
品

巳

個

中
国
文
学
論
の
一
端

橋

不日

ミ&
ロ冊

本
稿
は
、
挙
証
的
な
研
究
論
文
と
し
て
書
く
意
図
は
も
と
よ
り
無
か
っ

た
二
般
の
文
学
評
論
や
国
文
畑
の
研
究
者
の
高
橋
和
巳
論
に
は
、
決
ま
っ

て
中
国
文
学
分
野
が
欠
落
し
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
れ
を
高
橋
の
た
め
に

惜
し
い
と
思
っ
た
。
筆
者
も
一
応
中
国
文
学
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
者

だ
が
、
高
橋
の
評
論
や
中
国
文
学
研
究
論
文
を
読
ん
で
い
て
、
そ
の
知
識

の
総
量
の
庖
大
さ
に
屡
々
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
が
多
か
っ
た
。

高
橋
は
作
家
と
し
て
出
発
す
る
前
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
前
途

有
為
の
中
国
文
学
研
究
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
桁
外
れ
の
実
力
を
備
え
た

人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
著
作
を
一
読
す
れ
ば
歴
然
で
あ
る
。

「
高
橋
の
小
説
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
評
論
と
中
国
文
学
論
は
秀

れ
て
い
る
」
と
い
う
京
都
の
先
輩
後
輩
の
そ
の
分
野
の
人
か
ら
筆
者
は
少

な
か
ら
ず
聞
い
て
い
る
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
の
と
お
り
だ
と
思
わ

な
い
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
や
は
り
比
較
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。

安

東

員尽

虚
構
を
非
虚
構
と
比
較
す
る
の
は
、
物
事
の
混
同
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

よ
1

。ま
た
小
説
に
関
し
て
も
『
憂
欝
な
る
党
派
』
『
悲
の
器
』
『
邪
宗
門
』
ま

で
は
い
い
が
、
そ
れ
以
後
の
作
品
の
評
価
は
、
大
方
に
お
い
て
余
り
芳
し

く
な
し
。

晩
年
(
と
い
う
ほ
ど
の
老
齢
で
は
な
い
が
、
逝
去
直
前
)
の
小
説
は
確
か

に
物
語
と
し
て
の
リ
ピ
ー
ト
が
露
呈
し
て
い
て
、
読
者
を
強
く
撃
つ
も
の

は
も
う
少
な
い
よ
う
に
筆
者
に
も
思
え
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
思
想
や
考
え

方
が
虚
構
の
中
へ
巧
み
に
塗
り
こ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
余
り
に
も
露

わ
に
出
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
と
一
九
七
O
年
前

後
(
実
際
は
彼
は
七
一
年
五
月
に
三
九
歳
の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
の
だ
が
)

の
学
生
運
動
と
の
関
連
の
密
接
さ
を
思
え
ば
、
そ
れ
も
致
仕
方
の
な
い
こ

と
で
は
な
か
っ
た
か
。
ネ
チ
ャ

l
エ
フ
の
事
件
を
『
悪
霊
』
の
よ
う
に
描

く
余
裕
は
、
高
橋
の
晩
年
に
は
無
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
「
大
学
の
解
体
」
が
「
わ
が
解
体
」
に
な
る

こ
と
に
気
付
い
て
以
後
の
高
橋
の
筆
に
は
、
私
に
は
や
は
り
鬼
気
迫
る
も

n
H
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の
が
あ
る
。
自
己
の
精
神
を
根
底
か
ら
突
き
崩
す
よ
う
な
社
会
的
事
象
に

遭
遇
し
た
場
合
、
冷
静
、
客
観
的
に
事
を
処
理
し
う
る
者
の
み
が
、
高
橋

の
晩
年
の
生
き
方
や
筆
の
荒
ぴ
を
責
め
れ
ば
よ
い
。

筆
者
に
は
、
そ
れ
を
云
云
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
時
、
大
学
に
籍

を
置
い
て
い
た
者
は
、
学
生
教
師
を
問
わ
ず
一
様
に
自
己
変
革
し
う
る
契

機
が
幾
度
か
有
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
学
生
の
行
為
を
短
絡
と
指
弾
す
る
に

急
で
自
分
自
身
の
存
在
の
根
拠
を
謙
虚
に
問
い
省
る
こ
と
に
も
怠
惰
で
逃

げ
の
び
た
我
々
に
は
、
高
橋
の
生
き
方
や
作
品
を
と
や
か
く
言
、
っ
資
格
は

な
い
よ
う
に
思
う
。
自
戒
を
こ
め
て
そ
う
思
う
。

い
つ
い
か
な
る
事
件
に
遭
遇
し
て
も
、
冷
静
沈
着
な
る
は
、
事
の
本
質

を
見
誤
ら
な
い
た
め
の
あ
る
べ
き
処
世
の
知
恵
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
な

る
保
身
の
逃
避
と
冷
静
沈
着
と
は
次
元
の
違
う
こ
と
で
あ
る
。

ふ
と
気
づ
く
と
、
い
ま
こ
こ
ま
で
私
は
二

O
分
足
ら
ず
で
書
い
て
き
た
。

筆
が
走
り
す
ぎ
て
い
る
。
こ
う
い
う
時
は
必
ず
言
わ
ず
も
が
な
(
一
言
わ
な

い
方
が
よ
い
と
言
、
つ
ま
で
も
な
い
と
の
両
意
で
)
の
こ
と
を
口
走
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
の
を
私
自
身
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
い
つ
も
な
ら
全
文
に
大

き
な
×
印
を
付
け
て
抹
消
す
る
の
だ
が
、
今
回
だ
け
は
そ
れ
を
し
ま
い
と

思
う
。
そ
れ
は
高
橋
和
巳
と
い
う
一
個
の
人
間
存
在
へ
の
畏
敬
と
私
自
身

の
存
在
へ
の
愛
惜
の
為
に
。

「
真
実
は
魂
の
内
部
で
は
一
体
と
し
で
あ
っ
て
も
、
経
験
世
界
に
は
、

個
別
的
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
個
別
者
の
も
つ
永
遠
性
の
ア
ト
ム

が
全
体
(
普
遍
性
)
に
参
加
し
う
る
枢
機
は
人
間
の
理
性
に
あ
る
。

こ
う
し
た
理
性
に
よ
る
統
合
作
用
・
価
値
系
統
化
作
用
を
い
ち
お
う
没

却
す
る
な
ら
、
人
間
の
想
像
力
そ
れ
自
体
は
、
肉
体
が
受
け
る
現
実
的
制

限
を
聡
え
、
架
空
の
世
界
を
飛
期
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
表
象
の
表
象
、

再
表
象
と
し
て
、
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
馬
や
人
魚
を
意
識
に
の
ぼ
す
こ
と
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。。

可
能
で
あ
り
、
身
は
江
海
の
上
に
在
っ
て
、
心
は
貌
闘
の
下
に
居
る
(
傍

点
は
筆
者
)
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
人
間
の
蓄
積
さ
れ
た
能
作
力
は
、
自

然
へ
の
単
純
な
同
化
を
否
定
し
て
、
目
の
ま
え
に
存
在
し
な
い
も
の
を
も

対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
理
の
前
進
の
た
め
に
個
別
性
か
ら
共
通

す
る
性
質
を
抽
象
し
て
つ
く
り
だ
し
た
概
念
も
、
目
に
は
見
え
な
い
が
意

識
に
と
っ
て
は
存
在
で
あ
り
、
か
つ
感
性
に
は
音
の
全
体
や
言
葉
の
個
々

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

の
集
合
は
、
や
は
り
一
つ
の
存
在
で
あ
る
。
吟
詠
の
聞
に
珠
玉
の
声
を
吐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

納
し
、
眉
捷
の
前
に
風
雲
の
色
を
巻
箭
す
る
(
傍
点
は
筆
者
)
こ
と
も
で

き
る
。
精
神
あ
る
い
は
観
念
は
本
来
的
に
そ
う
し
た
人
間
の
想
像
力
に
さ

さ
え
ら
れ
て
い
る
。
表
現
は
そ
の
想
像
力
に
さ
さ
え
ら
れ
た
表
象
の
疎
外

で
あ
る
が
、
観
念
が
物
質
化
さ
れ
、
そ
れ
が
客
観
的
意
味
を
も
つ
た
め
に

は
、
判
断
力
の
力
に
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
『
全
集
』
第
十
五
巻
三
二

三
頁
、
三
二
四
頁
)

少
し
長
い
引
用
文
に
な
っ
た
が
、
神
思
篇
の
想
像
力
の
問
題
を
考
察
す

る
に
当
た
り
、
こ
れ
だ
け
の
長
い
前
説
が
高
橋
の
論
理
展
開
に
は
必
要
で

あ
る
と
い
う
具
体
例
と
し
て
掲
げ
た
。
想
像
力
を
論
じ
る
前
に
理
性
か
ら

説
き
始
め
る
。
こ
れ
が
中
島
み
ど
り
の
い
う
高
橋
論
文
の
演
揮
的
方
法
で

あ
る
。
大
上
段
か
ら
ふ
り
か
ざ
さ
な
け
れ
ば
剣
道
の
試
合
は
始
ま
ら
な
い

の
で
あ
る
。
読
者
か
ら
の
好
嫌
は
別
に
し
て
、
こ
れ
が
高
橋
の
資
質
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
は
、
な
か
な
か
親
切
な
方
法
で
も
あ
る
。
少
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な
く
と
も
、
彼
の
明
析
な
頭
脳
に
よ
る
全
体
的
把
握
の
簡
潔
な
要
約
に
よ

り
、
読
者
の
頭
も
つ
い
明
析
に
な
る
気
が
す
る
。

先
に
も
ふ
れ
た
が
、
高
橋
の
小
説
に
は
、
時
々
、
唐
突
に
哲
学
や
思
想

や
文
学
や
社
会
経
済
学
の
理
論
の
講
義
の
よ
う
な
こ
と
を
延
々
と
述
べ
た

て
る
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
れ
も
恐
ろ
し
く
難
解
そ
う
な
理
論
を
。

そ
れ
ら
も
よ
く
読
ん
で
み
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
難
解
で
は
な
い
。
難
解
に
見

え
る
の
は
、
漢
語
の
多
用
と
文
語
的
な
言
い
回
し
か
ら
来
る
も
の
で
、
内

容
は
至
っ
て
す
っ
き
り
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
解
説
し
て
い
る

手
元
の
事
典
を
翻
い
て
比
見
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。
下

手
な
事
典
の
用
語
解
釈
よ
り
遁
か
に
よ
く
理
解
で
き
る
。
明
析
な
頭
脳
と

は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。

各
人
は
各
様
に
思
考
す
る
が
、
そ
れ
を
総
合
系
統
化
す
る
も
の
が
理
性

で
あ
る
。
そ
れ
は
今
措
い
て
、
各
人
の
想
像
力
は
自
由
に
飛
期
す
る
。
そ

の
想
像
力
の
飛
期
に
よ
る
能
作
力
は
、
感
知
し
え
な
い
存
在
さ
え
も
産
出

し
う
る
。
移
し
い
抽
象
的
な
観
念
の
語
嚢
や
龍
や
天
狗
や
河
童
さ
え
見
事

に
産
み
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
全
て
意
識
に
と
っ

て
は
存
在
で
あ
る
と
。
傍
点
部
は
、
神
思
篇
に
想
像
力
の
具
体
的
効
用
と

し
て
説
か
れ
て
い
る
句
で
あ
る
。

想
像
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
精
神
や
観
念
の
物
質
化
(
表
象
と
そ
の
表

現
H
一
吉
口
語
文
字
化
)
も
、
そ
れ
が
客
観
的
意
味
を
構
成
す
る
に
は
、
判
断

力
に
よ
っ
て
照
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。
ま
と
め
た
方
が
反
っ
て
わ
か

り
に
く
く
な
っ
た
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
高
橋
は
文
章
創
作
時
に
お
い

て
判
断
力
な
る
も
の
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
し
、
劉
紙
も
そ
う
考

え
て
い
た
こ
と
を
言
い
た
い
が
た
め
に
、
こ
れ
だ
け
の
文
章
を
費
や
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

な
ぜ
判
断
力
が
必
要
な
の
か
?

「
意
は
空
を
翻
ぴ
而
し
て
奇
な
り
安
く
、
言
は
実
を
徴
め
而
し
て
巧
た

り
難
し
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
三
二
四
頁
)

高
橋
の
文
で
は
「
劉
献
は
想
像
に
不
合
理
な
魔
的
な
力
と
自
由
さ
を
認

め
て
い
た
が
、
彼
は
そ
れ
を
放
縦
の
ま
ま
記
述
す
る
こ
と
に
は
意
義
を
認

め
な
か
っ
た
」
と
な
る
。

「
意
馬
心
猿
」
と
は
「
煩
悩
が
盛
動
し
て
制
し
難
き
を
い
う
」
仏
教
語

だ
が
、
心
意
が
猿
馬
の
ご
と
く
奔
放
不
覇
で
あ
っ
て
は
、
悟
達
に
は
ほ
ど

遠
い
よ
う
に
、
想
像
力
が
妄
想
臆
念
に
偏
り
胡
思
乱
想
で
あ
っ
て
は
、
収

拾
が
つ
か
な
く
な
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

高
橋
は
こ
こ
に
は
書
い
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
発
言
す
る
劉
献
の

胸
底
に
あ
っ
た
批
判
の
対
象
は
、
感
情
の
自
然
の
吐
露
を
良
し
と
し
た
鍾

蝶
の
『
詩
品
』
、
当
時
流
行
し
た
内
容
空
疏
で
形
式
の
み
華
美
で
あ
っ
た

耕
傭
文
、
こ
れ
も
当
時
盛
ん
に
作
ら
れ
た
艶
冶
な
詩
の
総
集
『
玉
台
新
詠
』

等
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
宮
室
体
の
詩
集
の
編
年
は
少
し
下
る
が
、
採
用

さ
れ
て
い
る
歌
に
は
こ
の
時
代
の
作
品
が
多
い
。

「
し
か
し
劉
紙
は
文
学
所
産
を
神
秘
的
意
志
の
結
晶
と
は
考
え
な
か
っ

た
。
劉
棋
の
自
然
主
義
は
、
特
殊
な
も
の
の
場
合
を
一
般
的
法
則
の
う
ち

に
還
元
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
彼
の
創
造
の
理
論
は
そ
れ
ゆ
え
に
表
現

意
欲
の
純
粋
化
、
想
像
の
陶
冶
の
方
法
論
と
し
て
の
形
態
を
と
る
」
(
三

二
三
頁
1
三
二
四
頁
)

創
作
表
現
意
欲
(
想
像
の
陶
冶
と
展
開
)
を
不
可
知
性
の
神
秘
と
し
て

位
置
づ
け
ず
、
そ
れ
を
精
神
活
動
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
劉
加
は
考
え
て
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い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
劉
蹴
以
前
の
儒
教
の
聖
人
・

聖
王
観
、
道
教
の
真
人
・
至
人
観
は
総
じ
て
天
才
観
、
神
秘
観
と
し
で
あ
っ

た
こ
と
を
高
橋
は
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
劉
批
の
『
文
心
離
龍
』

へ
そ
の
重
要
理
論
面
で
深
い
影
響
を
与
え
た
陸
機
の
『
文
賦
』
の
想
像
力

論
を
不
可
知
の
自
己
妊
娠
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
曹
植
の
「
文

は
気
を
以
て
主
と
な
す
」
と
い
う
天
菓
の
特
質
を
備
え
た
天
才
論
と
し
て

捉
え
、
そ
れ
ら
の
考
え
方
が
『
荘
子
」
天
道
篇
の
輪
扇
の
技
術
不
可
伝
論
、

古
典
籍
糟
粕
論
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、

文
学
、
芸
術
の
面
で
は
単
純
な
天
才
肯
定
論
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
も
高

橋
は
記
す
。

「
政
治
的
に
劣
勢
な
被
圧
迫
地
域
に
没
落
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
登
場
し
た
老
子
思
想
は
、
ち
ょ
う
ど
原
始
ク
リ
ス
ト
教
徒
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
(
も
っ
と
も
政
治
闘
争
に
民
族
対
民
族
の
感
情
葛
藤
を
含
ま

な
か
っ
た
か
ら
原
始
ク
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
呪
誼
性
は
も
た
な
か
っ
た
が
)

現
実
的
被
圧
迫
を
観
念
の
世
界
に
お
け
る
優
位
性
に
、
き
り
換
え
よ
う
と

し
た
」
(
三
二
六
頁
)

高
橋
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
『
聖
書
」
創
成
の
絡
繰
を
現
実
の
弱
者

と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
観
念
世
界
に
お
け
る
現
実
転
倒
と
し
て
考
え
て

い
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
ま
た
同
じ
よ
う
な
命
運
を
荷
っ
た
歴
史
的
現
実
的

敗
者
と
し
て
の
老
子
ら
の
道
教
思
想
に
重
ね
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
論
法
は
、
そ
れ
ほ
ど
解
り
に
く
い
も
の
で
は
な
い
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教

で
は
な
く
こ
ち
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
と
福
音
書
の
新
約
の
方
だ
が
『
マ
チ
ウ

書
試
論
』
に
お
い
て
吉
本
隆
明
は
、
キ
リ
ス
ト
と
福
音
書
創
成
の
絡
繰
を

や
は
り
高
橋
と
同
じ
論
法
で
見
事
に
解
剖
し
て
い
る
。
『
マ
チ
ウ
書
試
論
』

の
吉
本
の
理
論
を
知
る
者
に
は
、
高
橋
が
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
は
、

手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。
つ
ま
り
お
も
う
に
、
思
想
(
観
念
世
界
の
言

表
化
)
と
は
、
現
実
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
合
言
葉
は
悪
い
が
)
落
ち
こ

ぼ
れ
が
、
自
己
の
存
在
の
証
明
の
為
に
紡
ぎ
出
し
た
現
実
逆
転
倒
立
の
壮

大
な
ド
ラ
マ
な
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
文
に
続
け
て
「
そ
れ
に
と
も
な
っ
て

聖
人
の
概
念
か
ら
そ
れ
の
持
つ
行
動
性
と
実
践
力
を
消
滅
せ
し
め
、
つ
ま

り
現
実
的
に
弱
者
の
が
わ
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
即
自
的
な
英
雄
偉
人
の

観
念
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
高
橋
は
記
す
。

こ
れ
は
観
念
の
構
築
に
よ
る
思
想
の
表
記
が
、
一
旦
人
の
心
を
捉
え
そ

の
心
に
巣
喰
う
時
、
い
か
な
る
力
を
発
揮
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
意
味

を
私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
本
稿
付
に
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

微
妙
な
違
い
は
あ
れ
「
立
功
へ
の
道
が
絶
た
れ
た
時
、
立
言
へ
進
む
の
は

自
然
の
道
筋
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
な
る
。

現
在
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
ら
が
、
言
語
表
記
を
差
異
と
し
て
捉
え
堅

固
に
永
続
し
て
き
た
西
欧
形
而
上
学
(
理
性
H

ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
)
の
実

体
論
を
脱
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
ま
た
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
似

た
よ
う
な
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
国
家
権
力
の
構
造
を

破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
、
そ
の
か
わ
り
に
、

言
語
の
構
造
を
破
綻
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
発
見
し
た
の
だ
」

(
『
文
学
と
は
何
か
』
一
二
九
頁
)
と
イ
l
グ
ル
ト
ン
は
言
っ
て
い
る
。
彼

ら
は
観
念
の
世
界
の
構
築
で
は
な
く
、
言
語
構
造
そ
の
も
の
の
破
綻
の
方

法
(
そ
れ
と
て
観
念
の
世
界
構
築
の
一
方
法
で
は
あ
る
が
)
を
と
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
後
に
少
し
く
触
れ
る
つ
も
り

で
あ
る
。
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タ
オ

「
そ
の
〈
道
〉
の
自
動
性
の
認
識
を
根
拠
と
す
る
形
而
上
学
は
、
荘
子

に
お
い
て
、
至
人
・
真
人
の
、
自
律
性
で
は
な
い
精
神
の
自
動
性
に
継
承

発
展
せ
し
め
ら
れ
た
」
(
傍
点
は
著
者
)
そ
れ
は
『
荘
子
』
の
文
章
で
は

こ
う
記
さ
れ
て
い
る
「
水
の
静
か
な
る
す
ら
猶
ほ
明
な
り
。
況
ん
や
精
神

に
し
て
、
聖
人
の
心
静
な
る
を
や
。
天
地
の
撃
な
り
、
高
物
の
鏡
た
り
。

夫
虚
静
悟
淡
、
寂
実
無
為
な
る
者
は
、
天
地
の
平
に
し
て
、
道
徳
の

き
わ
み

至
な
り
。
故
に
帝
王
聖
人
は
休
す
駕
。
休
す
れ
ば
則
ち
虚
。
虚
な
れ
ば

み
ち

則
ち
実
、
実
な
る
も
の
倫
あ
り
臭
」
(
天
道
篇
)

天
地
自
然
宇
宙
の
秩
序
法
則
を
主
宰
す
る
〈
道
〉
の
体
得
者
が
至
人
・

真
人
で
あ
り
、
そ
の
人
ら
の
行
為
実
践
は
、
儒
家
的
自
律
で
は
な
く
、
道

家
的
自
動
を
理
想
と
す
る
。
内
聖
外
王
の
聖
人
帝
王
が
至
人
・
真
人
の
自

動
性
に
よ
っ
て
倫
に
到
達
す
る
の
は
、
こ
う
い
う
経
緯
で
あ
る
。
虚
↓
実

↓
倫
と
は
、
虚
無
虚
心
で
あ
る
が
故
に
一
切
の
有
を
受
け
入
れ
て
充
実
す

る
、
充
実
す
る
が
故
に
自
然
に
そ
こ
に
道
理
が
備
わ
る
こ
と
。
(
森
三
樹

三
郎
の
訳
を
改
引
し
た
)
倫
を
備
に
作
る
一
本
が
あ
り
、
福
永
光
司
は
、
「
一

切
を
兼
ね
備
え
る
」
と
訳
す
が
探
ら
な
い
。
こ
の
倫
は
倫
理
道
徳
の
倫
と

も
考
え
ら
れ
る
。
虚
↓
実
↓
倫
の
連
な
り
で
見
れ
ば
、
こ
の
倫
に
は
お
そ

ら
く
行
為
実
践
と
そ
れ
へ
の
契
機
が
含
意
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

内
聖
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
福
永
の
説
に
も
一
理
は
あ
ろ
う
が
、
外
王
を
も

考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
倫
字
は
控
え
目
に
解
し
て
も
実
践
の
契
機
と
と
る
の

が
い
い
の
で
は
。
外
王
は
存
在
者
の
み
で
は
な
く
や
は
り
当
為
者
で
あ
ろ

う
か
ら
。

こ
の
「
荘
子
の
超
歴
史
的
理
性
の
主
張
は
、
す
で
に
美
的
観
相
の
態
度

を
内
含
し
て
お
り
、
空
想
的
な
も
の
巨
大
な
も
の
異
常
な
る
も
の
、
そ
れ

が
美
的
な
力
と
し
て
、
道
徳
や
政
治
説
の
理
論
進
展
の
具
と
し
て
お
び
た

だ
し
く
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
貌
晋
南
北
朝
貴
族
の
撞
頭
に
よ

り
、
荘
子
の
態
度
は
一
つ
の
美
学
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
高
橋

は
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
美
学
は
「
貴
族
社
会
は
浪
漫
的
独
創
の
観
念

と
と
も
に
絶
望
の
ロ
マ
ン
で
あ
る
永
遠
の
理
念
を
産
み
、
美
を
目
的
化
す

る
」
「
神
秘
的
魔
力
の
承
認
は
、
常
に
美
が
目
的
化
さ
れ
る
過
程
に
あ
ら

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
の
例
と
し
て
高
橋
は
司
馬
相
如

の
賦
の
典
雅
奇
麗
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
劉
紙
は
〈
文
学
的
才
能
〉
の

考
察
に
お
い
て
、
超
自
然
的
な
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
。

四

曽
ょ
う
治
〈

①
「
思
理
妙
な
れ
ば
、
神
は
物
と
遊
ぶ
。
神
は
胸
臆
に
居
り
て
、
而
し

か
ん
け
ん

て
志
気
そ
の
開
鍵
を
統
べ
、
物
は
耳
目
に
沿
い
て
、
而
し
て
辞
令
そ
の
植

っ

か

さ

ど

ま

さ

か

た

ち

機
を
管
る
。
植
機
方
に
通
ず
れ
ば
、
則
ち
物
に
隠
れ
た
る
貌
な
し
。

開
鍵
特
に
塞
ず
る
や
、
則
ち
神
避
れ
な
ん
心
あ
り
。
是
を
以
て
文
思
を

お
さ
む

陶
鈎
る
に
、
貴
き
は
虚
静
に
在
り
」

そ

や

く

そ

う

せ

つ

②
「
五
戴
を
疏
論
し
、
精
神
を
操
雪
し
、
撃
を
積
み
て
以
て
賓
を
儲
け
、

じ
ゅ
ん
ち

理
を
酌
み
て
以
て
才
を
富
ま
す
。
研
閲
し
て
以
て
照
を
窮
め
、
馴
致
し

て
以
て
僻
を
惇
ぶ
。
然
る
後
玄
解
の
宰
を
し
て
、
撃
律
を
尋
ね
て
墨
を
定

う

か

が

め

く

め
し
め
、
濁
照
の
匠
を
し
て
、
意
象
を
開
い
て
斤
を
運
ら
さ
し
む
。
此

れ
蓋
し
文
を
叡
す
る
の
首
術
、
篇
を
謀
る
の
大
端
な
り
」
(
神
思
篇
三

二
七
頁
)

読
解
の
便
宜
上
、
引
用
文
を
二
分
し
た
。
高
橋
の
論
文
で
は
こ
の
二
文

は
一
連
で
あ
る
。
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『
文
心
離
龍
』
上
篇
冒
頭
の
原
道
篇
の
〈
道
〉
と
下
篇
冒
頭
の
神
思
篇

の
〈
神
〉
の
二
字
は
、
お
そ
ら
く
本
書
の
二
大
鍵
字
で
あ
ろ
う
。
文
章
創

始
の
根
源
に
あ
る
〈
道
〉
、
文
章
創
作
の
根
源
に
あ
る
〈
神
〉
で
あ
る
。

こ
こ
に
引
い
た
文
は
神
思
篇
の
核
心
部
分
で
あ
り
、
文
章
創
作
時
の
要
諦

で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
解
き
安
い
よ
う
に
対
句
を
並
べ
て
見
れ
ば
こ

う
な
る
。

③
神
居
胸
臆
、
同
志
気
統
其
関
鍵

①
故
思
理
為
妙
、
神
与
物
遊
〈

⑤
物
沿
耳
目
、
而
辞
令
管
其
枢
機

@
枢
機
方
通
則
物
無
隠
貌

0

0

;
、
〉
是
以
陶
鈎
文
思
、
貴
在
虚
静
。

@
関
鍵
将
塞
則
神
有
逝
、
心

¥
積
学
以
儲
宝
'

疏
浦
五
臓
¥
や
酌
理
以
富
オ
シ
玄
解
之
宰
、
尋
声
律
而
定

②

〈

〉

《

、

》

然

後

使

〈

操
雪
精
神
/
勺
研
間
以
窺
照
え
独
照
之
匠
、
窺
意
象
而
運

/
馴
致
以
鐸
辞
、

御
文
之
首
術

〉
此
蓋
〈

斤

謀

篇

之

大

端

思
理
は
、
思
考
思
念
思
惟
思
索
の
定
理
、
条
理
。
妙
は
、
微
妙
、
玄
妙
、

不
可
思
議
性
。
神
は
大
方
の
注
釈
書
は
広
義
で
精
神
と
訳
し
て
い
る
が
、

哲
学
の
認
識
論
(
意
味
論
)
で
使
用
す
る
〈
意
識
〉
と
い
う
語
が
こ
こ
で

は
適
切
す
る
も
の
と
思
う
。
外
界
の
事
物
(
対
象
存
在
)
と
意
識
の
相
関

(
相
互
)
交
融
が
「
神
、
物
と
遊
ぶ
」
で
あ
る
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
照
ら

せ
ば
、
こ
の
物
は
、
耳
目
に
順
っ
て
意
識
に
泥
上
す
る
実
在
外
物
の
み
の

如
く
と
れ
る
が
、
そ
れ
は
耕
文
表
現
上
の
語
辞
の
制
約
に
よ
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
劉
献
の
思
考
の
概
念
と
し
て
は
こ
の
物
に
は
、
意
識

に
泥
上
す
る
観
念
と
し
て
の
認
識
の
意
識
対
象
と
意
識
内
容
も
内
含
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
意
識
対
象
と
か
意
識
内
容
と
か
筆
者
が
使
用
し

て
い
る
単
語
は
筆
者
の
造
語
な
ど
で
は
な
く
、
広
松
渉
の
『
存
在
と
意
味
」

の
第
二
篇
、
第
一
章
、
第
三
節
の
認
識
論
の
基
幹
的
構
図
に
術
語
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
識
り
た
い
者

は
本
書
を
参
看
い
た
だ
き
た
い
。
(
二
四
三
頁
)

精
神
(
こ
こ
で
の
神
は
物
と
遊
ん
で
い
る
神
で
は
な
く
神
と
物
と
の
一
般

的
関
係
機
能
の
説
明
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
精
神
と
訳
し
た
方
が
解
り
安
い
)

は
、
胸
裡
に
在
っ
て
、
志
気
(
意
志
と
感
情
か
?
)
が
そ
の
制
動
を
統
帥

す
る
。
外
物
(
意
識
対
象
)
は
耳
目
(
知
覚
作
用
)
に
順
っ
て
、
辞
令
合
一
一
一
口

語
辞
令
)
が
そ
の
制
動
を
管
領
す
る
。
関
鍵
、
枢
機
と
も
に
志
気
と
辞
令

の
発
動
制
御
す
る
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
③
の
状
態
が
う
ま
く
発
動

す
れ
ば
⑥
の
よ
う
に
物
は
そ
の
形
貌
を
隠
す
こ
と
も
な
く
隈
な
く
照
ら
し

出
さ
れ
る
。
し
か
し
③
の
状
態
が
う
ま
く
作
動
せ
ず
制
御
さ
れ
た
な
ら
@

の
よ
う
に
萌
す
は
ず
の
心
意
(
浮
返
す
る
は
ず
の
深
層
意
識
、
下
意
識
)
も

取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
。

@
原
山
口
の
二
文
は
互
文
で
あ
っ
て
、
枢
機
が
通
じ
な
い
場
合
と
関
鍵
が
塞

じ
な
い
場
合
も
想
定
し
う
る
。

そ
の
二
者
を
う
ま
く
作
動
さ
せ
て
、
文
思
(
想
像
、
構
想
、
構
思
H
芸

術
の
想
像
形
象
)
を
陶
冶
鈎
範
(
こ
の
陶
ハ
冶
ナ
リ
、
鈎
ハ
範
ナ
リ
の
語
は
、

磐
鎮
の
『
丈
心
離
龍
義
証
』
に
採
用
さ
れ
て
い
る
『
史
記
』
都
陽
伝
の
索
隠

に
引
く
張
曇
注
で
あ
る
)
す
る
に
貴
重
な
の
は
、
精
神
を
〈
虚
静
〉
の
状

態
に
保
ち
お
く
こ
と
で
あ
る
と
。
〈
虚
静
〉
の
語
は
本
誌
第
一
号
の
二
(
六

頁
)
で
少
し
く
触
れ
て
お
い
た
。

d
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こ
の
語
は
『
老
子
』
『
荘
子
』
「
萄
子
』
『
准
南
子
』
等
に
見
え
る
も
の
で
、

簡
一
吉
、
精
神
を
静
一
虚
無
に
す
る
こ
と
。
雑
念
を
去
り
先
入
見
を
加
え
ず
、

対
象
に
無
心
で
向
か
い
あ
う
と
い
う
こ
と
。

先
掲
し
た
『
荘
子
』
天
道
篇
の
「
虚
静
悟
淡
、
寂
実
無
為
」
を
想
い
泣

か
べ
て
も
ら
っ
て
も
良
い
。
ま
た
そ
れ
は
張
厳
の
『
文
心
融
龍
文
術
論
詮
』

に
「
虚
静
之
説
、
猶
仏
門
『
頓
悟
』
、
『
漸
悟
』
也
」
と
あ
る
仏
教
の
悟
達

の
境
地
で
も
あ
る
。

し
か
し
劉
献
が
こ
こ
で
使
用
し
て
い
る
意
味
に
最
も
近
い
の
は
老
荘
の

道
教
や
仏
教
の
使
用
例
で
は
な
く
、
儒
教
の
『
有
子
』
解
蔽
篇
の
「
心
何

以
知
、
日
虚
一
雨
静
」
の
虚
静
の
境
地
の
方
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
は

現
代
中
国
の
龍
学
研
究
に
お
い
て
理
論
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
王
元
化
で

あ
る
。
『
文
心
離
龍
創
作
論
』
の
「
釈
〈
神
思
篇
〉
持
軸
献
功
説
、
付
録
四
、

劉
紙
虚
静
説
」
に
そ
の
論
証
が
あ
る
。
彼
の
説
く
所
に
よ
れ
ば
、
こ
の
虚

静
と
い
う
精
神
の
境
地
は
、
道
教
や
仏
教
の
そ
れ
が
終
着
点
で
あ
る
に
対

し
て
儒
教
の
方
で
は
始
発
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
当
時
、
筆
者
は
そ
の

説
に
賛
同
し
て
一
文
を
著
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
文
は
中
国
で
翻
訳
紹

介
さ
れ
て
大
方
の
賛
意
を
得
た
。
と
り
わ
け
王
元
化
は
一
九
八
三
年
秋
、

中
日
学
術
交
流
代
表
と
し
て
来
日
さ
れ
、
広
島
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本

中
国
学
会
の
折
り
に
会
面
し
た
席
で
そ
の
論
文
を
称
賛
し
て
下
さ
っ
た
。

二
人
の
話
題
は
神
思
篇
の
方
法
論
に
尽
き
た
。
王
元
化
は
ヘ

l
ゲ
ル
の
小

論
理
学
の
美
学
と
の
類
似
を
語
り
、
筆
者
は
フ
ッ
サ
i
ル
の
現
象
学
と
の

類
似
を
話
し
た
。
彼
の
師
は
熊
十
力
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
を
も

学
ん
だ
と
話
さ
れ
て
い
た
。
通
訳
の
労
を
と
っ
て
く
れ
た
の
は
台
湾
に
数

年
間
留
学
し
、
台
湾
の
人
を
夫
人
に
持
つ
後
輩
の
谷
口
明
夫
氏
だ
っ
た
が
、

後
で
彼
は
、
こ
ん
な
や
や
こ
し
い
通
訳
は
し
た
こ
と
が
な
い
と
ぼ
や
い
て

い
た
。
そ
の
縁
で
王
元
化
は
、
中
国
で
一
九
八
四
年
、
復
旦
大
学
主
催
の

「
中
日
学
者
〈
文
心
離
龍
〉
学
術
討
論
会
」
(
於
上
海
龍
柏
飯
庖
)
、
一
九

八
八
年
、
既
且
南
大
学
主
催
の
「
《
文
心
離
龍
〉
国
際
研
討
会
」
(
於
広
州
珠
島

賓
館
)
に
招
待
し
て
下
さ
っ
た
。
縁
は
異
な
も
の
、
男
女
の
結
縁
は
勿
論

だ
ろ
う
が
、
学
術
の
縁
も
ま
た
味
な
も
の
で
あ
っ
た
。
会
面
後
、
も
う
十

年
近
い
歳
月
が
流
れ
、
そ
の
問
、
筆
者
の
虚
静
へ
の
理
解
も
少
し
ず
つ
変

わ
っ
た
。
今
で
は
道
教
も
仏
教
も
儒
教
も
虚
静
と
い
う
精
神
の
境
地
は
そ

れ
ほ
ど
差
は
な
い
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
三
教
と
も
に
そ

こ
は
終
着
点
で
は
な
く
い
つ
い
か
な
る
時
に
も
中
間
点
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
内
聖
外
王
で
も
内
聖
に
お
い
て
終
着
点
で
は
あ
っ
て
も
外
王
に
転

じ
れ
ば
儒
教
と
同
じ
く
出
発
点
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
〈
さ
と
り
〉
も
究
極

目
的
の
一
回
性
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
道
元
な
ど
も
〈
修
証

一
如
一
等
〉
を
常
言
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
修
業
は
一
時
の
証
悟
を

得
る
と
し
て
も
、
そ
こ
は
終
着
点
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ
か
ら
よ
り
高
み

深
み
の
証
悟
を
目
ざ
し
て
の
修
業
の
再
出
発
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま

た
そ
の
後
、
筆
者
は
広
松
渉
の
〈
四
肢
的
構
造
論
〉
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
時
よ
り
は
こ
の
〈
虚
静
〉
に
対
し
て
よ
り
深
い
考
察
を
持
て
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
今
こ
こ
に
書
く
の
は
控
え
て
お
こ
う
。
た
だ
、

劉
蹴
の
神
思
篇
の
こ
の
理
論
は
、
現
代
の
よ
う
に
発
展
複
雑
化
し
た
認
識

論
(
意
味
論
と
し
て
の
)
か
ら
考
え
れ
ば
、
余
り
に
も
淳
朴
(
広
松
が
先

行
の
認
識
論
に
対
し
て
使
用
し
て
い
る
語
)
す
ぎ
る
理
論
で
は
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
文
章
創
作
の
際
の
想
像
力
の
内
的
観
察
に
対
し
て
こ
れ
だ
け
の

周
到
な
考
察
を
加
え
た
理
論
書
は
、
五

O
O年
ご
ろ
の
こ
の
頃
、
東
洋
は
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お
ろ
か
西
欧
に
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
、
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
『
詩
論
』
、
時
代
は
大

分
降
る
が
ボ
ワ
ロ
l
の
『
詩
法
」
(
時
代
背
景
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
道
徳
論

が
強
す
ぎ
て
鼻
を
突
く
)
等
の
理
論
書
と
単
純
に
比
較
し
て
も
『
文
心
離
龍
」

の
構
想
の
深
度
と
広
表
が
よ
く
解
る
。
そ
れ
に
し
て
も
劉
棋
は
こ
の
よ
う

な
理
論
の
発
想
を
ど
こ
か
ら
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
が
、
そ
れ
は
先
に
も
記
し
た
と
お
り
、
儒
釈
道
の
三
教
か
ら
仕
入
れ
た

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
根
は
や
は
り
彼
が
仏
学
に
長
じ
て

い
た
こ
と
か
ら
察
し
て
仏
教
か
ら
の
そ
れ
が
よ
り
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
五

明
の
一
の
因
明
、
観
法
に
よ
る
止
観
(
語
源
は
荘
子
)
な
ど
と
の
関
連
は

概
観
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
現
在
の
筆
者
の
学
力
の
及
ぶ
所
で
は
な
い
。

現
代
か
ら
見
て
そ
の
理
論
は
確
か
に
淳
朴
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
誤
謬
を

犯
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
先
引
の
広
松
渉
の
書
に
採
ら
れ
て
い

る
先
行
の
認
識
論
の
三
理
論
「
模
写
説
」
「
構
成
説
」
「
把
捉
説
」
の
「
模

写
説
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
立
証
し
え
る
。
(
前
掲
書
二
四
二
頁
i

二
六
二
頁
)

一
五

神
思
篇
と
そ
の
篇
の
理
論
を
構
成
す
る
鍵
語
〈
虚
静
〉
に
少
し
詳
し
く

触
れ
た
の
は
、
本
篇
が
『
文
心
離
龍
」
中
の
最
重
要
篇
で
あ
り
、
文
章
の

創
作
と
批
評
に
お
い
て
も
そ
の
根
幹
を
な
す
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
拙
稿
(
こ
に
高
橋
の
設
論
と
し
て
既
述
し
た
中
国
文

学
史
に
お
い
て
長
く
相
対
し
た
表
現
者
の
二
態
度
「
厳
格
(
厳
粛
)
主
義

H
発
奮
説
H

ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
教
養
主
義
H
観
照
的
態
度
日
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
」
の
後
者
の
態
度
と
も
こ
の
篇
の
理
論
と
〈
虚
静
〉
の
語
は
深
く
連
関

し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
『
文
心
離
龍
』
が
後
世
の
我
々
に
現
代
の
文

学
理
論
書
と
ほ
ぼ
同
等
の
興
味
関
心
を
抱
か
せ
る
の
は
、
そ
の
構
想
の
雄

大
さ
と
配
慮
の
周
到
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
文
学
批
評

理
論
史
(
世
界
文
学
批
評
理
論
史
と
言
っ
て
も
そ
う
そ
う
的
外
れ
で
は
な
い

だ
ろ
う
)
に
蛇
立
す
る
最
大
の
理
由
は
神
思
篇
一
篇
の
理
論
あ
っ
て
の
こ

と
だ
ろ
う
と
筆
者
は
か
ね
が
ね
考
え
て
い
る
。
今
後
、
東
西
比
較
文
学
理

論
史
の
研
究
の
進
展
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
お
い
お
い
明
ら
か
に

な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

「
情
采
・
風
骨
な
ど
の
修
辞
学
原
論
の
部
分
に
お
い
て
、
劉
棋
は
、
感

情
の
高
揚
の
様
相
を
見
ょ
う
と
し
た
の
で
も
、
人
間
の
想
像
と
は
何
で
あ

る
か
を
定
義
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
感
情
の
高
潮
が
表
現

の
作
用
因
に
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
結
び
つ
き
は
直
接
的
な

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
〈
虚
静
〉
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
彼
は
説
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
表
現
に
向
っ
た
感
情
の
存
在
と

い
う
こ
と
は
、
単
な
る
精
神
的
事
態
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
感
情
に

対
し
て
一
定
の
態
度
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
悲
哀
や
感
傷
も
、
そ
れ
に
没
頭
す
る
と
い
う
こ
と
と
悲

哀
に
反
抗
す
る
(
反
省
す
る
)
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
り
、

峻
厳
に
弁
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
劉
蹴
が
文
人
や
詩

人
に
要
求
し
た
の
は
、
静
か
な
と
こ
ろ
で
思
い
お
こ
さ
れ
た
感
動
の
表
現

と
し
て
の
詩
文
、
つ
ま
り
後
者
の
態
度
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
鑑
賞
の
場

に
お
い
て
も
美
的
対
象
と
主
体
の
精
神
と
の
全
的
合
一
が
虚
静
を
媒
介
と

し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
も
敷
桁
さ
れ
う
る
」
(
三
二
八
頁
)
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文
章
や
詩
の
創
作
と
鑑
賞
(
批
評
と
の
限
界
は
定
か
で
は
な
い
が
一
応
批

評
も
含
め
て
)
の
場
に
お
い
て
美
的
対
象
と
主
体
の
精
神
と
の
全
的
合
一

は
、
〈
虚
静
〉
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

殆
ど
劉
制
の
信
念
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
所
で

あ
ろ
う
。

神
思
篇
以
下
、
二
三
篇
に
劉
献
は
、
作
者
の
個
性
と
作
風
、
作
品
に
お

け
る
構
想
と
内
容
や
形
式
、
ま
た
鑑
賞
批
評
に
お
け
る
読
者
の
態
度
等
を

詳
し
く
吟
味
検
討
し
て
、
終
わ
り
に
序
志
篇
で
、
本
書
全
体
の
縁
起
を
説

い
て
い
る
。
高
橋
の
論
文
も
そ
れ
ら
の
重
要
な
篇
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、

一
々
を
採
り
挙
げ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
後
少
し
く
文
学
批
評
理

論
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

全
て
の
文
学
批
評
理
論
が
、
作
者
、
作
品
、
読
者
と
い
う
三
項
分
類
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
所
だ
が
、
そ
の
三
者
(
筒
井
康
隆
は

「
文
学
部
唯
野
教
授
』
で
こ
の
三
者
を
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
ト
リ
オ
と
い
う
巧

み
な
表
現
を
し
て
い
る
)
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
批
評
理

論
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
い
異
な
る
。
現
代
文
学
批
評
理
論
に
お
い
て
、

T
・
イ
ー

グ
ル
ト
ン
は
『
文
学
と
は
何
か
』
に
そ
の
比
較
史
を
該
博
な
知
識
と
犀
利

な
分
析
に
よ
っ
て
詳
細
に
説
き
明
か
し
て
く
れ
て
い
る
。
ラ
マ
l
ン
・
セ

ル
デ
ン
の
『
現
代
文
学
理
論
」
は
同
様
の
こ
と
を
初
学
者
に
も
解
り
易
い

よ
う
に
簡
潔
な
分
類
法
を
採
っ
て
い
る
。
外
山
滋
比
古
ら
編
集
の
『
現
代

の
批
評
理
論
』
全
三
巻
は
、
理
論
批
評
家
各
自
の
理
論
討
究
が
な
さ
れ
て

い
て
、
前
記
二
書
よ
り
も
な
お
読
み
解
き
易
い
。
少
し
旧
い
も
の
で
は
ス

タ
ン
レ
!
・
ハ
イ
マ
ン
の
『
批
評
の
方
法
』
全
ロ
巻
が
あ
り
、
第
一
巻
の

「
現
代
文
学
批
評
」
は
こ
の
ロ
の
方
法
論
研
究
の
序
論
と
結
論
の
部
分
を

ま
と
め
た
も
の
ら
し
い
が
、
結
論
部
の
第
二
部
現
代
的
批
評
の
統
合
は
、

文
学
批
評
理
論
を
扱
っ
て
い
る
研
究
者
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
一
度
は

目
を
通
し
て
お
い
た
方
が
良
い
の
で
は
と
筆
者
は
思
う
。
ま
た
R
、
ウ
エ

レ
ッ
ク
、
A
、
ウ
ォ
l
レ
ン
共
著
の
『
文
学
の
理
論
』
は
鏡
舌
に
流
れ
す

ぎ
て
ま
と
ま
り
は
あ
ま
り
良
く
は
な
い
よ
う
だ
が
、
研
究
に
お
け
る
基
礎

的
事
項
が
懇
切
に
説
か
れ
て
い
て
、
入
門
者
に
は
必
読
の
書
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
現
代
文
学
批
評
理
論
概
説
書
を
概
観
す
れ
ば
解
る
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
批
評
理
論
は
先
に
挙
げ
た
三
項
(
作
者
、
作
品
、
読
者
)
の
ど
の

項
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
理
論
の
組
み
立
て
が
相
異
な
る
。
早
い
話
、

歴
代
の
批
評
理
論
の
変
遷
史
も
、
こ
の
三
項
分
類
の
ど
の
一
項
に
肩
入
れ

す
る
か
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
も
言
え
る
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
リ
ア
リ
ズ
ム
作
品
と
し
て
の
パ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
サ

ラ
ジ
l
ヌ
』
を
恋
意
に
切
り
刻
み
論
難
す
る
の
も
、
つ
ま
る
所
、
彼
は
作

品
批
評
こ
そ
が
文
学
批
評
の
使
命
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

筆
者
は
い
ま
非
常
に
唐
突
に
組
っ
ぽ
い
引
用
を
故
意
に
し
た
が
、
現
代

文
学
批
評
理
論
の
現
在
の
到
達
点
を
示
す
に
は
、
こ
れ
が
一
等
適
切
な
例

だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
構
造
主
義
や
ポ
ス
ト
構
造
主
義
が

発
生
し
た
の
か
は
、
イ
l
グ
ル
ト
ン
の
精
細
明
析
の
考
証
で
よ
く
解
る
が
、

結
局
、
文
学
批
評
理
論
の
め
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
の
変
遷
も
大
局
的
見
地
か

ら
す
れ
ば
、
三
項
分
類
の
三
項
の
循
環
史
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、

(
と
い
う
の
は
少
し
言
い
す
ぎ
だ
が
)
と
も
考
え
ら
れ
る
。
バ
ル
ト
や
デ

リ
ダ
や
ド
ゥ
ル
l
ズ
や
ガ
タ
リ
ら
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
拒
否
し
て

ジ
ョ
イ
ス
や
ア
ル
ト
ー
や
カ
フ
カ
ら
の
現
実
ず
ら
し
の
非
リ
ア
リ
ズ
ム
文

学
に
共
鳴
す
る
の
は
、
イ
l
グ
ル
ト
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
理
由
の

-27-



な
い
こ
と
で
は
な
い
。
彼
ら
の
攻
撃
対
象
は
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
み
で
は

な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
が
現
実
を
実
体
の
よ
う
に
捉
え
描
写
し
て
い
る

こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
へ
も
現
実
社
会
の
再
現
(
現
前
)
の
如
く
見

せ
か
け
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
、
そ
れ
と
一
連
の
西
欧
形
而
上
学
(
理
性
・

ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
)
の
実
体
論
を
脱
構
築
し
た
い
と
い
う
意
図
。
実
体
論

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
欧
形
而
上
学
が
そ
の
時
代
時
代
の
支
配
と

権
力
の
機
構
と
共
犯
(
今
村
仁
司
の
用
語
、
筆
者
の
考
え
で
は
広
松
渉
の
使

用
す
る
意
味
で
共
腕
と
表
現
し
た
方
が
実
相
に
近
い
と
思
う
)
関
係
に
あ
っ

た
そ
の
こ
と
を
彼
ら
は
指
弾
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
共
範
関
係
を
断
ち
切
る
方
法
と
し
て
彼
ら
が
案
出
し
た
の
が
差
異

(
デ
リ
ダ
は
差
延
と
い
う
語
を
用
い
る
。
異
が
静
止
態
的
で
あ
る
の
に
比
べ
、

陸
が
生
動
態
的
で
あ
る
の
が
、
こ
の
語
の
使
用
の
所
以
で
あ
ろ
う
)
化
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
分
野
の
書
を
少
し
播
い
た
者
に
は
常
識
で
あ
ろ
う
。
「
一

九
六
八
年
の
、
歓
喜
と
幻
滅
、
解
放
と
崩
壊
、
カ
ー
ニ
バ
ル
と
カ
タ
ス
ト

ロ
フ
、
そ
の
両
者
の
混
交
の
所
産
が
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
で
あ
る
。
国
家

権
力
の
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
、

そ
の
か
わ
り
に
、
言
語
の
構
造
を
破
綻
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
発

見
し
た
の
だ
」
(
前
掲
)
と
イ
l
グ
ル
ト
ン
が
指
摘
し
て
い
る
知
く
、
彼

ら
は
差
異
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
作
品
の
言
語
構
造
そ
の
も
の
の
破
砕
を

狙
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
が
現
実
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
を
持
ち
う
る
の
か
は
歴

史
の
審
判
を
待
つ
し
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
人
は
現
実
を
生
き
て
い
る
か
に

見
え
な
が
ら
も
、
そ
の
実
共
同
幻
想
と
い
う
観
念
の
世
界
に
よ
り
深
い
所

で
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
一
見
無
意
味
に
も
見
え

る
こ
の
理
論
も
案
外
、
予
想
以
上
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

作
者
、
作
品
、
読
者
と
い
う
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
ト
リ
オ
の
批
評
理
論
の

循
環
論
か
ら
大
分
遠
い
所
ま
で
来
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

強
ち
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
筆
者
が
走
り
書
き

の
如
く
触
れ
た
現
代
文
学
批
評
理
論
の
現
在
の
到
達
点
は
、
〈
文
学
と
は

何
か
?
〉
〈
批
評
と
は
何
か
?
〉
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、
そ
の
根
底

の
問
題
に
大
き
く
関
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ま
た
後
に
彼
ら
の
理
論
を
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

批
評
に
お
い
て
批
評
家
各
自
が
三
項
の
ど
の
項
を
よ
り
重
要
視
し
て
理

論
を
展
開
す
る
か
は
、
そ
れ
こ
そ
各
批
評
家
の
好
み
と
資
質
の
問
題
で
あ

ろ
う
が
、
中
国
で
五
百
年
ご
ろ
に
著
さ
れ
た
劉
献
の
『
文
心
離
龍
」
は
、

そ
の
三
項
に
対
し
て
対
等
の
視
点
か
ら
幅
広
く
敏
密
に
論
じ
て
い
る
こ
と

だ
け
は
、
最
後
に
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
一
事
か
と
思
う
。
才
能
の
兼
備

の
期
し
難
さ
は
過
去
も
現
代
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
未
完
)

〈
一
九
九
0
・
二
了
二
九
〉

(
あ
ん
ど
う
・
ま
こ
と
総
合
科
学
部
教
授
)
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会
員
の
方
で
、
国
語
国
文
学
・
中
国
文
学
・
国
語
教
育
・
日
本
語
教

育
関
係
の
著
書
や
論
文
な
ど
を
御
発
表
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
本
学
会

に
一
部
御
寄
贈
く
だ
さ
い
。
誌
上
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
論
文
の
場
合
は
抜
刷
ま
た
は
コ
ピ
ー
で
も
結
構
で
す
。
掲
載

文
献
・
出
版
社
・
発
行
年
月
日
を
明
記
し
て
下
さ
い
。
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