
二
四
七

明
末
天
主
教
に
お
け
る
「
霊
」
と
「
理
」
に
関
す
る
一
考
察

明
末
天
主
教
に
お
け
る「
霊
」と「
理
」に
関
す
る
一
考
察

播　

本　

崇　

史

　

一
、
は
じ
め
に

　

明
末
天
主
教
の
一
大
特
徴
は
、
宣
教
師
自
身
が
漢
語
を
用
い
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
無
論
、
天
主
教
説
と
し
て
用
い
ら
れ
た
漢
語
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
の
思
考
言
語
を
異
に
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
全
て
を
中
国
に
お
け
る
概
念
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
全
く
異
質
な
も
の
と
し
て
切
り
離
す
こ
と
も
、
ま
た
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
は
同
様
の
理

解
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

明
末
天
主
教
文
献
で
は
、
特
に
宋
明
哲
学
に
お
け
る
諸
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
漢
語
概
念
の
活
用
に
お
い
て
、
天
主
教
説

と
し
て
如
何
な
る
思
想
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
格
物
窮
理
」
論
の
根
幹
で
あ
り
、
来
華
天
主
教
説
に

お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
有
す
る
「
霊
」
と
「
理
」
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い一
。
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二
、
天
主
の
才
と
し
て
の
「
霊
」

　

天
主
教
説
に
お
け
る
「
霊
」
概
念
は
、「
霊
魂
」
と
い
う
語
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
そ
の
人
間
観
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る二
。
天

主
教
に
お
い
て
は
、
人
は
自
ら
の
内
に
は
た
ら
く
霊
性
を
通
し
、
唯
一
絶
対
の
主
宰
者
の
存
在
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

「
霊
」
を
基
準
と
す
る
天
主
と
人
と
の
関
わ
り
は
、『
天
主
実
義
』
の
次
の
叙
述
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
主
の
才
〔
持
ち
前
の
素
質
〕
は
、「
最
も
霊
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
神
格
は
こ
の
上
な
い
仁
で
あ
り
、
人
々
を
養
い
育
て
天
地

万
物
に
及
ん
で
い
ま
す
。（
天
主
が
自
ら
の
）
被
造
物
を
治
ま
ら
な
い
災
難
の
あ
る
場
所
に
放
置
し
た
ま
ま
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

天
主
之
才
最
靈
、
其
心
至
仁
、
亭
育
人
群
以
迨
天
地
萬
物
。
豈
忍
置
之
於
不
治
不
祥
者
乎
哉
（『
天
主
実
義
』
第
八
篇三
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
主
の
素
質
こ
そ
が
、「
最
も
霊
な
る
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
「
霊
」
な
る
素
質
が
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、『
天

主
実
義
』
の
首
篇
に
お
い
て
、
人
も
こ
の
「
霊
」
な
る
素
質
を
有
し
て
い
る
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
人
が
鳥
獣
と
異
な
る
最
大
の
要
因
は
、
人
が
霊
才
〔
霊
な
る
持
ち
前
の
素
質
〕
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
す
。
霊
才
は
、

是
非
真
偽
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、「
理
」
の
な
い
も
の
で
は
欺
く
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
す
。

凡
人
之
所
以
異
於
禽
獣
、
無
大
乎
霊
才
也
。
霊
才
者
能
辯
是
非
別
真
偽
、
而
難
欺
之
以
理
之
所
無
。（『
天
主
実
義
』
首
篇四
）

　
『
天
主
実
義
』
の
構
成
は
、
人
の
「
霊
才
」
が
首
篇
に
お
い
て
説
か
れ
、
そ
の
は
た
ら
き
の
説
明
を
し
て
い
く
な
か
で
、
遂
に
、
八
篇
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に
お
い
て
、
天
主
が
「
最
霊
」
で
あ
る
こ
と
の
理
解
へ
と
至
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
あ
る
「『
理
』
の
な
い
も
の
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
道
理
の
通
ら
な
い
も
の
、
不
合

理
な
も
の
、
理
性
に
よ
っ
て
論
証
で
き
な
い
も
の
等
等
が
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
想
定
そ
の
も
の
に
、
い
っ

た
い
如
何
な
る
理
解
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か五
。

　

そ
も
そ
も
、
天
主
教
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
を
、
自
立
者
〔
他
物
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
れ
自
体
で
成
立
し
て
い
る
物
〕
と
依
頼
者
〔
そ
れ
自
体

で
存
立
せ
ず
、
自
立
者
に
依
拠
す
る
物
〕
と
の
二
種
に
分
類
し
て
い
る
。

　
「
自
立
者
」
は
、
天
地
、
鬼
神
、
人
、
鳥
獸
、
草
木
、
金
石
、
四
行
〔
火
気
水
土
〕
等
と
さ
れ
、「
依
頼
者
」
は
、
五
常
〔
仁
義
礼
智
信
〕、
五
色
〔
青

黄
赤
白
黒
〕、
五
音
〔
宮
商
角
徴
羽
〕、
五
味
〔
辛
酸
鹹
苦
甘
〕、
七
情
〔
喜
怒
哀
楽
愛
悪お

欲
〕
等
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
理
」
は
、
こ
の
依
頼
者
に

分
類
さ
れ
て
い
る六
。

　

利
瑪
竇
に
よ
る
「
物
宗
類
図七
」
に
は
、自
立
者
に
つ
い
て
は
、有
形
の
物
と
無
形
の
物
と
が
示
さ
れ
、有
形
の
物
に
は
、「
能
朽
」「
不
朽
」、

「
純
如
四
行
」「
雑
」
等
等
と
あ
っ
て
よ
り
詳
細
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い
き
、
無
形
の
物
に
つ
い
て
は
、「
善
如
天
神
属
」「
悪
如
魔
鬼
属
」

と
い
っ
た
二
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、依
頼
者
に
つ
い
て
は
、「
二
三
寸
丈
」
と
い
っ
た
数
や
大
き
さ
［
幾
何
］、「
君
臣
父
子
」
と
い
っ
た
関
係
性
［
相
親
］、「
黒
白
涼
熱
」

と
い
っ
た
性
質
［
何
如
］、「
作
る
傷
つ
け
る
走
る
言
う
」
と
い
っ
た
行
為
［
作
為
］、「
作
ら
れ
る
傷
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
受
動
［
低
受
］、

「
昼
夜
年
世
」
と
い
う
時
間
［
何
時
］、「
郷
房住

居
役
所
位
置

庁
位
」
と
い
っ
た
場
所
［
何
所
］、「
立
坐
伏
倒
」
と
い
っ
た
体
勢
［
作
労
］、「
袍

わ
た
い
れ

裾
田
池
」

と
い
っ
た
穿
ち
得
た
も
の
［
穿
得
］
を
挙
げ
て
い
る
。

　

問
題
と
な
る
「
理
」
は
、
こ
の
よ
う
な
依
頼
者
の
類
と
さ
れ
、
物
の
裡
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
霊
才
」「
霊
」
と
い
う
語
に
関
す
る
理
解
か
ら
、
ま
ず
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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三
、「
霊
才
」
と
「
神
霊
」

　
「
霊
才
」
に
関
す
る
『
天
主
実
義
』
首
篇
の
先
の
叙
述
は
、
以
下
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

鳥
獣
と
い
う
愚
か
な
存
在
は
、
知
覚
や
運
動
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
人
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
先
後
内
外
の
「
理
」
を
明
確
に
把
捉

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
鳥
獣
の
心
は
ひ
た
す
ら
飲
み
食
い
し
、
時
期
が
く
れ
ば
交
配
し
、
子
孫
を
繁
殖
さ
せ
よ
う

と
す
る
だ
け
で
す
。
人
は
万
類
に
超
越
し
て
お
り
、
内
に
は
「
神
霊

4

4

」
を
稟
け
て
、
外
に
は
物
の
「
理
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
現

象
を
察
知
し
て
そ
の
根
本
を
知
り
、
そ
う
な
っ
て
い
る
さ
ま
を
見
て
何
故
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
現

世
の
苦
労
を
い
と
わ
ず
に
、
専
一
に
道
を
修
め
、
死
後
の
永
遠
の
安
楽
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

禽
獣
之
愚
、雖
有
知
覺
運
動
差
同
于
人
、而
不
能
明
達
先
後
内
外
之
理
。
縁
此
、其
心
但
圖
飮
啄
與
夫
得
時
匹
配
孳
生
厥
類
云
耳
。
人
則
超
抜
萬
類
、内
禀
神
霊
、

外
覩
物
理
、
察
其
末
而
知
其
本
、
視
其
固
然
而
知
其
所
以
然
。
故
能
不
辭
今
世
之
苦
勞
、
以
專
精
修
道
、
圖
身
後
萬
世
之
安
樂
也
。（『
天
主
実
義
』
首
篇八
）

　

鳥
獣
は
、
知
覚
や
運
動
に
お
い
て
、
人
と
同
様
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
鳥
獣
は
、
物
に
お
け
る
先
後
内
外
の

「
理
」
を
明
確
に
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
人
と
異
な
り
、
人
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
な
る
「
神
霊
」
は
、
外
な
る
「
物
理
」
を
把
捉
す
る
は
た
ら
き
を
有
す
る
。「
先
後
内
外
之
理
」
と
い
う
の
も
、

こ
れ
に
関
わ
り
、
因
果
関
係
の
道
理
や
、
知
覚
作
用
上
に
お
け
る
対
他
関
係
の
「
理
（
し
か
る
べ
き
あ
り
方
）」
を
意
味
し
て
い
る九
。「
霊
才
」

を
持
た
な
い
鳥
獣
に
お
い
て
は
、
か
か
る
「
理
」
理
解
が
成
り
立
ち
得
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　

人
の
「
霊
才
」
と
は
、
ま
ず
鳥
獣
な
ど
に
は
無
い
、「
理
」
を
把
捉
す
る
能
力
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
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可
能
に
す
る
の
が
「
神
霊
」
な
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。

　
「
神し

ん

」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。「
し
か
し
徳
と
罪
と
は
、
い
ず
れ
も
無
形
の
服
で
あ
り
、
た
だ
無
形
の
心
、
つ

ま
り
我
々
が
述
べ
て
い
る
「
神
」
な
る
も
の
の
み
が
こ
れ
を
着
る
の
で
す
（
但
德
與
罪
、
皆
無
形
之
服
也
、
而
惟
無
形
之
心
、
即
吾
所
謂
神
者
衣
之

耳
）」（『
天
主
実
義
』
第
七
篇一
〇）
と
あ
る
。「
神
」
と
は
、端
的
に
言
え
ば
形
体
に
依
ら
ず
と
も
作
用
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

徳
や
罪
は
無
形
の
服
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
前
段
に
「
謂
服
、
則
可
著
可
脱
」
と
あ
る
よ
う
に
、
無
形
の
心
は
善
悪
の
「
服
」
を
脱
着

す
る
当
体
で
あ
り
、「
神
」
は
い
ず
れ
か
の
「
服
」
を
着
る
そ
の
心
の
は
た
ら
き
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
そ
の
「
神
」

な
る
心
の
は
た
ら
き
は
、
そ
れ
自
体
が
徳
や
罪
に
染
ま
る
こ
と
の
な
い
心
の
在
り
方
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

龍
華
民
の
『
霊
魂
道
体
説
』
に
も
、「
所
謂
『
神
』
と
は
何
か
。
気
質
に
と
ら
わ
れ
ず
、
目
に
見
え
て
形
あ
る
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
神
な
る
本
体
は
す
ぐ
れ
て
霊
妙
な
る
活
き
活
き
と
し
た
は
た
ら
き
で
あ
る
（
所
謂
神
者
何
。
不
着
氣
質
、
不
着
色
相
、
而

其
本
體
、
神
靈
生
活
也一
一）」
と
い
っ
た
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
天
主
実
義
』
に
お
い
て
も
基
本
的
な
理
解
は
こ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
神
霊
」
と
は
、「
霊
」
の
特
徴
と
し
て
、「
形
体
に
と
ら
わ
れ
ず
活
き
活
き
と
は
た
ら
く
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
死
後
身
体
を
離
れ
て
も
存
続
す
る
と
さ
れ
る
霊
魂
や
、
そ
も
そ
も
形
体
を
持
た
な
い
天
主
や
鬼
神
に
も
通
じ
る

は
た
ら
き
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
「
霊
」
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
活
き
活
き
と
し
た
活
力
と
は
、

徳
や
罪
と
い
っ
た
外
物
に
お
け
る
無
形
の
理
を
把
捉
す
る
と
い
っ
た
作
用
に
表
出
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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四
、「
霊
」「
魂
」
と
「
鬼
神
」

　
「
理
」
を
把
捉
す
る
「
霊
」〔
神
霊
〕
な
る
作
用
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
、「
霊
魂
」
も
「
鬼
神
」
も
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
言
え
ば
、
両
者
は
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
論
、

両
者
に
お
け
る
自
立
者
と
し
て
の
あ
り
方
が
、
そ
も
そ
も
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
自
体
は
、『
天
主
実
義
』
第
四
篇
「
鬼
神
及
び
人
魂
の
異
論
を
辯
釈
し
て
、
天
下
万
物
は
之
を
一
体
と
謂
ふ
可
か
ら
ざ
る
を

解
す
（
辯
釋
鬼
神
及
人
魂
異
論
、
而
解
天
下
萬
物
不
可
謂
之
一
體
）」
に
お
け
る
主
題
で
も
あ
り
、
一
大
問
題
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、改
め
て
「
霊
魂
」
と
「
鬼
神
」
の
あ
り
方
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、そ
の
は
た
ら
き
の
違
い
に
言
及
し
た
い
。

霊
魂
を
も
含
む
「
魂
」
と
「
鬼
神
」
と
の
相
異
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
前
者
は
生
物
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
天
主
が
使
役

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

天
主
教
説
に
お
け
る
「
鬼
神
」
は
、「
そ
も
そ
も
人
は
鬼
神
や
諸
々
の
無
形
の
性
を
明
晰
に
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
夫
人
能
明
達
鬼

神
及
諸
無
形
之
性
）」（『
天
主
実
義
』
第
三
篇一
二）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
が
明
晰
に
把
捉
し
う
る
対
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
「
鬼
神
が
物
に
在
る
こ
と
と
、
魂
神
が
人
に
在
る
こ
と
と
は
、
大
い
に
異
な
る
（
鬼
神
在
物
、
與
魂
神
在
人
、
大
異
焉
）」（『
天
主
実
義
』

第
四
篇一
三）
と
あ
る
よ
う
に
、「
鬼
神
」
は
「
魂
神
」
と
比
較
さ
れ
区
別
さ
れ
る
。「
魂
神
」
の
二
字
は
、『
天
学
初
函
』
中
で
は
、
こ
の
『
天

主
実
義
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
概
念
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
理
解
し
難
い
が
、
先
の
「
神
」
の
理
解
を
適
応
さ
せ
れ
ば
、「
魂
」
の
活
き

活
き
と
し
た
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
さ
ら
に
、「
魂
神
」
は
、『
天
主
実
義
』
第
五
篇
に
「
人
固
有
二
。
曰
外
人
、所
謂
身
體
也
。
曰
内
人
、所
謂
魂
神
也一
四」

と
あ
る
よ
う
に
、

「
身
体
」
と
併
せ
説
か
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
人
の
外
形
が
「
身
体
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
内
心
が
「
魂
神
」
で
あ
る
。
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「
霊
」
が
、
形
体
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
魂
」
は
、
活
動
す
る
身
体
を
成
立
せ
し
め
る
内
な
る
「
原

理一
五」

で
あ
る
と
言
え
る
。

　
「
魂
」
の
定
義
は
、『
西
学
凡
』
の
「
形
を
有
し
活
き
活
き
と
活
動
し
て
い
る
生
物
を
論
ず
れ
ば
、
五
支
に
分
か
れ
る
（
論
有
形
而
生
活
之
物
、

分
為
五
支一
六）」
と
あ
る
五
支
の
そ
の
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
一
。
ま
ず
（
五
支
の
）
全
体
に
お
け
る
要
点
を
論
ず
れ
ば
、

活
き
活
き
と
し
た
活
動
の
根
底
に
あ
る
も
の
、所
謂
「
魂
」
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
（
其
一
。
先
総
論
生
活
之
原
、所
謂
魂
者
是
也
）」（『
西
学
凡一
七』）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
魂
」
と
は
、
ま
さ
に
、
人
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
生
命
活
動
を
存
立
せ
し
め
る
も
の
、
と
言
え
よ
う一
八。「

魂
」
に
は
、「
生
」

「
覚
」「
霊
」
と
い
っ
た
三
種
の
位
相
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
魂
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
者
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
三
魂
の
基
幹
で
あ
る
「
魂
」
は
、
決
し
て
気
質
の
類
で
は
な
い
た
め
、「
神
」
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
。「
魂

神
」
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
、
生
物
と
し
て
の
存
在
を
規
定
す
る
不
偏
不
党
な
る
魂
の
純
粋
で
活
き
活
き
と
し
た
は
た
ら
き
、
と
し
て

理
解
で
き
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
魂
神
」
と
は
、
人
に
お
け
る
も
の
な
れ
ば
こ
そ
、
理
へ
と
通
じ
る
人
に
固
有
の
「
霊
才
」
の
類
と
見
な
し
う
る
。

魂
神
は
人
に
あ
り
、
そ
の
内
な
る
本
質
と
な
っ
て
、
人
の
形
体
と
一
体
の
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
人
は
こ
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
理
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
霊
才
の
類
に
列
せ
ら
れ
る
の
で
す
。

魂
神
在
人
、
為
其
内
本
分
、
與
人
形
為
一
體
。
故
人
以
是
能
論
理
而
列
於
靈
才
之
類
。（『
天
主
実
義
』
第
四
篇一
九）

　

一
方
「
鬼
神
」
は
、
物
に
在
り
な
が
ら
も
、
そ
の
物
の
内
な
る
本
質
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
物
と
は
根
本
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
さ
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れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
鬼
神
」
は
、
物
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
物
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
は
た
ら

き
を
有
し
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
「
物
に
は
、
霊
が
な
い
も
の
も
あ
る
し
、
知
覚
が
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
天
主
は
鬼
神
に
引
導
す

る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
命
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
あ
り
方
を
と
ら
せ
る
（
有
物
自
或
無
靈
、
或
無
知
覺
、
則
天
主
命
鬼
神
引
導
之
、
以
適

其
所
）」（『
天
主
実
義
』
第
四
篇二
〇）
の
で
あ
る
。

　

天
主
教
に
お
け
る
「
鬼
神
」
の
は
た
ら
き
と
は
、
物
の
根
底
に
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
物
の
構
成
因
子
と
も
な
る
「
魂

神
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
志
的
に
動
く
こ
と
の
で
き
な
い
無
生
物
に
対
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
天
主
が
そ
れ
を
作
用
せ
し
め
よ
う
と
す
る

際
に
使
役
す
る
も
の
で
あ
る
。「
鬼
神
」
は
、
天
主
が
物
を
動
か
そ
う
と
す
る
際
に
使
役
せ
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
天

使
」
の
類
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
鬼
神
は
物
の
本
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
形
が
な
く
物
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
本
来
の
職
務
は
、
た
だ
、
天

主
の
命
令
に
よ
っ
て
、
造
化
の
事
を
司
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
世
を
取
り
仕
切
る
専
権
を
一
手
に
ぎ
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

夫
鬼
神
非
物
之
分
。
乃
無
形
別
物
之
類
。
其
本
職
惟
以
天
主
之
命
、
司
造
化
之
事
、
無
柄
世
之
專
權
。（『
天
主
実
義
』
第
四
篇二
一）

　

こ
の
よ
う
な
天
主
に
よ
っ
て
使
役
せ
ら
れ
る
「
鬼
神
」
を
、
利
瑪
竇
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

鬼
神
と
は
、
見
透
か
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
物
の
理
を
徹
底
し
尽
く
し
て
お
り
、
推
論
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
人
は
と
い
う
と
、

そ
の
前
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
こ
と
を
推
察
し
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
顕
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
隠
れ
た
も
の
を
調
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べ
、
そ
の
す
で
に
明
白
な
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
及
ぼ
す
の
で
す
。
だ
か
ら
（
人
類
は
）
理
を
推

論
で
き
る
者
な
の
で
す
。

鬼
神
者
、徹
盡
物
理
如
照
如
視
、不
待
推
論
。
人
也
者
、以
其
前
推
明
其
後
、以
其
顯
驗
其
隱
、以
其
既
曉
及
其
所
未
曉
也
。
故
曰
能
推
論
理
者
。（『
天
主
実
義
』

第
七
篇二
二）

　

こ
の
叙
述
か
ら
す
れ
ば
、人
に
お
け
る
「
魂
神
」
な
い
し
人
固
有
の
能
力
で
あ
る
「
霊
才
」
と
、物
に
お
け
る
「
鬼
神
」
の
は
た
ら
き
と
に
は
、

さ
ら
に
「
理
」
に
対
す
る
捉
え
方
に
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。「
鬼
神
」
は
、直
截
に
「
理
」
を
捉
え
尽
く
せ
る
が
、

人
は
、「
理
」
に
対
す
る
推
論
を
行
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
「
理
」
を
推
し
窮
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
「
霊
才
」
に
よ
る
「
理
」
の
捉
え
方
は
、
決
し
て
作
為
的
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
霊
才
」
は
、
人
の
当
否
の
判
断
主
体

そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
の
統
制
下
に
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
意
識
は
、
こ
の
「
霊
才
」
に
よ
る
真
偽
是
非
の
判
断
に
従
わ
さ

れ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
は
、人
に
お
け
る
「
霊
」
が
、天
主
の
恩
寵
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る二
三。

そ
し
て
そ
の
「
霊
才
」
の
判
断
に
お
い
て
、

「
真
是
」
と
把
握
せ
れ
た
と
こ
ろ
に
「
理
」
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
推
論
」
そ
の
も
の
は
、こ
の
「
理
」
即
ち
「
真
是
」

な
る
把
握
が
成
り
立
っ
た
事
態
を
手
が
か
り
と
し
て
、
な
お
一
層
の
探
求
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
霊
才
」
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
強
引
に
真
で
は
な
い
も
の
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
よ
そ
「
理
」
が
真

に
是
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
自
分
が
真
に
是
と
見
な
さ
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
。「
理
」
が
虚で

た

ら

め

偽
妄
誕
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

虚で

た

ら

め

偽
妄
誕
と
見
な
さ
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
。「
霊
才
」
は
人
身
に
お
い
て
は
、
ま
る
で
太
陽
が
世
界
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
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照
ら
し
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
霊
才
」
が
是
と
し
た
「
理
」
を
捨
て
て
他
人
が
伝
え
る
話
に
従
う
の
は
、
物

を
探
し
求
め
る
の
に
、
日
光
を
遮
断
し
て
蝋
燭
の
灯
火
を
持
つ
こ
と
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

霊
才
所
顯
、
不
能
強
之
以
殉
夫
不
真
者
、
凡
理
所
真
是
、
我
不
能
不
以
爲
真
是
。
理
所
偽
誕
、
不
能
不
以
爲
偽
誕
。
斯
于
人
身
、
猶
太
陽
於
世
間
、
普
遍
光
明
、

捨
霊
才
所
是
之
理
而
殉
他
人
之
所
傳
、
無
異
乎
尋
覔
物
、
方
遮
日
光
而
持
燈
燭
也
。（『
天
主
実
義
』
首
篇二
四）

　
「
霊
才
」
が
も
た
ら
し
た
理
解
の
内
に
「
理
」
が
あ
り
、
そ
の
「
理
」
を
基
に
物
に
対
す
る
さ
ら
な
る
探
求
が
な
さ
れ
る
。「
霊
才
」
と

い
う
能
力
は
、
太
陽
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
照
ら
し
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
お
け
る
「
理
」
を
明
確
に
理
解
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。「
霊
才
」
が
見
抜
き
是
と
し
た
光
と
し
て
の
「
理
」
を
捨
て
、
他
人
の
言
辞
に
従
う
こ
と
は
、
物
を
探
し
求
め
る
の
に
、

全
て
を
照
ら
し
明
ら
か
に
し
て
い
る
太
陽
の
光
を
遮
断
し
て
、
一
部
し
か
照
ら
し
得
な
い
蝋
燭
の
灯
火
を
持
つ
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る二
五。

　

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
霊
才
」
と
い
う
人
に
固
有
の
能
力
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、「
理
」
と
い
う
、
す
べ
て
を
遍
く
照
ら
し
尽
く
す
光
、

つ
ま
り
、あ
ら
ゆ
る
物
を
適
確
に
把
捉
で
き
る
た
め
の
手
段
を
、自
分
の
も
の
と
し
て
把
捉
す
る
能
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、人
は
「
霊

才
」
を
通
し
て
「
理
」
を
把
握
す
る
が
、
し
か
し
「
霊
才
」
と
「
理
」
そ
の
も
の
と
を
全
く
同
一
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。五

、「
霊
」
と
「
理
」

　

で
は
、「
霊
才
」
が
把
捉
す
る
「
理
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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「
霊
才
」
は
、
人
に
固
有
の
能
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
理
」
を
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
理
」

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
物
の
裡
に
あ
る
「
理
」
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
類
が
人
類
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
が
、

天
主
教
に
お
け
る
本
性
と
は
、
身
と
「
神
」
と
を
兼
ね
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
魂
」
に
よ
っ
て
決
定
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
本
性
の
す
が
た
は
、
身
と
「
神
」
と
を
兼
ね
て
い
ま
す
。
自
分
が
結
び
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
天
主
が
賦
与
し
て
、
わ
た
し

を
人
間
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
散
じ
亡
ぶ
き
っ
か
け
も
、
わ
た
し
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
天
主
に
よ
り
ま
す
。
天
主
が
、
あ
る

年
が
き
た
ら
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
な
さ
い
と
命
ず
れ
ば
、
あ
る
年
で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
（
っ
て
死
去
す
）
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
が
永
久
の

存
在
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

此
本
性
之
體
、
兼
身
與
神
。
非
我
結
聚
、
乃
天
主
賦
之
、
以
使
我
為
人
。
其
散
亡
之
機
、
亦
非
由
我
、
常
由
天
主
。
天
主
命
其
身
期
年
而
散
、
則
期
年
以
散
、

而
吾
不
能
永
久
。（『
天
主
実
義
』
第
三
篇
）

あ
ら
ゆ
る
生
物
は
、
た
だ
姿
形
に
よ
っ
て
本
性
が
定
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
魂
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
ま
す
。
基
本
と
な
る
魂

を
有
し
て
、
そ
れ
か
ら
本
性
と
な
り
ま
す
。
こ
の
本
性
を
有
し
て
、
は
じ
め
て
こ
の
（
物
が
属
す
る
）
類
が
定
ま
り
ま
す
。
こ
の
類
に

定
ま
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
姿
が
生
じ
ま
す
。
だ
か
ら
性
の
相
異
は
魂
の
相
異
に
基
づ
き
、
類
の
相
異
は
性
の
相
異
に
基
づ
き
、
姿
の

相
異
は
類
の
相
異
に
基
づ
く
の
で
す
。
鳥
獣
の
姿
が
人
と
異
な
っ
て
い
る
以
上
、
類
も
性
も
魂
も
、
ど
れ
も
異
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

凡
物
非
徒
以
貌
像
定
本
性
、乃
惟
以
魂
定
之
。
始
有
本
魂
、然
後
為
本
性
。
有
此
本
性
、然
後
定
於
此
類
。
既
定
此
類
、然
後
生
此
貌
。
故
性
異
同
、由
魂
異
同
焉
。

類
異
同
、
由
性
異
同
焉
。
貌
異
同
、
由
類
異
同
焉
。
鳥
獣
之
貌
既
異
乎
人
、
則
類
性
魂
豈
不
皆
異
乎
。（『
天
主
実
義
』
第
五
篇二
六）
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こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
、「
魂
」
に
よ
っ
て
本
性
が
定
ま
り
、
本
性
に
よ
っ
て
類
が
定
ま
る
。
人
が
人
で
あ
る
所
以
は
、「
魂
」

が
、
他
の
生
物
が
有
す
る
こ
と
の
な
い
「
霊
才
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
理
」
は
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
人
の
本
性
は
、「
理
」
を
推
論
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
の
本
性
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
性
そ
の
も
の
に
お
け
る
「
理
」
を

把
捉
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。　

　

宣
教
師
は
、天
主
教
に
お
け
る
「
本
性
」
は
、自
立
者
を
決
定
付
け
る
「
魂
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、そ
の
「
本
性
」
は
、物
の
類
を
定
め
、

そ
の
類
が
定
ま
っ
て
か
ら
物
の
具
体
的
な
姿
形
が
決
定
付
け
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
物
の
本
性
は
、
最
終
的
に
は
、
姿
形
を
異
に
す
る
個
物

の
あ
り
方
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
に
は
そ
の
人
の
本
性
が
あ
り
、
そ
の
牛
に
は
そ
の
牛
の
、
そ
の
犬
に
は
そ
の
犬
の
本
性
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

だ
か
ら
「
理
」
を
推
論
で
き
る
（「
霊
才
」
と
い
う
）
も
の
が
、
人
を
本
来
の
種
類
に
位
置
付
け
て
、
そ
の
存
在
を
他
の
物
と
区
別
す

る
の
で
す
。
こ
れ
が
つ
ま
り
人
の
性
で
あ
り
ま
す
。
仁
義
礼
智
は
（
人
の
本
性
で
は
な
く
）、「
理
」
を
推
し
て
後
天
的
に
獲
得
す
る
も

の
で
す
。
理
な
る
も
の
は
、
依
頼
者
の
類
で
あ
り
、
そ
れ
を
人
の
本
性
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
古
は
、
人
の
性
が
善
で
あ

る
か
否
か
分
か
つ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
誰
が
「
理
」
を
疑
っ
て
善
に
あ
ら
ざ
る
も
の
だ
と
見
な
し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
孟

子
は
「
人
の
性
と
牛
や
犬
の
性
は
同
じ
で
は
な
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
こ
れ
を
解
釈
し
た
者
は
、「
人
は
性
の
正
し
さ
を
得
て
お
り
、

鳥
獣
は
性
の
偏
り
を
得
て
い
る二
七」

と
述
べ
ま
し
た
が
、「
理
」
は
一
つ
で
あ
り
、
偏
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
の
賢
者
は
、
固
よ
り
性

を
理
と
混
同
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

故
曰
能
推
論
理
者
、
立
人
於
本
類
、
而
別
其
體
於
他
物
、
乃
所
謂
人
性
也
。
仁
義
禮
智
、
在
推
理
之
後
也
。
理
也
、
乃
依
賴
之
品
、
不
得
為
人
性
也
。
古
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有
岐
人
性
之
善
否
、
誰
有
疑
理
為
有
弗
善
者
乎
。
孟
子
曰
「
人
性
與
牛
犬
性
不
同
」。
解
者
日
「
人
得
性
之
正
、
禽
獸
得
性
之
偏
也
」。
理
則
無
二
無
偏
、

是
古
之
賢
者
、
固
不
同
性
於
理
矣
。（『
天
主
実
義
』
第
七
篇二
八）

　　

さ
ら
に
、
推
論
可
能
な
「
理
」
は
、
そ
れ
自
体
善
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
に
疑
い
の
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
。「
霊
才
」
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
「
理
」
を
善
で
な
い
と
疑
う
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
前
節
に
お
い
見
た
よ
う
に
、「
霊
才
」
は
世
を
遍
く
照
ら
し
通
す
光

で
あ
り
、
そ
の
光
を
通
し
て
人
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
理
解
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
光
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、「
理
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
「
霊
才
」
を
介
し
て
知
る
「
光
」
た
る
「
理
」
に
こ
そ
、
完
善
者
た
る
天
主
の
顕
現
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

も
し
そ
の
性
の
在
り
よ
う
と
実
際
の
す
が
た
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
共
に
天
主
が
化
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
を
主
と
す
る
な

ら
、
す
べ
て
愛
す
る
こ
と
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
も
と
よ
り
善
で
あ
り
ま
す
か
ら
悪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
は
た
ら
か
せ
方
を

論
じ
る
に
至
っ
て
は
、
や
は
り
自
分
次
第
で
あ
り
ま
す
。
自
分
に
は
愛
す
べ
き
こ
と
や
憎
む
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
行
い
に

異
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
は
た
ら
き
の
善
悪
も
定
ま
ら
な
い
の
が
、
実
情
と
い
う
も
の
で
す
。

若
論
厥
性
之
體
及
情
、均
為
天
主
所
化
生
、而
以
理
為
主
、則
倶
可
愛
可
欲
、而
本
善
無
惡
矣
。
至
論
其
用
機
又
由
乎
我
。
我
或
有
可
愛
、或
有
可
惡
、所
行
異
、

則
用
之
善
惡
無
定
焉
、
所
為
情
也
。（『
天
主
実
義
』
第
七
篇二
九）

　

し
た
が
っ
て
、
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
本
性
と
、
そ
の
実
際
の
現
れ
で
あ
る
情
は
、
い
ず
れ
も
天
主
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
理
」
を
主
と
す
る
な
ら
ば
、
愛
す
る
こ
と
も
欲
す
る
こ
と
も
で
き
、
も
と
よ
り
善
で
あ
っ
て
悪
は
な
い
。
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そ
し
て
、
本
性
そ
の
も
の
の
は
た
ら
き
は
、
本
来
、「
理
」
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
性
の
発
動
し
た
も
の
が
、
病
に
罹
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
必
ず
理
の
ま
ま
に
は
た
ら
き
ま
す
。
節
度
に
違
う
こ
と
が
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
不
善
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
情
は
、
性
が
現
実
化
し
た
も
の
で
す
が
、
時
と
し
て
偏
る
と
い
う
欠
点
が
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
ふ
と
ど
き
に
も
、
ひ
た
す
ら
そ
の
欲
に
ま
か
せ
て
、「
理
」
が
指
し
示
す
も
の
を
察
知
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
す
。

夫
性
之
所
發
、若
無
病
疾
、必
自
聽
命
于
理
。
無
有
違
節
、即
無
不
善
。
然
情
也
者
、性
之
足
也
、時
著
偏
疾
者
也
。
故
不
當
壹
隨
其
欲
、不
察
于
理
之
所
指
也
。

（『
天
主
実
義
』
第
七
篇三
〇）

　

病
に
罹
る
と
い
う
の
は
、「
急
に
病
に
罹
る
と
、
甘
い
も
の
を
苦
い
も
の
と
感
じ
、
苦
い
も
の
を
甘
い
も
の
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
（
乍

遇
疾
變
、
以
甜
為
苦
、
以
苦
為
甜
者
有
焉
）」（『
天
主
実
義
』
第
七
篇三
一）
と
い
う
よ
う
に
、
物
を
正
し
く
感
知
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
界
の
も
の
を
正
し
く
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
理
」
を
見
抜
く
霊
才
の
は
た
ら
き
は
、病
に
罹
る
と
そ
の
は
た
ら
き
を
誤
り
、理
に
反
す
る
こ
と
を
も
行
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

も
と
か
ら
あ
る
善
性
は
変
わ
ら
ず
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
理
」
を
推
論
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
見
方
を
回
復
し
、
そ
の

治
療
を
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

性
情
が
す
で
に
（
欠
陥
を
露
呈
し
た
ま
ま
に
、
他
者
に
接
し
て
）
病
む
と
、
物
に
接
し
た
際
に
、
誤
っ
て
感
覚
し
て
理
に
反
す
る
は
た
ら
き

を
し
ま
す
。
愛
憎
や
、
是
非
の
判
別
に
お
い
て
、
そ
の
正
し
さ
を
得
ら
れ
ず
、
そ
の
真
理
に
合
致
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
本
性
は
も
と
も
と
善
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
実
情
が
あ
っ
て
も
善
と
称
し
て
構
い
ま
せ
ん
。
思
う
に
そ
の
理
を
推
論
す
る
こ
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と
が
で
き
れ
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
身
に
付
い
て
い
る
能
力
が
常
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
（
不
可
避
の
）
病
を
認
め
て
再
び
治

療
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

性
情
之
已
病
、
而
接
物
之
際
、
誤
感
而
拂
于
理
。
其
所
愛
惡
、
其
所
是
非
者
、
鮮
得
其
正
、
鮮
合
其
真
者
。
然
本
性
自
善
、
此
亦
無
礙
于
稱
之
為
善
。
蓋

其
能
推
論
理
、
則
良
能
常
存
、
可
以
認
本
病
、
而
復
治
療
之
。（『
天
主
実
義
』
第
七
篇三
二）

　

こ
の
よ
う
に
、「
理
」
は
、
造
物
者
の
完
善
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
真
理
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
物
ご
と
に
お
い
て
、
常
に
「
霊
才
」

が
把
握
し
モ
ノ
に
し
て
い
く
対
象
と
し
て
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

六
、「
霊
」
な
る
は
た
ら
き
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察

　

し
か
し
な
が
ら
、「
理
」
は
依
頼
者
と
さ
れ
て
い
た
以
上
、
独
存
し
得
な
い
。
ま
し
て
や
、
同
じ
依
頼
者
で
も
、
色
の
よ
う
な
、
赤
白

黒
黄
な
ど
と
い
っ
た
異
な
る
あ
り
方
を
そ
れ
自
体
で
名
状
で
き
る
語
で
は
な
い
。
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
に
お
い

て
、「
霊
才
」
が
、
物
事
の
あ
る
べ
き
「
理
」
と
い
う
も
の
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

利
瑪
竇
は
、
物
の
裡
に
あ
る
「
理
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

宣
教
師
は
言
っ
た
。「
気
」
を
「
鬼
神
」
や
「
霊
魂
」
と
見
な
す
の
は
、
物
類
の
ま
こ
と
の
名
〔
被
造
物
が
種
類
ご
と
に
も
つ
名
称
〕
を
乱

す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
教
え
を
立
て
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
理
〔
し
か
る
べ
き
あ
り
方
〕」
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
に
相
応

し
い
本
来
の
名
称
を
当
て
る
こ
と
で
す
。
中
国
の
古
の
経
書
で
は
「
気
」
と
い
い
「
鬼
神
」
と
い
い
ま
す
が
、
文
字
が
同
じ
で
な
け



東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号

二
六
二

れ
ば
、
そ
の
「
理
」
も
ま
た
異
な
っ
て
い
ま
す
。

西
士
曰
、
以
氣
為
鬼
神
靈
魂
者
、
紊
物
類
之
寔
名
者
也
。
立
教
者
、
萬
類
之
理
、
當
各
類
以
本
名
。
古
經
書
云
氣
、
云
鬼
神
、
文
字
不
同
、
則
其
理
亦
異
。（『
天

主
実
義
』
第
四
篇三
三）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、物
の
「
理
」
は
、物
の
「
名
」
の
内
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
物
に
は
そ
の
物
の
「
名
」

が
あ
る
が
、
そ
の
「
名
」
と
そ
の
物
の
「
理
」
と
に
は
、
密
接
な
繋
が
り
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
教
え
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、

類
ご
と
の
「
理
」
に
お
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
類
ご
と
に
適
切
な
「
名
」
を
与
え
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、名
称
が
異
な
れ
ば
、

そ
の
物
の
「
理
」
も
異
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
理
」
と
は
万
類
そ
れ
ぞ
れ
の
「
名
」
の
も
と
に
見
い
だ
さ
れ
る
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、「
理
」
と
「
名
」
と
の
密
接
な
関
連
性
に
つ
い
て
は
、『
霊
言
蠡
勺
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
言
辞
が
見
ら
れ
る
。

お
よ
そ
物
の
「
理
」
を
論
じ
る
場
合
は
、
ま
ず
名
称
［
名
］
と
実
際
の
あ
り
よ
う
［
実
］
と
に
つ
い
て
考
え
る
。
も
し
同
名
異
実
の
も

の
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
名
称
を
取
り
上
げ
る
の
な
ら
、
ま
ず
そ
の
物
の
実
際
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し
、
そ
う
し
て
か
ら
（
そ
の
名

称
に
つ
い
て
）
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

凡
論
物
理
、
先
考
名
實
。
如
物
有
同
名
異
實
者
、
舉
其
名
、
先
定
其
物
之
實
、
然
後
可
得
而
論
也
。（『
霊
言
蠡
勺三
四』）

　

物
の
理
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
が
物
の
実
情
を
言
い
得
て
い
る
か
否
か
を
考
え
る
。
つ
ま
り
、
物
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
必

ず
そ
の
物
の
実
際
の
あ
り
よ
う
を
適
確
に
名
状
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
適
確
に
物
を
名
状
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、

す
で
に
物
に
お
け
る
理
を
適
確
に
把
捉
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
理
」
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
の
「
名
」
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に
基
づ
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
「
理
の
無
い
も
の
」
と
い
う
想
定
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
適
確
な
名
状
を
与
え
得

な
い
も
の
が
、
つ
ま
り
こ
の
「
理
に
適
っ
て
い
な
い
も
の
〔
理
の
無
い
も
の
〕」
に
相
応
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
「
霊
才
」
は
、
物
の
「
理
〔
し
か
る
べ
き
あ
り
方
〕」
に
基
づ
き
、
そ
の
物
の
あ
り
方
〔
つ
ま
り
、
理
そ
の
も
の
〕
に
つ
い
て
正
確
に

推
論
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
能
力
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
物
を
誤
っ
て
把
握
し
名
状
し
た
と
し
て
も
、
推
論
に
よ
っ
て
そ
の
物

の
「
理
」
を
見
い
だ
し
、
適
切
に
論
じ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
物
に
対
す
る
適
確
な
名
状
を
与
え
ら
れ
な
い
段
階
で
は
、
理
を
推
論
す
る
「
霊
才
」
の
は
た
ら
き
を
欺
く
こ
と
に
な
り
、

そ
こ
で
断
定
を
下
し
て
し
ま
え
ば
、
結
局
は
本
来
的
な
「
理
」
を
欺
く
こ
と
に
繋
が
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
も
、
物
を
適
確
に
捉
え
ら
れ
ず
名
状
を
言
い
誤
る
と
い
う
事
態
は
、
人
の
み
な
ら
ず
、
鬼
神
の
類
に
お
い
て
さ
え
見
ら
れ
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
鬼
神
の
類
は
、
霊
才
の
論
理
能
力
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、
直
截
に
理
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

よ
う
な
鬼
神
の
類
で
あ
る
天
使
に
お
い
て
さ
え
、
物
に
対
し
て
適
確
な
名
状
を
与
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
か
の
堕
天
使
ル
チ
フ
ェ
ル
の
傲
慢
さ
は
、
ま
さ
に
、
被
造
物
と
し
て
の
自
身
に
対
す
る
適
確
な
理
解
を
誤
り
、
被
造
物
で

4

4

4

4

あ
る
自
ら
を
造
物
者
で
あ
る
天
主
と
同
等
と
表
し
た
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

天
主
経
〔『
聖
書
』〕
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
話
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
天
主
が
天
地
を
化
生
す
る
と
同
時
に
（
形
体
に
依
ら
ず
と
も
は
た

ら
く
）
諸
神
〔
諸
天
使
〕
た
ち
を
創
造
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
ル
チ
フ
ェ
ル
と
名
付
け
ら
れ
た
一
大
巨
神
が
い
ま
し
た
。
自
分
は
か
く

も
「
霊
明
」
で
あ
る
と
、
傲
慢
に
も
「
わ
た
し
は
天
主
と
同
等
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
」
と
述
べ
ま
し
た
。（
こ
の
発
言
に
対
し
て
）
天

主
は
怒
り
、
そ
の
従
者
数
万
神
と
共
に
魔
鬼
に
変
化
さ
せ
、
地
獄
に
降
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
天
地
間
に
始
め
て
魔
鬼
が
存
在
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し
、
地
獄
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
も
そ
も
被
造
物
で
あ
り
な
が
ら
造
物
者
と
同
じ
存
在
で
あ
る
と
語
る
の
は
、
ル

チ
フ
ェ
ル
の
傲
慢
な
言
葉
で
あ
り
、（
そ
ん
な
こ
と
を
）
だ
れ
が
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
る
で
し
ょ
う
か
。

天
主
經
有
傳
、
昔
者
天
主
化
生
天
地
、
即
化
生
諸
神
之
彙
。
其
間
有
一
鉅
神
、
名
謂
輅
齊
拂
兒
。
其
視
己
如
是
靈
明
、
便
傲
然
曰
「
吾
可
謂
與
天
主
同
等
矣
」。

天
主
怒
而
并
其
從
者
數
萬
神
變
為
魔
鬼
、
降
置
之
於
地
獄
。
自
是
天
地
間
始
有
魔
鬼
、
有
地
獄
矣
。
夫
語
物
與
造
物
者
同
、
乃
輅
齊
拂
兒
鬼
傲
語
。
孰
敢

述
之
歟
（『
天
主
実
義
』
第
四
篇三
五）

　

ま
た
、
聖
書
な
ど
、
天
主
教
が
基
づ
く
経
典
も
、「
理
」
に
基
づ
い
て
著
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

お
よ
そ
経
文
に
一
言
半
句
で
も
真
実
で
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
決
し
て
天
主
の
経
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
主
は
、
人
を
欺
き
、
偽

り
の
理
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
異
端
の
偽
経
に
は
、
嘘
や
で
た
ら
め
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
存
在
し
て
い

ま
す
が
、
ま
っ
た
く
天
主
か
ら
出
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

凡
經
半
句
不
真
、
決
非
天
主
之
經
也
。
天
主
者
、
豈
能
欺
人
傳
其
偽
理
乎
。
異
端
偽
經
、
虛
詞
誕
言
、
難
以
勝
數
、
悉
非
由
天
主
出
者
。（『
天
主
実
義
』

第
四
篇三
六）

　

こ
の
よ
う
に
、「
名
」
な
い
し
文
字
と
「
理
」
と
の
関
係
に
は
、
両
者
が
同
じ
く
よ
っ
て
立
っ
て
い
る
実
体
に
お
い
て
、
本
来
的
に
密

接
な
繋
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
聖
書
の
語
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
物
の
名
状
に
適
確
さ
の

理
解
を
与
え
る
「
理
」
と
は
、
天
主
の
理
法
と
し
て
の
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス
と
言
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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七
、
小
結

　

明
末
の
来
華
宣
教
師
は
、
そ
の
教
説
に
漢
語
概
念
を
活
用
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
な
り
の
厳
密
な
定
義
の
も
と
、
こ
れ
を
使
い
分
け
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
宣
教
師
に
よ
る
漢
語
概
念
の
読
み
直
し
は
、
来
華
天
主
教
に
お
け
る
一
大
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
活
用
に
は
、
細
心
の

注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
宣
教
師
の
役
割
と
し
て
、
自
ら
の
「
霊
才
」
に
基
づ
き
、
造
物
者
の
摂
理
を
見

抜
き
、
そ
の
天
地
創
造
の
は
た
ら
き
に
沿
う
よ
う
、
世
界
を
正
し
く
あ
る
べ
き
す
が
た
に
し
て
い
く
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
の
漢
語
概
念
理
解
と
は
、
造
物
者
が
主
宰
す
る
現
象
世
界
を
明
確
に
説
明
す
る
た
め
に
、
極

め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
「
霊
」「
理
」「
名
」
の
密
接
な
関
連
は
、
漢
語
概
念
自
体
が
既
に
規
定
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
無
論
、
例
え
ば
「
理
」
を
「
ロ
ゴ
ス
」
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
、
天
主
教
説
と
し
て
の
独
自
性
を
誇
示
す
る
と
同
時
に
、

中
国
に
お
け
る
万
物
の
根
源
に
関
す
る
理
観
や
従
来
経
文
が
示
し
て
い
た
意
味
と
も
衝
突
し
、
引
い
て
は
天
主
教
に
対
す
る
偏
見
を
も
生

じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

注

一　
　

	

来
華
天
主
教
の
「
霊
魂
」「
霊
才
」「
鬼
神
」
等
に
論
及
さ
れ
て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
、吉
田
公
平
氏
「
利
瑪
竇
の
『
天
主
実
義
』
に
つ
い
て
」（
源
了
円
編
『
神

観
念
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
講
談
社
、一
九
八
一
）、柴
田
篤
氏
「
明
末
天
主
教
の
霊
魂
論
―
中
国
思
想
と
の
対
話
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
東
方
学
』
第
七
十
六
輯
、
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一
九
八
八
）、「
天
主
教
と
朱
子
学
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
を
中
心
に
し
て
」（『
哲
学
年
報
』
第
五
十
二
、一
九
九
三
）、「
良
知
霊
字
攷
―
王
龍
渓
を
中
心
に

し
て
―
」（『
陽
明
学
』
第
一
二
号
、
二
〇
〇
〇
）、
堀
池
信
夫
氏
「
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
に
お
け
る
儒
教
の
発
見
」（『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
』
上
、

第
四
章
第
一
節
、
明
治
書
院
、
一
九
九
六
）、
井
川
義
次
氏
「『
霊
』
の
実
在
―
『
中
庸
』
の
鬼
神
」（『
宋
学
の
西
遷
』
第
一
部
第
二
章
第
四
節
、
人
文
書
院
、

二
〇
〇
九
）
を
参
照
。

二　
　

天
主
教
に
お
け
る
三
魂
論
に
よ
れ
ば
、「
生
魂
」
が
植
物
、「
覚
魂
」
が
動
物
、「
霊
魂
」
が
人
間
に
具
わ
る
魂
で
あ
っ
た
。

三　
　

	

本
稿
で
は
李
之
藻
輯
編
、
呉
相
湘
主
編
『
天
学
初
函
』（
中
国
史
学
叢
書
、
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
六
五
）
を
底
本
と
す
る
。『
天
学
初
函
』（
一
）、
六
二
七
頁
。

な
お
、利
瑪
竇
の
『
天
主
実
義
』
に
お
け
る
「
霊
」
に
は
、「
霊
才
」「
神
霊
」「
霊
性
」「
至
霊
之
王
」「
霊
魂
」「
霊
覚
」「
生
霊
」「
万
物
之
霊
」「
人
之
精
霊
」

「
人
之
霊
」「
人
性
之
霊
」「
本
霊
」「
本
有
之
霊
志
」「
霊
明
」「
霊
心
」「
万
霊
」「
無
限
之
感
霊
」
な
ど
と
い
っ
た
表
記
が
見
ら
れ
る
。

四　
　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
三
七
九
頁
。

五　
　

	

朱
子
学
に
お
け
る
「
理
」
も
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
事
象
の
裡
に
あ
る

4

4

も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
朱
子
語
類
』
巻
十
三
に
は
、「
そ
も
そ
も

理
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
中
に
宿
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
目
で
見
て
、
指
さ
し
て
数
え
上
げ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
天
下
の
事

す
べ
て
、
理
が
無
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
臣
下
が
君
主
に
順
う
こ
と
に
は
、
忠
と
い
う
（
君
主
に
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
そ
う
と
す
る
）
理
が
あ
る
。
子
が

父
に
順
う
こ
と
に
は
、孝
と
い
う
（
父
に
ま
ご
こ
ろ
を
つ
く
そ
う
と
す
る
）
理
が
あ
る
。
目
の
見
る
は
た
ら
き
に
は
、明
と
い
う
（
目
の
は
っ
き
り
と
見
分
け
る
）
理
が
あ
る
。

耳
の
聞
く
は
た
ら
き
に
は
、
聡
と
い
う
（
耳
の
は
っ
き
り
聞
き
分
け
る
）
理
が
あ
る
。
顔
つ
き
の
（
自
然
と
）
動
い
て
し
ま
う
は
ら
き
に
は
、
恭
と
い
う
（
恭
し
く
か
し

こ
ま
る
）
理
が
あ
る
。
言
葉
の
発
す
る
は
た
ら
き
に
は
、（
偽
り
得
な
い
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
す
）
忠
の
理
が
あ
る
。（
こ
の
よ
う
な
理
を
）
い
つ
も
省
察
し
て
お
れ
ば
、
理

は
把
握
し
が
た
い
も
の
で
は
な
い
。（
夫
理
者
、
寓
於
至
有
之
中
、
而
不
可
以
目
擊
而
指
數
也
。
然
而
舉
天
下
之
事
、
莫
不
有
理
。
且
臣
之
事
君
、
便
有
忠
之
理
。
子
之
事
父
、
便
有
孝
之

理
。
目
之
視
、
便
有
明
之
理
。
耳
之
聽
、
便
有
聰
之
理
。
貌
之
動
、
便
有
恭
之
理
。
言
之
發
、
便
有
忠
之
理
。
只
是
常
常
恁
地
省
察
、
則
理
不
難
知
也
）」（『
朱
子
全
書
』
第
陸
冊
、
三
九
八
頁
）

と
あ
り
、
ま
た
、
同
巻
十
五
に
は
、「
思
う
に
天
下
に
お
け
る
事
柄
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
を
『
物
』
と
い
う
が
、『
物
』
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
理
が
な
い
こ
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と
が
な
い
。
す
な
わ
ち
草
木
鳥
獣
の
よ
う
な
動
植
物
に
も
、
極
め
て
微
賎
な
も
の
に
も
、
す
べ
て
に
理
が
あ
る
。（
蓋
天
下
之
事
、
皆
謂
之
物
、
而
物
之
所
在
、
莫
不
有
理
。

且
如
草
木
禽
獸
、
雖
是
至
微
至
賤
、
亦
皆
有
理
）」（『
朱
子
全
書
』
第
陸
冊
、
四
七
七
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
、「
上
は
無
極
太
極
か
ら
、
下
は
一
草
一
木
や
昆
虫
と
い
っ
た
微
々

た
る
も
の
に
い
た
る
ま
で
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
理
が
あ
る
。
一
つ
の
書
物
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
書
物
の
道
理
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
為
し
事

を
行
い
窮
め
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
為
し
事
の
道
理
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
物
を
突
き
つ
め
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
物
の
道
理
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
必

ず
そ
れ
ら
に
一
つ
一
つ
取
り
組
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。（
上
而
無
極
太
極
、
下
而
至
於
一
草
一
木
一
昆
蟲
之
微
、
亦
各
有
理
。
一
書
不
讀
、
則
闕
了
一
書
道
理
。
一
事
不
窮
、
則

闕
了
一
事
道
理
。
一
物
不
格
、
則
闕
了
一
物
道
理
。
須
著
逐
一
件
與
他
理
會
過
）」（『
朱
子
全
書
』
第
陸
册
、
四
七
七
頁
）
な
ど
と
あ
る
。
以
上
を
要
す
れ
ば
、
理
と
は
、
現
象
事
象

の
あ
り
方
を
方
向
付
け
決
定
付
け
、
対
他
関
係
上
に
お
け
る
一
定
の
在
り
方
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
拠
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
荒
木
見
悟
氏

は
、「
理
」
に
つ
い
て
「
客
観
界
の
事
物
に
そ
な
わ
る
行
動
準
則
と
し
て
の
理
で
あ
る
。
こ
の
理
は
、
日
用
事
物
の
間
に
、
ま
さ
に
行
わ
る
べ
き
も
の
と
し

て
實
踐
主
體
を
導
き
、
個
々
の
事
行
に
普
遍
的
價
値
を
賦
與
す
る
も
の
で
あ
る
」（『
明
末
宗
教
思
想
研
究
』
創
文
社
、
一
九
七
九
、七
頁
）
と
さ
れ
る
。

六　
　
『
天
主
実
義
』
第
二
篇
、『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
〇
六
頁

七　
　
『
天
主
実
義
』
第
四
篇
。『
天
学
初
函
』（
一
）、四
六
二
頁
。
た
だ
し
底
本
と
し
た
『
天
学
初
函
』
で
は
、文
字
の
判
別
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、「
物
宗
類
図
」

に
つ
い
て
は
、
欽
一
堂
蔵
版
『
天
主
実
義
』
第
四
篇
、
四
十
六
葉
裏
を
参
照
し
た
。

八　
　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
三
七
九
頁

九　
　
「
先
後
」「
内
外
」
に
関
し
て
は
、『
天
主
実
義
』
に
は
、
こ
の
他
に
用
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、『
霊
言
蠡
勺
』
の
叙
述
に
よ
っ

て
理
解
し
た
。
そ
の
「
時
に
先
後
す
る
こ
と
」
と
い
う
語
に
対
す
る
割
注
に
、「
器
の
如
き
は
、
造
ら
れ
し
こ
と
を
先
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
後
と
し
、
水

の
如
き
は
、
源
を
先
と
し
て
委曲

が
り
く
ね
る
こ
と

す
こ
と
を
後
と
す
る
な
り
」（『
天
学
初
函
』（
二
）、
一
一
三
九
頁
）
と
い
う
例
示
が
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
先
後
と
は
、
因
果

関
係
を
言
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
「
内
外
」
に
つ
い
て
は
、「
内
外
之
行
」「
内
外
諸
司
」「
内
外
諸
動
」
な
ど
と
い
っ
た
自
己
に
お
け
る
作
用
に

関
す
る
語
と
し
て
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
内
外
之
行
」
の
割
注
に
、「
凡
そ
亞
尼
瑪
の
行
に
は
二
端
有
り
。
其
の
一
は
外
に
出
る
者
な
り
。
外
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と
は
五
司
［
五
官
］
の
物
に
接
す
る
、
是
れ
な
り
。
其
の
一
は
内
に
在
る
者
な
り
。
内
と
は
三
司
［
記
憶
力
、
理
知
、
意
志
］、
是
れ
な
り
」（『
天
学
初
函
』（
二
）、

一
一
八
六
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
界
を
把
握
し
、
内
界
に
お
い
て
は
た
ら
く
霊
魂
の
知
覚
作
用
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
〇　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
七
〇
頁

一
一　
『
霊
魂
道
体
説
』
一
葉
裏
。
ま
た
、『
天
主
実
義
』
第
二
篇
に
、「
霊
魂
は
ま
こ
と
に
一
身
に
お
け
る
権
限
を
専
ら
に
し
て
お
り
、「
神
」
に
属
す
も
の
で
あ
れ
ば
、

有
形
の
も
の
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
（
靈
魂
信
專
一
身
之
權
、
屬
於
神
者
也
、
與
有
形
者
異
也
）」（『
天
学
初
函
』
四
三
四
頁
）
と
い
っ
た
叙
述
か
ら
し
て
も
、「
神
」
が
有
形

の
も
の
で
は
な
く
、
一
身
の
内
に
は
た
ら
く
作
用
性
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
二　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
三
八
頁

一
三　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
六
〇
頁

一
四　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
〇
七
頁

一
五　

川
添
信
介
氏
「
心
の
哲
学
」（『
中
世
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。
ま
た
、
次
に
挙
げ
る
『
西
学
凡
』
に
も
、「
生
活
之
原
」
と
あ
る
。

一
六　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
三
五
頁

一
七　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
三
五
頁

一
八　
「
其
の
一
」
以
降
は
、「
生
長
を
担
う
魂
と
そ
の
諸
能
に
つ
い
て
」、「
知
覚
を
担
う
魂
と
そ
の
五
官
作
用
や
四
識
の
識
な
ど
に
つ
い
て
」、「
霊
明
が
身
体
に
あ

る
時
の
魂
と
そ
の
理
知
や
意
志
に
お
け
る
諸
理
に
つ
い
て
」、「
霊
魂
が
身
体
を
離
れ
た
あ
と
の
諸
能
が
ど
う
で
あ
る
か
」（『
西
学
凡
』「
次
論
生
長
之
魂
與
其
諸
能
次

論
知
覺
之
魂
與
其　

五
官
之
用
四
識
之
職
等
次
論
靈
明
在
身
之
魂
與
身
後
之
諸
能
何
如
而
性
命
之
理
盡
」（『
天
学
初
函
』（
一
）、
三
五
―
三
六
頁
）
と
な
る
。
植
物
、
鳥
獣
、
人
は
、
そ

れ
ぞ
れ
「
生
」、「
覚
」、「
霊
」
と
い
う
自
立
者
た
る
「
魂
」
の
は
た
ら
き
の
相
異
に
よ
っ
て
そ
の
位
相
が
決
定
付
け
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
魂
」
は
、

生
物
に
お
け
る
形
相
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
九　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
六
〇
頁



二
六
九

明
末
天
主
教
に
お
け
る
「
霊
」
と
「
理
」
に
関
す
る
一
考
察

二
〇　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
六
〇
頁

二
一　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
六
八
頁

二
二　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
六
四
頁

二
三　

拙
稿
「
明
末
天
主
教
「
格
物
」
論
攷
」（『
東
洋
学
研
究
』
第
四
十
九
号
、
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
、
二
〇
一
二
）
参
照
。

二
四　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
三
七
九
―
三
八
〇
頁

二
五　
『
霊
言
蠡
勺
』
に
は
、「
光
」
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
あ
る
。「
人
に
は
、二
つ
の
光
が
あ
る
。
一
つ
は
、自
然
の
本
来
的
な
光
で
、理
を
推
し
て
知
る
も
の
で
あ
り
、

人
為
の
お
よ
ぶ
光
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、自
然
を
超
越
し
た
真
の
光
で
、理
の
上
に
あ
り
、人
為
の
届
か
な
い
天
主
の
恩
寵
に
も
と
づ
く
光
で
あ
る
（
人
有
二
光
。

其
一
自
然
之
本
光
、
推
理
致
知
、
人
力
可
及
者
是
。
其
一
超
於
自
然
者
之
眞
光
、
在
理
之
上
、
惟
天
主
賜
與
、
非
人
知
見
所
及
者
是
」（『
天
学
初
函
』（
二
）、
一
二
四
五
頁
）。
注
二
三
拙
稿
参
照
。

そ
の
「
光
」
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、人
間
の
側
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、山
田
晶
氏
の
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
レ
ス
》
研
究
』（
中

世
哲
学
研
究
第
四
、
創
文
社
、
昭
和
六
一
年
）
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
人
間
の
そ
の
超
自
然
的
熱
望
に
満
足
を
与
え
、「
真
の
神
」
の
「
真
の
す
が
た
」

を
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
神
の
側
か
ら
、
す
な
わ
ち
自
然
を
超
え
る
者
の
側
か
ら
、
人
間
の
自
然
理
性
の
力
で
は
到
達
し
え
な
い
こ
と
が
ら
を
知
ら
し
め
る

光
が
、人
間
に
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
自
然
を
超
え
る
純
粋
な
神
の
「
め
ぐ
み
」
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
「
恩
恵
の
光
」lum

en	gratiae

、ま
た
「
啓
示
の
光
」

lum
en	revelationis

と
い
わ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
光
を
受
け
容
れ
る
か
否
か
は
、
人
間
の
自
由
で
あ
り
、
受
け
容
れ
る
者
は
「
信
仰
」
を
以
て
受
け
容
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
、「
信
仰
の
光
」lum

en	fidei
と
い
わ
れ
る
」
と
あ
る
。（
八
一
四
頁
参
照
）

二
六　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
九
七
頁

二
七　

引
用
原
文
通
り
の
叙
述
は
、管
見
の
限
り
見
つ
か
ら
な
い
。『
程
氏
遺
書
』巻
十
一
、明
道
先
生
語
に
、「『
中
』の
理
こ
そ
が
こ
の
上
な
い
状
態
で
あ
る
。
独
陰〔
陽

気
を
全
く
含
ま
な
い
陰
気
に
満
ち
た
気
の
あ
り
方
〕
が
生
じ
る
こ
と
は
無
い
し
、
独
陽
〔
陰
気
を
全
く
含
ま
な
い
陽
気
に
満
ち
た
気
の
あ
り
方
〕
が
生
じ
る
こ
と
も
な
い
。（
陰
陽
の

い
ず
れ
か
に
）
偏
れ
ば
鳥
獣
と
な
り
、
夷
狄
と
な
り
、（
陰
陽
が
均
衡
し
て
）『
中
』
で
あ
れ
ば
人
と
な
る
。『
中
』
で
あ
れ
ば
偏
る
こ
と
は
な
い
し
、
常
態
で
あ
れ
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ば
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
「
中
」
で
あ
れ
ば
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
中
庸
と
い
う
（
中
之
理
至
矣
。
獨
陰
不
生
、
獨
陽
不
生
、
偏
則
為
禽
獸
、
為
夷
狄
、
中
則

為
人
。
中
則
不
偏
、
常
則
不
易
。
惟
中
不
足
以
盡
之
、
故
曰
中
庸
）」（『
二
程
集
』
上
、
理
学
叢
書
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
、一
二
二
頁
）
と
い
っ
た
叙
述
は
あ
る
。
こ
の
場
合
、
正

偏
と
し
て
の
有
り
様
は
陰
陽
と
い
う
気
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
朱
子
語
類
』
巻
五
十
九
に
は
、「
犬
、
牛
、
人
は
、
そ
れ
ら
が
天
よ
り
得
た
も

の
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
た
だ
人
の
み
理
の
完
全
な
も
の
を
受
け
て
お
り
、
物
に
至
っ
て
は
た
だ
そ
の
偏
っ
た
も
の
を
得
て
い
る
だ
け
な

の
だ
（
犬
牛
人
謂
其
得
於
天
者
未
嘗
不
同
。
惟
人
得
是
理
之
全
、
至
於
物
、
止
得
其
偏
）」（『
朱
子
全
書
』
一
八
七
六
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
正
偏
は
、
理
に
お
い
て
言
わ
れ
る
。

宣
教
師
の
直
後
の
言
に
よ
れ
ば
、「
性
即
理
」
を
言
葉
通
り
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
は
あ
る
。
ほ
か
に
も
「
形
気
」
に
お

け
る
「
正
偏
」
が
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

二
八　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
六
五
―
五
六
五
頁

二
九　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
六
五
頁

三
〇　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
六
五
頁

三
一　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
六
六
頁

三
二　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
六
六
頁

三
三　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
五
九
頁

三
四　
『
天
学
初
函
』（
二
）、
一
一
五
五
頁

三
五　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
四
六
九
頁

三
六　
『
天
学
初
函
』（
一
）、
五
九
四
頁


