
仁
の
比
喰
を
流
用
す
れ
ば
、
教
化
は
あ
る
決
ま
っ
た
方
圃

を
描
け
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
が
、
貸
は
各
人
の
心
の
な
か
に
、
そ
の
方
固
を
描
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
規
矩
が
も
と
も
と
準
備
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

以
上
が
王
守
仁
の
瞳
設
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
宋
代
朱
子
事
の
正
統
な
後
纏
者
を
も
っ
て
自
認
す
る
張
岳
の
見
解
と
、

ど
う
封

立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

教

育

の

手

順
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王
守
仁
の
『
大
問
子
』
三
綱
領
の
解
穫
が
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
「
親
民
」
|
|
張

岳
は
「
新
民
」
の
ほ
う
が
安
嘗
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
だ
が
|
|
の
前
に
達
成
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
朱
烹
が
「
明
明

第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
張
岳
に
は
、

「
明
明
徳
」
は
、
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徳
」
と
「
新
民
」
に
振
り
分
け
た
八
燦
自
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

朱
烹
は
八
篠
自
の
う
ち
、
格
物
・
致
知
・
誠
意
一
・
正
心
・
修
身
の
五
つ
を
明
明
徳
の
こ
と
、
旗
門
家
・
治
園
・
卒
天
下
の
三
つ
を
新
民
の
こ
と

と
分
類
し
た
。
八
傑
目
は
こ
の
順
番
に
段
階
を
踏
ん
で
貫
践
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
首
然
、
明
明
徳
が
新
民
に
先
立
司

て
習
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
修
己
治
人
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
己
を
修
め
て
か
ら
人
を
治
め
る
」
の
だ
。

:
:
・
と
、
少
な
く
と
も
、
明
代
の
朱
子
事
者
た
ち
は
解
四
押
し
て
い
た
。

『
大
周
子
』
が
科
奉
受
験
の
必
修
テ
キ
ス
ト
と
な
り
、

し
か
も
そ
の
解
調
停

は
朱
烹
の
『
大
事
章
句
』
に
し
た
が
う
と
定
め
ら
れ
て
以
降
、
官
界
を
志
す
者
は
み
な
す
ら
す
ら
と
、
三
綱
領
と
八
傑
自
の
関
係
を
こ
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
た
。
王
守
仁
の
『
大
挙
』
解
樺
は
、
こ
れ
に
た
い
す
る
異
議
申
立
て
で
あ
っ
た
。

王
守
仁
は
朱
烹
の
段
階
設
を
斥
け
、
明
明
徳
と
「
親
民
」
に
時
間
的
な
先
後
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
八
篠
目
で
は
誠
意
を
も
っ
と

も
重
視
し
た
。
彼
は
、
朱
烹
が
格
物
に
重
貼
を
置
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
補
俸
ま
で
作
っ
た
こ
と
を
非
難
す
る
。
格
物
イ
コ
ー
ル
窮
理
と
す
る
朱
子

(
四
)

事
を
乗
り
超
え
る
も
の
と
し
て
、
陽
明
挙
は
生
ま
れ
た
。
張
岳
は
こ
れ
に
反
批
判
を
試
み
る
。

(

山

口

)

張
岳
は
嘉
豹
か
ら
陽
明
撃
の
格
物
読
を
教
え
ら
れ
、
こ
れ
に
返
書
を
迭
っ
て
い
る
。
彼
に
は
そ
の
設
は
ど
う
し
て
も
合
貼
が
行
か
な
か
っ
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た
。
張
岳
の
見
解
は
こ
う
で
あ
る
。
も
の
ご
と
を
剣
断
・
慮
理
す
る
際
に
、
公
と
私
、
義
と
利
な
ど
の
匿
別
が
つ
く
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
格

物
の
殺
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
讃
蓄
が
依
か
せ
な
い
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
誠
意
や
正
心
に
準
む
こ
と
が
で
き
る
。
陽
明
周
子
読
は
窮
理
を
軽
覗
し

て
お
り
、
人
々
を
誤
っ
た
方
向
に
導
い
て
い
る
、
と
。

(
初
)

別
の
文
-
章
で
は
こ
う
も
言
う
。
喜
怒
夏
祭
未
護
の
時
貼
で
、
格
物
窮
理
す
る
こ
と
が
修
養
の
根
本
で
あ
る
。
も
し
、
単
に
虚
霊
を
大
事
に
す

る
と
い
う
だ
け
で
は
、
気
質
を
性
、
人
欲
を
天
理
と
み
な
す
あ
や
ま
ち
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
聖
賢
の
教
え
で
は
、
誠
意
・
正
心
の
前
に
格
物
・

致
知
が
あ
り
、
格
物
・
致
知
の
前
に
小
事
の
教
え
が
あ
る
の
も
、
そ
の
た
め
な
の
だ
、
と
。
虚
霊
と
は
良
知
の
こ
と
で
あ
る
。

「
小
撃
の
教
え
が
格
物
・
致
知
の
前
に
あ
る
」
と
は
、
聞
学
習
者
が
『
大
事
』
に
進
む
以
前
に
『
小
事
』
(
朱
宙
開
が
友
人
劉
子
澄
に
委
咽
潤
し
て
編
纂

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
朱
烹
が
定
め
た
教
育
課
程
で
あ
る
。

さ
せ
た
書
物
)
を
事
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

『
小
事
』

に
設
か
れ
て
い
る



の
は
、

日
常
の
個
別
具
瞳
的
な
薩
儀
作
法
と
そ
の
心
得
、

お
よ
び
見
習
う
べ
き
過
去
の
人
物
の
言
動
で
あ
り
、
間
学
習
者
に
外
か
ら
輿
え
ら
れ
る

規
範
で
あ
っ
た
。

六
経
の
な
か
で
は
、
躍
が
事
習
者
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
身
近
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
か
の
経
書
と
比
べ
て
、
き
ち
ん
と
し
た
形
で

は
俸
わ
っ
て
い
な
い
。
:
:
:
そ
こ
で
、
同
学
習
者
は
考
査
し
た
り
問
答
し
た
り
す
る
こ
と
を
躍
の
勉
強
だ
と
思
い
こ
み
、
身
近
な
教
え
は
顧

『
書
経
』
に
つ
い
て
は
「
請
」
と
か
「
讃
」
と
い
う
動
詞
を
使
っ
た
が
、
嘩
に
つ
い
て
は

(

幻

〉

と
り
わ
け
て
「
執
」
と
い
う
動
詞
を
用
い
て
い
る
。
考
誼
や
問
答
で
は
躍
を
き
わ
め
た
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
孔
子
は
『
詩
経
』

で
は
な
か
っ
た
。

第
一
節
で
見
た
と
お
り
、
陽
明
撃
の
「
心
存
す
れ
ば
則
ち
性
存
す
、
而
し
て
薩
は
そ
の
中
に
在
り
」
式
の
説
明
は
、
張
岳
の
興
す
る
と
こ
ろ

王
守
仁
の
薩
読
が
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

(
た
だ
し
、

第
二
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
)
穫
は
個
別
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具
瞳
的
な
所
作
か
ら
成
り
立
ち
、
そ
れ
ら
を
習
得

・
寅
践
し
て
は
じ
め
て
躍
の
勉
強
と
呼
べ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
も
張
岳
の
濁
創
で
は

『
論
語
集
註
』
に
も
「
檀
に
だ
け
『
執
』
と
い
う
動
詞
を
使
う
の
は
、
人
が
と
り
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、
語
え
る
だ
け
の
も
の
で

:、
0

4
ト
川

、
h
y

は
な
い
か
ら
で
あ
る
」

(
述
而
篇
の
子
所
雅
言
章
)
と
あ
り
、
朱
子
同
学
者
た
る
者
の
常
識
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

こ
こ
で
張
岳
が
強
調
し
て
い
る

よ
う
に
、
科
奉
受
験
生
た
る
嘗
時
の
土
大
夫
の
子
弟
に
と
っ
て
、
経
書
に
読
か
れ
て
い
る
瞳
と
は
、

そ
の
文
章
を
暗
記
し
た
う
え
で
答
案
の
材

料
に
使
う
た
め
の
、

い
わ
ば
頭
で
憶
え
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

「執」、

す
な
わ
ち
寅
践
し
て
身
瞳
で
憶
え
る
も
の
に
な
り
え
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

日
常
生
活
の
中
で
、
櫨
の
規
定
に
沿
う
べ
き
場
面
は
始
終
お
と
ず
れ
る
。
そ
れ
が
控
室
田
と
無
関
係
に
な
っ
て
い
る
風
潮
が
、
張
岳
に
は
不
満

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
嘩
経
、
す
な
わ
ち
『
儀
種
』
や
『
薩
記
』
が
停
え
る
そ
の
ま
ま
の
所
作
を
、
同
時
代
の
人
々
に
要
求
し
た
わ
け
で
は

ま
ず
は
朱
烹
の
手
に
な
る
ハ
と
さ
れ
た
)

『
文
公
家
躍
』
で
あ
円
た
。
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
朱

87 

な
い
。
彼
が
依
援
す
べ
き
規
範
と
し
た
の
は
、
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宙
開
は
、
櫨
経
の
規
定
と
嘗
時
の
現
貫
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
周
囲
で
は
、
そ
の
忠
貫
な
貫
践
す
ら
困
難
な
こ
と
も
、

(

幻

)

張
岳
は
承
知
し
て
い
る
。
恵
安
田
勝
壌
の
訓
導
で
あ
っ
た
醇
鳴
鶴
と
い
う
人
物
が
、
「
四
種
間
」
を
作
っ
た
。
『
文
公
家
礎
』
を
も
と
に
し
、
丘

溶
『
家
躍
儀
節
』
を
ふ
ま
与え
た
、
冠
婚
葬
祭
の
賓
践
マ

ニ
ュ
ア

ル
で
あ
る
。
張
岳
は
こ
の
書
を
高
く
評
債
し
つ
つ
、
冠
婚
葬
祭
と
い
?た
特
殊

(

幻

〉

な
場
面
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
躍
の
日
常
的
質
践
に
注
意
を
喚
起
す
る
。

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
張
岳
は
穫
の
節
文
の
可
渡
性
を
認
め
て
い
る
。

(

剖

〉

(

お

)

る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
聞
の
風
習
に
射
し
て
も
、
朝
廷
の
撞
制
に
劃
し
で
も
言
え
る
。
節
文
が
時
代
に
慮
じ
て
費
化
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の

(
お
)

は
、
そ
の
奥
に
不
饗
リ
普
遍
の
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
櫨
は
理
な
り
」
と
さ
れ
る
次
元
で
の
躍
で
あ
る
。
張
岳
は
陽
明
撃
の
「
躍

と
言
う
よ
り
、

節
文
は
可
愛
で
あ
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
あ

は
理
な
り
」
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

第

一
節
で
引
用
し
た
書
簡
で
も
、

「そ
う
教
え
る
だ
け
で
は
だ
め
だ
(
不
但
告
之
日
曜
者
理
也
)
」

と
、
そ
れ
の
み
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

王
守
仁
と
張
岳
の
見
解
が
分
か
れ
る
の
は
、

王
守
仁
は
、

『
大
事
』
の
三
綱
領
や
入
篠
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表
面
的
に
は
修
養
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。

目
、
あ
る
い
は
博
文
と
約
躍
に
、
い
ず
れ
も
時
間
的
な
先
後
は
な
く
、
同
時
に
進
む
課
程
を
内
容
・
性
質
の
上
か
ら
分
け
て
呼
ん
だ
の
だ
と
す

る
。
曜
に
つ
い
て
も
、
個
々
の
具
瞳
的
所
作
を
習
得
す
る
こ
と
は
、
そ
の
奥
に
あ
る
櫨
の
本
質
、
す
な
わ
ち
理
を
把
握
す
る
こ
と
と
並
行
す
る

作
業
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
聞
の
心
に
は
天
理
H
良
知
が
具
わ
っ
て
お
り
、
理
の
節
文
は
車
に
外
か
ら
輿
え
ら
れ
た
規
範
で
は
な
く
、
内
側

に
こ
れ
と
呼
躍
す
る
も
の
を
、
誰
し
も
す
で
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
課
程
を
重
視
す
る
張
岳
は
、
こ
の
護
想
に
な
じ
め
な
か
司

た
。
彼
の
皐
習
論
で
は
、
節
文
の
貧
習
が
格
物
H
窮
理
の
前
段
階
に
爽
ざ
る
を
え
な
い
。
結
局
は
躍
の
理
を
究
明
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
前
…
に

と
り
あ
え
ず
外
か
ら
の
規
範
に
し
た
が
う
こ
と
を
、
疑
義
抜
き
で
周
子
習
者
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
分
岐
は
な
ぜ
生
じ
る
の
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
南
者
の
視
線
が
天
理
の
側
と
人
欲
の
側
に
分
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
王
守
仁
に
始
ま
る

陽
明
撃
は
、
各
人
の
良
知
H
天
理
の
護
揮
を
第
一
目
標
と
す
る
。

る
。
債
値
的
に
は
、
節
文
よ
り
良
知
が
優
越
す
る
。
一
方
、
張
岳
は
人
欲
の
規
制
に
よ
る
秩
序
維
持
を
め
ざ
す
。
躍
と
は
、
祉
舎
的
存
在
で
あ

躍
の
習
得
も
、

自
分
の
内
な
る
天
理
に
気
附
く
た
め
の
工
夫
と
み
な
さ
れ



る
人
聞
が
、
個
々
の
私
的
な
欲
望
を
制
御
し
、

お
お
い
な
る
調
和
を
寅
現
す
る
た
め
の
ル

l
ル
で
あ
る
。
ル
ー
ル
は
時
代
に
よ
っ
て
若
干
獲
化

ゲ

l
ム
の
目
標
は
獲
わ
ら
な
い
。
太
卒
の
世
の
到
来
、
す
な
わ
ち
卒
天
下
で
あ
る
。
人
間
誰
し
も
心
の
う
ち
に
天
理
を
宿
し

て
い
る
こ
と
は
、
彼
も
認
め
る
。
そ
の
駐
で
陽
明
撃
と
遣
い
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
天
理
自
韓
を
外
に
向
か
っ
て
設
現
す
る
こ
と
よ
り
も
、

そ
の
手
段
と
し
て
穫
の
習
得
を
据
え
る
。
言
わ
ば
、
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
が

す
る
け
れ
ど
も
、

天
理
を
覆
い
隠
し
て
い
る
人
欲
を
抹
消
す
る
方
向
に
重
黙
を
置
き
、

逆
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
張
岳
が
王
守
仁
の
数
設
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
わ
け
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
衣
節
で
は
、
張
岳
の
出
自
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
の

背
景
を
分
析
し
て
み
よ
う
。四

宗
族
の
位
置
づ
け

張
岳
の
曾
祖
父
は
名
を
茂
と
い
い

(
幻
〉

天
順
六
年
(
一
四
六
二
〉
の
歳
貢
に
翠
げ
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
は
じ
め
『
躍
記
』
を
修
め
た
が

や
ヵ:

- 89一

か
で
、
こ
ち
ら
が
有
利
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

て
『
詩
経
』
の
勉
強
に
切
り
換
え
た
。
そ
の
動
機
は
俸
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は
科
摩
受
験
に
お
け
る
選
揮
科
目
と
し
て
の
五
経
の
な

の
ち
に
息
子
た
ち
に
教
え
た
の
も
こ
の
二
つ
の
経
書
で
、
張
氏
は
詩
と
躍
の
二
本
柱
か

ら
な
る
家
撃
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
地
方
官
と
し
て
は
、
教
化
を
重
視
す
る
勤
勉
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
虎
が
彼
の
員
撃
な
祈
り
に
感
じ
入

っ
て
立
ち
去
っ
た
と
か
、
権
勢
を
ふ
る
う
宣
官
を
お
そ
れ
ず
民
を
か
ば
っ
た
と
か
、
民
事
的
な
訴
訟
を
裁
く
時
に
は
ま
ず
原
告
・
被
告
整
方
に

曜
の
義
を
説
き
聞
か
せ
、

そ
れ
で
も
納
得
し
な
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
司
法
判
断
を
下
し
た
と
か
い
っ
た
逸
話
が
停
わ
る
。
家
長
と
し
て
は
、
家

『
文
公
家
躍
』
に
よ
っ
て
一
族
を
統
率
す
る
た
め
、
み
ず
か
ら
穫
の
規
定
と
土
地
の
風
俗
と
を
勘
案
し
て
『
祭
櫨
』

篇

範
を
定
め
た
う
え
、

を
著
し
た
。

そ
の
子
論
(
一
四
四
九
J
一五
O
八
)
は
、

弘
治
五
年
(
一
四
九
二
)
の
孝
人
。

異
母
弟
を
分
け
隔
で
な
く
愛
し
て
、

交
友
関
係
に
も
信
義
を

89 

重
ん
じ
た
。
論
の
子
が
慣
(
一
四
七
二
J

一
五
二
二
)
で
、

こ
れ
が
岳
の
父
で
あ
る
。
弘
治
十
七
年
(
一
五
O
四
)
の
奉
人
。
地
方
官
と
し
て
文
教
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を
輿
し
雄
俗
を
正
す
こ
と
を
第
一
と
し
た
。

張
氏
は
茂
以
来
、
こ
の
ほ
か
に
も
何
人
か
の
奉
人
を
出
し
て
い
る
が
、
進
士
と
な
η

た
の
は
岳
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
血
争
業

の
さ
か
ん
な
一
脂
建
沿
海
部
と
し
て
は
恵
安
燃
は
進
土
合
格
者
が
少
な
く
、
彼
が
合
格
し
た
正
徳
十
二
年
(
一
五
一
七
)
、

す
な
わ
ち
明
建
園
後
ち

ょ
う
ど
百
五
十
年
に
し
て
、

や
っ
と
五
人
目
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
前
の
進
土
が
成
化
十
一
年
(
一
四
七
五
)
に
合
格
し
て
い
る
か
ら
、

貫
に
四

十
二
年
ぶ
り
の
進
士
誕
生
で
あ
っ
た
。
奉
人
も
、
三
年
ご
と
に
二
J
三
名
を
出
す
に
と
ど
ま
る
。
二
十
六
歳
の
進
士
を
生
ん
だ
張
氏
は
、

地
フじ

屈
指
の
名
家
の
列
に
加
わ
司
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
の
自
信
の
表
れ
が
、
張
岳
自
身
の
手
に
な
る
『
延
誇
張
氏
族
諮
問
』
全
十
巻
の
編
纂
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
そ
の
目
録
と
各
篇
の
序
文
の
み

(

お

)

が
停
わ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
寅
一
帝
の
子
少
実
青
陽
氏
の
子
孫
で
、
漢
の
高
租
を
補
佐
し
た
留
侯
張
良
を
初
世
と
数
え
て
、
岳
は
五
十

三
世
に
あ
た
る
。
そ
の
祖
先
が
泉
州
に
移
住
し
て
か
ら
六
百
年
、
恵
安
の
延
需
に
落
ち
着
い
て
か
ら
で
も
四
百
年
と
い
う
。
こ
の
記
述
は
俸
説

の
『
祭
躍
』
に
手
を
加
え
た
祭
法
篇
を
含
ん
で
い
る
。

nwd 

の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
名
家
に
ふ
さ
わ
し
い
家
系
を
誇
る
の
が
張
岳
の
意
固
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
族
譜
は
張
茂

同
じ
く
宗
法
篇
で
は
、

父
張
恨
の
謹
言
と
し
て
、
大
宗

・
小
宗
か
ら
な
る
宗
法
は
、
聖
人
が
人
倫
を
明
ら
か
に
し
、
風
俗
を
厚
く
し
て
世
務

を
成
す
手
段
だ
と
述
べ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
護
言
は
北
宋
の
張
載
・
程
願
以
来
、

朱
子
皐
系
統
の
屋
場
者
た
ち
の
決
ま
り
文
句
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
北
宋
段
階
と
は
ち
が
っ
て
、
張
岳
の
時
代
、

と
く
に
彼
の
故
郷
一
幅
建
で
は
、
父
系
の
血
縁
関
係
に
あ
る
者
た
ち
が
、
自
分
た
ち

を
あ
る
集
圏
と
し
て
自
費
し
、

組
織
化
を
進
め
て
い
た
。

張
岳
は
貫
際
に
自
分
の
一
族
を
モ
デ
ル
に
し
て
あ
る
理
念
を
質
現
さ
せ
よ
う
と
す

る
。
そ
の
理
念
と
は

こ
の
血
縁
組
織
を
古
来
の
も
の
と
さ
れ
る
「
宗
法
」
で
律
し
、
祉
舎
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
秩
序

維
持
機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
般
に
「
宗
族
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
一
言
う
ま
で
も
な
い
。

張
岳
の
宗
族
に
た
い
す
る
期
待
は
、
祉
事
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
も
讃
み
取
れ
る
。
明
代
の
祉
事
は
、
里
甲
制
の
一
要
素
と
し
て
洪
武
十
六
年

(
ご
ニ
八
三
)
に
復
活
・
整
備
さ
れ
た
も
の
を
基
本
と
す
る
。
名
稽
こ
そ
祉
の
撃
だ
が
、
貫
質
的
に
は
里
撃
で
あ
っ
た
。
正
統
元
年
(
一
四
三
六
)



に
は
問
問
屋
場
の
下
部
機
構
と
し
て
官
僚
養
成
の
た
め
の
皐
校
制
度
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
、
そ
の
管
理
・
運
営
に
は
地
方
官
が
あ
た
る
こ

(
m
U
〉

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
張
岳
の
頃
の
恵
安
蘇
で
は
、
祉
事
は
こ
う
し
た
規
定
ど
お
り
の
内
寅
を
備
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

張
岳
の
手
に
な
る
『
恵
安
勝
士
山
』
巻
九
に
は
、
「
祉
事
」
と
題
す
る
項
目
が
あ
る
。
彼
は
そ
こ
で
鯨
内
の
八
つ
の
「
祉
問
子
」
を
奉
げ
、

を
除
く
七
つ
に
「
某
氏
主
之
」
と
記
し
て
い
る
。
彼
自
身
の
読
明
に
よ
れ
ば
、
「
之
を
主
ど
る
」
と
は
数
師
を
雇
っ
て
一
族
の
子
弟
を
事
ば
せ

て
い
る
こ
と
を
言
う
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
家
塾
の
こ
と
な
の
だ
。
張
岳
は
、
里
甲
制
や
事
校
組
織
の
一
要
素
と
し
て
の
祉
事
で

は
な
く
、
家
塾
に
こ
そ
古
代
の
事
校
の
遺
意
が
活
か
さ
れ
う
る
と
み
な
し
た
。
各
宗
族
の
力
を
教
化
の
基
盤
に
し
よ
う
と
い
う
護
想
で
あ
る
。

イコ

里
甲
制
の
よ
う
な
中
央
集
権
的
統
治
を
、
祉
曾
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
求
め
て
は
い
な
い
。
在
地
に
根
を
張
る

集
圏
の
力
を
と
お
し
て
、
あ
る
べ
き
秩
序
を
達
成

・
維
持
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
自
身
そ
の
一
人
で
あ
る
「
郷
紳
」
の
立
場
を

張
岳
は
、

代
表
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
「
郷
紳
支
配
」
論
の
有
力
な
例
誼
と
し
て
引
か
れ
た
林
希
元
(
衣
嵯
、
一
四
八
二
J

一
五
六
七
〉

〈

ω)

は
、
張
岳
と
同
じ
泉
州
府
の
人
で
あ
り
、
若
い
頃
か
ら
親
交
が
厚
か
っ
た
。
彼
と
そ
の
一
黛
の
振
る
舞
い
が
地
方
官
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
た
一
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件
は
、
朝
廷
権
力
と
在
地
勢
力
と
の
封
立
・
矛
盾
を
物
語
る
。
た
と
え
弾
劾
内
容
が
事
貫
だ
と
し
て
も
、
林
希
元
が
私
利
私
欲
の
固
ま
り
だ
っ

た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
こ
の
事
例
は
、
中
央
集
権
的
統
治
に
封
抗
す
る
一
つ
の
姿
勢
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
林
希
元
は
四

書
お
よ
び
易
に
『
存
疑
』
と
題
す
る
注
穫
を
施
し
た
、

や
は
り
正
統
涯
を
も
っ
て
自
認
す
る
朱
子
撃
者
で
あ
っ
た
。

張
岳
(
や
林
希
元
)
は
数
化
の
中
心
を
節
文
の
次
元
の
櫨
に
置
い
た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
社
舎
秩
序
の
確
立
・
安
定
に
も
っ
と
も
有
数
だ

と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
従
来
よ
り
幅
贋
い
階
層
へ
の
文
字
知
識
の
普
及
と
い
う
現
賓
が
あ
司
た
。
朱
子
撃
は
も
は
や

一

部
の
知
的

・
道
徳
的
エ
リ
ー
ト
の
み
の
濁
占
物
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

「
す
べ
て
の
人
の
心
に
宿
る
天
理
は
、
人
欲
に
よ
っ
て
く
も
ら
さ
れ

て
い
る
」
|
|
!
こ
の
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
っ
て
は
陽
明
撃
と

一
致
す
る
彼
ら
は
、
そ
の
天
理
H
良
知
を
信
頼
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
族
組
織
や
「
郷

紳
」
の
威
信
を
利
用
し
て
、
人
々
が
段
階
的
修
養
に
よ
り
人
欲
を
克
服
・
制
限
す
る
と
い
う
方
向
で
、
事
態
を
牧
拾
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
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。
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オゴ

わ

り

張
岳
の
王
守
仁
へ
の
挑
戦
は
、
そ
の
問
答
か
ら
し
て
す
れ
ち
が
い
に
終
始
し
て
い
る
。
『
大
皐
』
八
篠
自
の
階
梯
性
は
、
張
岳
に
と
っ
て
は

疑
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
は
教
化
を
起
居
動
作
の
次
元
か
ら
始
め
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
守
仁
が
な
ぜ
こ
の
朱
子

事
的
瑳
想
に
満
足
で
き
な
か
司
た
か
を
、

張
岳
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
し
、

理
解
し
よ
う
と
も
し
な
か

っ
た。

そ
れ
は
数
育
の
手
順
に
つ

い

て
、
南
者
の
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
が
逆
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

王
守
仁
は
天
輿
の
良
知
を
擦
充
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
張
岳
は
心
に
出
来
く
う
人
欲
の

除
去
を
重
視
し
た
。

名
に

ふ
さ
わ
し
い
。

も
し
、
個
人
の
自
我
の
確
立
が
思
想
史
の
展
開
に
お
け
る
普
遍
的
な
指
標
だ
と
す
れ
ば
、
張
岳
は
欲
望
肯
定
の
思
潮
に
逆
行
す
る
反
動
涯
の

し
か
し
、
清
末
ま
で
の
一
位
舎
欣
況
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
て
み
る
と
、
そ
の
の
ち
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
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張
岳
の
路
線
だ
っ
た
と
言
え
る
。
陽
明
撃
の
熱
気
が
去
司
た
あ
と
の
祉
舎
秩
序
を
支
え
た
の
は
、
結
局
、
朱
子
翠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
反
動
涯

の
勝
利
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

陽
明
撃
は
た
し
か
に
明
代
後
牟
を
代
表
す
る
思
潮
で
あ
っ
た
。

を、

「
思
想
史
の
表
面
」
に
こ
だ
わ
る
従
来
の
研
究
は
見
落
と
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
想
の
陳
腐
化
と
は
、
逆
に
言
え
ば

「
寅
際

(
れ
〉

的
有
数
性
や
数
育
的
生
命
を
獲
得
し
て
い
っ
た
過
程
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
張
岳
の
所
設
も
、
陽
明
撃
と
同
じ
く
薩
教
の

(
M
M
)
 

浸
透
と
い
う
趨
勢
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
朱
子
撃
は
知
的

・
道
徳
的
エ
リ
ー
ト
の
た
め
の
皐
問
と
し
て
、
宋
代
に
誕
生
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
十
六
世
紀
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
、
天
理
と
人
欲
を
め
ぐ
る
朱
子
翠
の
こ
の
理
論
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
。
選
捧
肢
は
二
つ
あ

し
か
し

そ
の
裏
に
陽
明
白
学
と
は
別
の
路
線
が
存
在
し
た
こ
と
の
重
要
性

っ
た
。

個
々
人
の
心
に
ね
ざ
す
天
理
の
側
に
重
心
を
置
い
て
、
人
欲
を
む
し
ろ
そ
の
な
か
に
包
描
し
て
い
く
路
線
が
一
つ
。
そ
の
場
合
、
思
想

盟
系
の
枠
組
み
と
し
て
は
朱
子
撃
を
飛
び
出
す
こ
と
に
な
る
。

か
た
や
、
社
舎
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
外
在
的
規
範
を
よ
り
い
っ
そ
う
重
視

し
、
各
人
の
欲
望
を
他
律
的
に
抑
制
す
る
路
線
。
そ
の
場
合
、
所
説
は
数
篠
化
し
、

言
読
そ
の
も
の
の
新
鮮
さ
は
失
わ
れ
る
。
爾
者
は
そ
れ
ぞ



い
よ
自
分
た
ち
が
重
視
す
る
側
面
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

れ
宋
代
朱
子
撃
の
一
面
ず
つ
を
縫
承
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
か
え
っ
て
相
互
に
他
方
と
の
相
違
鈷
を
き
わ
だ
た
せ
よ
う
と
し
、

L、
よ

い
す
る
、
陽
明
撃
の
は
ら
む
危
険
性
は
鋭
く
察
知
し
て
い
た
。

張
岳
に
王
守
仁
の
意
園
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
儒
教
が
本
来
理
想
と
す
る
(
と
彼
が
判
断
し
た
と
こ
ろ
の
〉
秩
序
に
た

み
ず
か
ら
正
統
を
も
っ
て
任
じ
る
張
岳
に
と
っ
て
、
陽
明
撃
は
異
端
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
張
岳
の
陽
明
察
批
剣
の
言
設
は
、
清
代
に
一
幅
建
朱
子
撃
の
輝
け
る
星
と
評
債
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
過
程
に
は
、
な
お
多
く
の
人

物
が
絡
ん
で
い
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
舎
に
護
表
し
て
い
き
た
い
。
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註ハ
1
)

山
井
湧
『
明
清
思
想
史
の
研
究
』
(
東
京
大
祭
出
版
曾
、

年
)
所
枚
の
「
明
末
清
初
の
思
想
」
、
二
六
二
頁
。

(
2
〉
寓
暦
年
聞
に
王
世
貞
は
、
陽
明
拳
を
奉
じ
る
者
が
全
鎧
の
七
割
だ
と

述
べ
て
い
る
(
『
園
権
』
各
七
二
、
高
暦
十
二
年
十
一
月
庚
寅
僚
)
。
し

か
し
、
こ
の
比
率
は
彼
自
身
の
印
象
に
す
ぎ
ず
、
統
計
的
に
は
な
ん
の

根
嬢
も
な
い
。
お
そ
ら
く
、
現
貧
に
は
朱
子
摩
者
を
も
っ
て
自
認
す
る

讃
書
人
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
ろ
う
。
と
言
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
わ
た
し

は
、
「
数
量
的
に
朱
子
皐
が
優
勢
だ
か
ら
、
明
代
を
代
表
す
る
の
は
朱

子
皐
で
あ
っ
て
陽
明
拳
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
問

題
は
、
ど
ち
ら
の
支
持
者
が
多
か
っ
た
か
と
い
う
次
元
に
で
は
な
く、

雨
者
が
併
存
し
て
い
た
事
寅
を
い
か
に
設
明
す
る
か
に
あ
ろ
う
。

(
3
)

た
と
え
ば
、
溝
口
雄
三
氏
は
『
中
園
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』

(
東
京
大
昼
出
版
曾
、
一
九
八

O
年
〉
の
な
か
で
、
明
清
時
代
の
膿
数

を
、
「
宋
代
朱
子
皐
」
が
「
時
代
に
感
じ
た
繁
質
」
を
と
げ
た
「
値
制

一
九
八

O

(

4

)

 

儒
拳
」
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
鐙
制
儒
皐
が
も
っ
ぱ
ら
上
か
ら
の
専

制
的
お
よ
び
家
父
長
的
イ
デ
オ
ロ

I
グ
で
あ
り
つ
づ
け
た
」
の
に
た
い

し
て
、
「
儒
理
皐
」
な
る
も
の
を
措
定
し
、
近
代
に
は
「
前
者
は
後
者

に
よ
っ
て
繁
革
の
被
践
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
」
と
論
じ
る
(
序
章
「
中

図
的
近
代
の
淵
源
を
め
ぐ
っ
て
」
、
四
四
J
四
五
頁
)
。
こ
こ
で
「
儒
理

翠
」
と
は
、
具
鐙
的
に
は
陽
明
皐
↓
李
賢
・
東
林
黛
↓
黄
宗
義
・
顧
炎

武
↓
戴
震
と
縫
承
さ
れ
た
系
譜
を
さ
す
。
氏
に
お
い
て
、
考
察
の
主
た

る
針
象
は
「
儒
理
皐
」
の
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
宋
代
朱
子
皐
」

が
ど
の
よ
う
に
「
時
代
に
由
応
じ
た
務
質
」
を
し
て
「
鐙
制
儒
皐
」
に
な

っ
た
か
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。

拙
稿
「
も
う
ひ
と
つ
の
明
儒
皐
案
|
|
一
隅
建
朱
子
準
展
開
の
物
語

|
|
」
(
中
園
哲
皐
研
究
、
第
五
鋭
、
一
九
九
三
年
)
。
ま
た
、
「
地

域
か
ら
の
思
想
史
」
(
溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
交
錯
す
る
ア
ジ
ア
』
、
東

京
大
拳
出
版
倉
、
一
九
九
三
年
〉
も
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
ら
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の
論
考
で
は
、
一
隅
建
と
い
う
地
域
性
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
提
起
し
た

が
、
本
稿
で
は
あ
え
て
そ
の
問
題
に
鰯
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
張

岳
自
身
に
は
陽
明
翠
と
の
封
立
を
「
〈
江
掘
削
〉
封
〈
一
繭
建
〉
」
と
い
う
図

式
で
捉
え
る
思
考
が
ま
だ
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

5

)

正
確
に
何
年
の
こ
と
か
は
、
調
査
し
た
範
囲
の
史
料
か
ら
は
特
定
で

き
な
か
っ
た
。
『
恵
安
績
士
心
』
袋
三
に
載
る
張
岳
の
停
な
ど
で
は
、
彼

が
行
人
だ
っ
た
時
と
し
て
い
る
。
彼
は
正
徳
十
二
年
(
一
五
一
七
)
に

進
士
と
な
っ
て
す
ぐ
に
行
人
に
任
じ
ら
れ
、
武
宗
の
南
巡
に
反
射
し
て

南
京
に
左
遷
さ
れ
た
が
、
嘉
靖
二
年
(
一
五
二
三
)
に
ふ
た
た
び
行
人

の
官
に
復
し
、
そ
の
年
十
二
月
に
北
京
で
父
の
許
報
を
聞
い
て
腕
郷
し

た
。

一
方
、
王
守
仁
は
正
徳
十
二
年
(
一
五
一
七
)
正
月
に
紹
興
を
震

っ
て
江
西
に
向
か
い
、
十
六
年
(
一
五
二
一
)
八
月
に
紹
興
に
戻
っ

て、

嘉
靖
六
年
〈

一
五
二
七
)
九
月
ま
で
こ
こ
に
い
た
。
こ
の
曾
見
が

紹
興
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
張
岳
自
身
が
読
言
し
て
い
る
の
で
、
嘉
靖

は
じ
め
の
こ
と
と
推
定
し
た
。

服
喪
に
鋳
省
す
る
際
の
こ
と
か
も
し
れ

:
、
。

+lH
'v 

(
6
)

神
道
碑
(
蕗
豹
『
蟹
江
意
先
生
文
集
』
径
七
)
や
墓
誌
銘
(徐
階

『
世
経
堂
集
』
巻
一
七
〉
に
よ
る
と
、
張
岳
が
死
去
し
た
の
は
嘉
靖
一
一
一

十
一
年
十
二
月
二
四
日
で
あ
り
、
正
確
に
西
暦
に
直
せ
ば
一
五
五
三
年

一
月
八
日
こ
ろ
と
な
る
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
こ
う
し
た
場
合
は
淡

年
を

「
一
五
五
三
年
」

と
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
「

一

五
五
二
年
」
と
し
て
お
く
。
張
岳
を
扱
っ
た
官
持
論
は
管
見
で
は
見
あ
た

ら
な
い
が
、
彼
を
一
服
建
朱
子
準
の
問
手
術
史
の
う
え
に
位
置
づ
け
た
研
究

と
し
て
、
高
令
印

・
陳
其
芳
『
一
踊
建
朱
子
皐
』
〈
一
漏
建
人
民
出
版
社
、

一
九
八
六
年
〉
第
五
章
1

三
〈
陳
氏
の
傍
蛍
)
が
あ
る
。

(

7

)

張
岳
の
文
集
『
小
山
類
稿
』
に
は
、
四
六
倉
本
と
二

O
巻
本
の
二
種

が
あ
る
。
本
稿
で
は
内
閣
文
庫
所
裁
の
四
六
絵
本
(嘉
靖
三
十
九
年
の

原
序
を
も
っ
、
岳
の
曾
孫
に
よ
る
補
刊
木
。
直
接
利
用
し
た
の
は
京
都

大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
の
景
照
本
|

|
①
〉
に
基
づ
き
、
四
庫
金
書
所

牧
空

δ
巻
本
(
文
淵
閣
本
の
影
印
|

|②
)
を
参
考
に

し
た
。
以

下
、
参
照
し
た
文
章
の
容
数
・
題
名
は
こ
の
雨
者
を
併
記
す
る
。
こ
の

書
簡
は
、
①
で
は
各
二

O
「輿
郭
浅
祷
」
、
②
で
は
各
六

「輿
郭
浅
組
閣

憲
副
」
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
大
意
で
あ
る
の
で
、
原
文
は
示

さ
な
い
。

(

8

)

張
岳
の
記
述
で
も
「
親
民
」
と
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ

れ
を
そ
の
ま
ま
「
民
に
親
し
む
」
と
讃
む
か
、
「
親
」
は
「
新
」
だ
と

し
て
「
民
を
新
た
に
す
」
と
讃
み
改
め
る
か
が
、
陽
明
拳
と
朱
子
製
の

一
つ
の
相
濯
黙
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
王
守
仁
の
解
稼
に
も
と
づ

い
た
問
答
な
の
で
、
「
民
に
親
し
む
」
と
讃
ん
で
お
く
。

(

9

)

『
中
庸
』
の

「君
子
戒
慎
乎
其
所
不
路
、
恐
憾
乎
其
所
不
関
」、

同

じ
く

「
詩
云
、
相
在
爾
室
、
向
不
抽
出
子
屋
漏
」
(
「
詩
」
と
は
大
雅
の

抑
篇
)
、
『
躍
記
』
玉
藻
篇
の

「
足
容
重
、
手
容
恭
、
目
容
端
、
口
容

止
、
麗
容
静
、
頭
容
直
、
気
容
粛
、
立
容
徳
、
色
容
荘
」
を
ふ
ま
え

る。

(
叩
)
張
岳
の
死
後
編
ま
れ
た
停
記
で
は
、
別
れ
際
に
主
守
仁
に
た
い
し
て

朱
薫
擁
護
を
宣
言
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
公
目
、
朱
子
何
可
致

也
、
閲
縦
小
異
、
奈
何
弁
其
大
而
疑
之
」
(『道
南
源
委
』
巻
五
)
。

(
江
)
①
各
四
二

「雑
言
」

三
五
係
、
②
径
一
八
「
雑
言
」
二
三
係。

「近

監
事
不
勝
其
好
高
欲
速
之
心
、
叉
有
虚
誕
見
開
以
震
之
累
、
心
地
粗

浅
理
曾
程
朱
言
語
無
入
頭
慮
、
途
忽
略
厭
棄
、
謂
居
間
不
足
四
月
子
。
只
持
中
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庸
孟
子
中
、
論
心
論
性
数
僚
、
以
己
意
立
読
剖
掴
(
②
で
は
「
紐
担
」

に
作
る
〉
附
曾
」
。

(
ロ
)
①
巻
四
て
②
各
一
八
。
「
使
一
身
之
動
威
中
節
文
、
則
心
種
之
存

乎
内
者
、
金
以
純
固
笑
。
此
内
外
交
相
養
之
法
、
惟
賞
用
其
力
、
漸
見

功
殺
者
、
然
後
有
以
深
信
其
必
然
。
非
空
言
所
能
喰
也
」
。

(
日
)
①
各
一
一
一
「
輿
泰
泉
書
」

ω、
②
一巻
六
「
答
賀
泰
泉
太
史
」
。
「
今

之
昼
者
、
差
慮
正
是
認
物
語
周
理
、
以
人
心
居
畑
道
心
、
以
気
質
魚
天
性
、

生
心
設
事
、
縦
績
作
用
、
而
以
良
知
二
字
飾
之
。
此
所
以
人
欲
績
流
、

其
禍
不
滅
於
洪
水
猛
獣
者
、
此
也
」
。
『
泰
泉
郷
躍
』
の
編
者
、
資
佐

に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
資
佐
は
、
張
岳
が
知
廉
州
府
と
し
て
府
拳
を

改
革
し
た
こ
と
を
、
「
裂
綴
之
文
、
高
虚
之
説
、
一
切
扉
去
」
と
讃
え

る
(
『
泰
泉
集
』
巻
三
二
「
遷
建
廉
州
府
皐
記
」
〉
。

(
日
比
〉
①
袋
二

O
「
奥
震
鍵
江
」

ω、
②
巻
六
「
答
琵
隻
江
巡
按
」

ω。

「
且
群
議
躍
一
節
言
之
、
如
士
相
見
冠
射
郷
飲
(②
は

「
昏
郷
射
飲
酒

之
膿
」
に
作
る
〉
之
類
、
不
講
之
則
己
、
如
欲
皐
者
之
講
之
也
、
則
不

但
告
之
目
、
躍
者
理
也
、
理
者
性
也
、
性
問
心
也
、
心
存
則
性
存
、
而

纏
在
其
中
失
、
必
使
治
其
文
也
、
習
其
節
也
」
。

(
お
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
張
岳
の
見
解
で
あ
り
、
王
守
仁
自
身
は
自
分
が

「
空
言
」
を
吐
い
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
「
貧

血
平
」
を
も
っ
て
自
認
し
て
い
た
。
現
在
で
も
、
彼
の
思
想
は
概
念
的
で

あ
る
よ
り
行
篤
的
で
あ
る
と
い
う
評
債
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
陽
明

皐
が
は
た
し
て
「
空
」
な
の
か
「
賓
」
な
の
か
と
い
う
裁
定
を
意
園
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
張
岳
に
よ
る
こ
う
し
た
レ
ッ
テ

ル
貼
り
の
も

つ
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

(
叩
山
)
薙
也
篇
で
は
「
子
目
、
君
子
博
暴
於
文
、
約
之
以
薩
」
、
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子
宰
篇
で

は
顔
回
の
セ
リ
フ
と
し
て
「
夫
子
:
:
:
博
我
以
文
、
約
我
以
躍
」
、
顔

淵
篇
で
は
「
子
日
、
博
拳
於
文
、
約
之
以
穫
」
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
ロ
)
王
守
仁
は
、
魚
政
者
と
な
る
べ
き
人
々
(
讃
書
人
〉
と
、
そ
う
で
な

い
人
々
(
「
民
」
)
と
の
あ
い
だ
に
、
教
育
方
法
の
匿
別
を
設
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
者
に
た
い
し
て
も
自
分
が
も
っ
良
知
を
後
揮

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
黙
は
重
要
で
あ
る
。

(
四
)
従
来
の
明
代
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
朱
子
皐
側
か
ら
の
反
批
剣

は
、
陽
明
拳
の
興
債
を
理
解
せ
ぬ
、
守
奮
波
の
陳
腐
な
論
設
と
し
て
一

蹴
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
荒
木
見
悟
氏
の
『
陽
明
皐

の
位
相
』
(
研
文
出
版
、
一
九
九
二
年
〉
は
、
張
岳
の
書
簡
(
①
各
二

O
「
奥
張
南
川
書
」

ω、
②
巻
六
「
答
参
賛
司
馬
張
南
川
」
)
に
つ
い

て
、
「
そ
こ
に
は
陽
明
の
提
起
し
た
知
行
論
へ
の
重
大
な
誤
解
が
あ
る

よ
う
」
だ
と
す
る
(
第
五
章
「
知
行
合
一
」
、
一
四
六
頁
〉
。
本
稿
で
は

こ
の
「
誤
解
」
(
と
言
う
よ
り
無
理
解
〉
の
構
造
に
光
を
あ
て
る
こ
と

を
主
眼
と
す
る
。

(
印
)
①
袋
二

O
「
輿
琵
隻
江
書
」

ω、
②
巻
六

「
答
爵
蟹
江
巡
按」

ω。

(
初
)
①
各
四
二
「
雑
言
」
九
保
、

@
巻

一
八
「
雑
音
口
」
五
候
。
こ
の
褒
言

は
、
第
一
節
で
引
用
し
た
郭
浅
祷
宛
て
書
館
、
上
の
藷
蟹
江
宛
て
書

簡
、
「
草
堂
皐
則
」
な
ど
と
と
も
に
、
『
明
儒
皐
案
』
品
位
五
ニ
「
獲
恵

張
浄
峰
先
生
岳
」
に
附
載
さ
れ
て
い
る
。
責
宗
義
の
立
場
か
ら
は
、
陽

明
拳
の
良
知
設
を
つ
い
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
、
頑
迷
な
朱
子
皐
者
の

一
例
と
し
て
の
紹
介
で
あ
る
。

(
幻
〉
①
各
四

O
「
題
藤
氏
四
程
圏
後
」
、
②
倉
一
七
同
題
。
「
六
経
之
教
、

惟
躍
最
切
於
(②
で
は
「
子
」
に
作
る
〉
事
者
之
身
、
而
残
鉄
観
諸
経

尤
甚
。
:
:
:
於
是
、
昼
者
始
以
考
嬢
諮
問
魚
種
、
而
切
耐

(②
で
は

'
h
u
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「
子
」
に
作
る
)
身
之
数
盆
微
。
籍
意
、
夫
子
於
詩
書
二
経
、
常
言
語

言
譲
、
至
於
(②
で
は
「
子
」
に
作
る
)
躍
而
特
臼
執
、
則
考
一
銭
請
問

似

(②
で
は
「
政
」
に
作
る
〉
不
足
以
護
躍
凡

な
お
、
孔
子
に
よ
る

動
詞
の
使
い
分
け
に
は
、
『
論
語
』
で
言
え
ば
、
「
請
詩
三
百
」
(子

路
篇
)
、
「
何
必
讃
窪
田
然
後
鴛
拳
」
(
先
進
篇
)
、
「
詩
書
執
雄
、
皆
雅

言
也
」
(
述
而
篇
〉
な
ど
が
あ
る
。

(
幻
)
張
岳
『
恵
安
豚
士
山
』
巻
一
一
に
よ
れ
ば
、
彼
は
庚
東
曾
同
豚
の
出
身

で
あ
り
、
丘
溶
と
同
じ
く
海
南
島
(
明
で
は
唆
州
府
)
の
人
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

(
お
)
出
典
は
註
(
幻
)
に
同
じ
。

(
M
)

「
今
世
所
謂
俗
節
者
、
不
能
一
一
合
於
躍
。
然
行
之
既
久
、
所
以
崇

愛
敬
接
態
勘
也
、
使
親
疏
上
下
、
聯
綴
而
不
散
。
雄
聖
王
有
作
亦
所
嘗
損

金
、
莫
之
有
改
駕
者
也
」
(『
恵
安
豚
志
』
径
四
「
歳
時
」
)
。

(
お
)
「
郷
飲
酒
之
雄
、
今
儀
註
有
其
文
、
然
頗
略
、
宜
以
儀
雄
損
金
之
」

〈
『
恵
安
豚
士
山
』
巻
九
「
櫨
儀
」
)
。

(

M

m

)

『
種
記
』
仲
尼
燕
居
篇
に
孔
子
の
こ
と
ば
と
し
て
「
躍
也
者
、
理

也
」
と
あ
り
、
孔
疏
は
「
理
は
道
理
を
謂
う
」
と
解
し
て
い
る
。
次
元

に
よ
る
躍
の
匿
別
は
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
わ
け
で
、
省
然
朱
育
問

に
も
見
ら
れ
る
。

.上
山
春
卒
「
朱
子
の
『
家
鰻
』
と
『
儀
種
経
俸
遁

解
』
」
(
東
方
摩
報
〔
京
都
]
、
第
五
四
郎
、
一
九
八
二
年
〉
を
参
照
。

(
幻
)
以
下
の
記
述
は
、
『
恵
安
豚
士
山
』
単
位
一
三
の
張
茂
の
停
、
お
よ
び
、

①
各

一一

一
「
先
租
碑
陰
記
」
、

①
径

一
二
「
先
考
簸
誌
」
に
よ
る
。
な

お
、
こ
の
二
篇
の
文
章
は
②
に
は
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
張

岳
の
記
述
で
あ
り
、
信
懇
性
に
は
疑
問
が
残
る
が
、
張
岳
が
主
張
し
た

か
っ
た
祖
先
の
像
を
停
え
て
い
る
黙
で
、
本
稿
の
資
料
と
し
て
は
有
盆

で
あ
ろ
う
。

(
お
)
①
各
四
五
。

②
に
は
枚
録
さ
れ
て
い
な
い
。
宗
法
篇
の
序
文
に
よ
れ

ば
、
正
徳
九
年
(
一
五
一
四
)
に
張
岳
は
父
の
恨
か
ら
家
譜
の
作
成
を

命
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
三
十
年
経
っ
て
よ
う
や
く
笈
現
し
た
。
と
す
れ

ば
、
張
岳
晩
年
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
c

(
却
)
祉
皐
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
正
一
『
中
園
近
世
教
育
史
の
研
究
』

(
図
書
刊
行
舎
、
一
九
七
九
年
)
、
第
一
編
「
明
代
の
庶
民
数
育
と
祉

皐
の
推
移
」
を
参
照
。

(ω)
重
田
徳
『
清
代
社
舎
経
済
史
研
究
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
五
年
)

の
第
三
章
「
郷
紳
支
配
の
成
立
と
構
造
」
は
、
林
希
元
の
事
例
な
ど
に

も
と

e

つ
い
て
、
「
郷
紳
支
配
」
論
を
組
み
立
て
て
い
る
。
呉
金
成
(
渡

昌
弘
誇
)
『
明
代
社
曾
経
済
史
研
究
』
(
汲
古
書
院
、

一
九
九

O
年〉

は
、
森
正
夫
氏
の
見
解
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
林
希
元
ら
を
例

に
あ
げ
て
、

「紳
士
」
は

「公

・
私
の
雨
面
性
を
具
有
し
た
存
在
で
あ

ア
た
」
と
述
べ
る
(
第
二
篇
「
紳
士
屠
の
祉
曾
経
済
的
役
割
」
註
、
三

二
三
頁
)
。
筆
者
も
基
本
的
に
は
奥
氏
に
同
感
で
あ
り
、
林
希
元
に
つ

い
て
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。
林
希
元
に
つ
い
て
は
、
片
山
誠
二
郎

「
明
代
海
上
密
貿
易
と
沿
海
地
方
郷
紳
屠
|
|
朱
執
の
海
禁
政
策
強
行

と
そ
の
挫
折
の
過
程
を
通
し
て
の
一
考
察
|
|
」
(
歴
史
皐
研
究
、
第

一
六
四
説
、
一
九
五
三
年
)
、
寺
田
隆
信
「
林
希
元
の
「
家
訓
」
に
つ

い
て
」
(
金
谷
治
編
『
中
園
に
お
け
る
人
間
性
の
探
究
』
、
創
文
社
、

一
九
八
三
年
)
、

前
掲
『
一
渦
建
朱
子
象
』
第
五
章
|
聞
も
参
照
さ
れ
た

hu 

(
訂
)
辻
本
雅
史
『
近
世
数
育
思
想
史
の
研
究
|
|
日
本
に
お
け
る
「
公
数

育
」
思
想
の
源
流
|
|
』
ハ
忠
文
閣
出
版
、
一
九
九

O
年
〉
、
第
二
章

- 96-



「
折
衷
皐
の
数
育
思
想
」
、
一
一
一
頁
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
日
本
の

十
八
世
紀
に
お
け
る
折
衷
皐
や
朱
子
準
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。
し

か
し
、
わ
た
し
に
は
明
清
時
代
の
朱
子
準
と
の
あ
い
だ
に
共
通
黙
が
感

じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
「
象
」
の
方
法
を
め
ぐ
る
彼
我
の
位
相
の
相
似

は
、
近
く
別
稿
で
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(
m
M
)

溝
口
雄
三
氏
は
「
陽
明
皐
の
興
り
が
道
皐
の
大
衆
化
を
も
た
ら
し
た
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の
で
は
な
く
、
道
皐
の
大
衆
化
と
い
う
溺
勢
が
陽
明
拳
を
生
み
出
し
」

た
と
す
る
(
戸
川
芳
郎
・
蜂
屋
邦
夫
・
溝
口
雄
三
『
儒
数
史
』
、
山
川

出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
第
八
章
「
陽
明
皐
の
勃
興
と
新
局
面
」
、
三

二
回
頁
)
。
氏
の
「
這
拳
の
大
衆
化
」
を
「
虚
数
の
浸
透
」
と
言
い
換

え
た
う
え
で
、
わ
た
し
は
張
岳
の
路
線
も
ま
た
こ
の
趨
勢
に
臨
応
じ
た
も

の
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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ZHANG YUE'S 張岳ATTACK ON THE

　　　

YANGMING SCHOOL 陽明學

　　　　　　　

KOJIMA Tsuyoshi

　　

The Yangming school is regarded by modern scholars asａ mainstream

school ０ｆMing thoughts. The Cheng-Zhu程朱school, however, main-

tainedａ great deal of in日uence in this era.　This study deals with Zhang

Yue, a neo-Confucian from Fujian 幅建, ■who attacked Wang Shouren

王守仁(Yangming), because Wang ignored the program establishedcentu-

ries earlierby Zhu Xi 朱熹of self-cultivationof the mind. Zhang stress-

ed correct behavior in daily afEairsas ａ matter of great importance for

self-cultivation. He believed, as did Zhu and Wang, that Ritual (流乙)

had two dimensions: ritual as principle and ritual as correct behavior.

According to Zhang, although Wang stressedthe former, the latter should

be observed by students without question.　This difference　ofopinion

between Wang and Zhang revolved around the dichotomy between heavenly

principle (天理Ｔｉａｎｌｉ)and human desire (人欲Ｒｅ笥め．　Wang sought

to encourage Ｔｉａｎｌｉ,whereasZhang strove to eradicate Renyu.　Zhang's

view corresponded with his expectation's for lineage (宗族Ｚ(。７９２ﾀﾞ),which

was pervasive in his milieu. This position retained ｉｎ日uenceand autho-

rity in China until the end of the imperial era.
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