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井
上
円
了
の
霊
魂
不
滅
論

－
1
－
シ
ナ
学
と
の
対
比
に
お
い
て

金
　
岡
　
照
　
光

は
じ
め
に

　
学
祖
井
上
円
了
博
士
（
以
下
便
宜
上
「
円
了
」
と
略
し
、
敬
称
を
省
く
）
が
、
そ
の
著
「
妖
怪
学
」
（
一
九
三
一
年
　
妖
怪
学
刊

行
会
）
に
お
い
て
、
超
現
実
的
存
在
に
関
し
て
、
一
大
科
学
的
体
系
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
円
了
の

「
妖
怪
学
」
は
俗
間
伝
え
ら
れ
る
如
き
、
興
味
本
位
の
も
の
で
は
な
く
、
超
現
実
的
諸
現
象
に
対
し
て
、
科
学
的
考
察
を
加
え
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
、
文
献
的
実
証
と
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
両
者
を
併
用
し
つ
つ
、
そ
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
各
地
域
の
伝
承
・
記
録
に
わ
た
り
、
併
せ
て
こ
れ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
よ
る
分
析
を
加
え
ん
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
ろ
み
に
、
そ
の
著
の
大
綱
を
記
す
れ
ば
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
総
論
、
理
学
部
門
、
医

学
部
門
、
純
正
哲
学
部
門
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
比
較
的
関
連
が
う
す
い
の
で
、
こ
れ
を
省
略
し
て
、
宗
教
学
部
門
に
つ
い
て
の
み
、

そ
の
項
目
を
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
）
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8

宗
教
学
部
門

　
第
］
講
幽
霊
篇

　
　
第
一
節
　
宗
教
上
の
妖
怪

　
　
第
二
節
　
通
俗
の
宗
教
論

　
　
第
三
節
　
感
情
論
の
批
評

　
　
第
四
節
　
神
秘
論
の
批
評

　
　
第
五
節
余
の
宗
教
論

　
　
第
六
節
　
宗
教
の
種
類

　
　
第
七
節
　
霊
魂
生
滅
論

　
　
第
八
節
　
霊
魂
不
滅
論

　
　
第
九
節
　
霊
魂
の
状
態

　
　
第
十
節
　
生
霊
死
霊
人
魂
魂
塊
遊
魂
の
解

　
　
第
十
　
節

　
　
第
十
二
節

　
　
第
十
三
節

　
　
第
十
四
節

　
　
第
十
五
節

第
二
講
　
鬼
神
篇

霊
魂
論
の
帰
結

幽
霊
の
説

幽
霊
の
種
類

幽
霊
論
の
帰
結

霊
魂
説
の
帰
結
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第
十
六
節

第
十
七
節

第
十
八
節

第
十
九
節

第
二
十
節

第第第第第
十十十十十
五四三ニー
節節節節節 鬼

神
論

鬼
神
の
有
無

儒
教
の
鬼
神
の
解
釈

天
論

仏
教
の
鬼
神
の
解
釈

ム
宮
△
冊

f
P
二
＝
ロ

神
道
の
鬼
神
の
解
釈

各
国
古
代
宗
教
の
鬼
神
論

近
世
哲
学
上
の
鬼
神
論

妖
神
・
悪
魔
・
七
福
神
・
貧
乏
神

　
　
以
上
が
宗
教
学
部
門
の
第
一
講
と
第
二
講
で
あ
る
。

・
　
こ
の
後
に
第
三
講
冥
界
篇
、
第
四
講
触
稜
篇
、
第
五
講
呪
願
篇
、
第
六
講
霊
験
篇
が
つ
づ
き
、
附
録
と
し
て
幽
霊
談
が
あ
っ
て
、

　
宗
教
学
部
門
は
終
結
す
る
。

　
　
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
紙
幅
の
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま
た
、
上
掲
の

　
各
章
節
に
つ
い
て
も
巨
細
剰
さ
ず
紹
介
と
検
討
を
加
え
る
こ
と
も
、
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
志
向
と
興
味
に
従
っ
て
、

　
上
掲
各
章
節
の
う
ち
、
第
↓
講
、
第
七
節
、
第
八
節
を
中
心
と
し
て
、
彼
の
霊
魂
論
の
問
題
の
提
起
、
設
定
の
仕
方
、
論
証
の
方
法

　
を
分
析
し
、
円
了
の
霊
魂
滅
不
滅
の
論
の
要
点
・
概
略
を
紹
介
し
、
そ
れ
と
中
国
に
お
け
る
同
様
の
論
と
を
対
比
し
て
、
か
れ
の
宗

　
教
的
思
想
の
　
端
に
触
れ
、
そ
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
而
し
て
爾
余
の
各
章
節
で
、
円
了
が
と
り
あ
げ
て
い
る
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問
題
は
必
要
に
応
じ
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
を
塞
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
も
ち
ろ
ん
円
了
の
宗
教
学
は
シ
ナ
学
的
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
、

日
本
、
欧
米
の
斯
学
に
関
す
る
か
れ
の
素
養
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
学
問
の
根
底
に
か
れ
の
シ
ナ
学
に
関
す
る
深
い
素
養
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
か
れ
の
宗
教
学

体
系
の
大
き
な
要
素
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
、
否
定
し
得
ぬ
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
も
と
よ
り
シ
ナ
学
の
一
小
部
門
を
専
攻
す
る
学

徒
に
す
ぎ
ず
、
宗
教
学
全
般
、
と
く
に
イ
ン
ド
、
欧
米
、
日
本
の
斯
学
に
つ
い
て
は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
円
了
の
宗

教
学
全
般
の
紹
介
と
検
討
を
行
う
能
力
も
準
備
も
な
い
。
た
だ
儒
仏
道
三
教
の
中
国
に
お
け
る
消
長
に
若
干
の
興
味
と
学
習
を
も
ち
、

中
国
民
間
に
お
け
る
志
怪
鬼
神
、
宗
教
的
民
衆
文
学
を
読
む
こ
と
を
日
常
の
業
務
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
角
度
か
ら
、
円

了
の
思
想
、
学
問
に
、
い
さ
さ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
と
り
あ
げ
る
対
象
は
円

了
の
学
問
的
業
績
か
ら
い
え
ば
、
一
分
野
に
限
ら
れ
る
し
、
研
究
の
方
法
も
、
筆
者
の
専
攻
に
即
し
て
、
あ
る
い
は
学
祖
の
正
し
き

理
解
か
ら
外
れ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。

　
た
だ
こ
の
小
論
稿
に
よ
っ
て
、
巨
峯
円
了
の
学
問
を
理
解
す
る
、
一
端
の
手
が
か
り
を
与
え
う
れ
ば
、
望
外
の
幸
甚
で
あ
る
。

　
誤
読
、
臆
断
に
よ
り
学
祖
を
誤
っ
て
紹
介
す
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
が
、
こ
の
点
は
、
大
方
博
雅
の
士
の
斧
正
と
電
嘱
を
お
願

い
し
た
い
。

一
　
円
了
の
霊
魂
不
滅
論
の
提
起
と
論
証

円
了
は
、
霊
魂
の
滅
不
滅
に
関
し
て
左
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
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霊
魂
其
の
物
に
つ
き
て
説
明
せ
ん
す
る
に
先
立
ち
、
古
来
宗
教
上
の
一
大
問
題
た
る
霊
魂
生
滅
論
に
関
し
て
述
ぶ
る
所
な
か
る

べ
か
ら
ず
、
世
人
或
は
曰
く
、
霊
魂
は
全
く
消
滅
す
べ
し
、
何
と
な
れ
ば
一
た
び
死
し
た
る
も
の
の
、
再
び
還
り
来
り
し
も
の

あ
る
を
聞
か
ず
、
誰
あ
り
て
未
だ
死
後
の
霊
魂
の
存
在
を
実
験
し
た
る
も
の
あ
ら
ず
、

　
是
れ
霊
魂
の
肉
体
と
と
も
に
滅
す
る
に
因
る
と
、
然
れ
ど
も
此
の
如
き
は
、
浅
見
の
最
も
甚
だ
し
き
も
の
に
し
て
、
熟
睡
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
と
な
れ
ば

る
も
の
を
見
て
、
彼
れ
は
既
に
死
せ
り
、
何
者
其
名
を
呼
べ
ど
も
応
ぜ
ざ
れ
ば
な
り
と
論
断
す
る
輩
と
何
ぞ
択
ば
ん
、
然
る

に
霊
魂
の
不
滅
を
・
王
張
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
亦
之
に
対
し
て
説
を
な
し
て
日
ふ
、

　
誰
某
は
死
後
幽
霊
と
な
り
て
其
の
形
を
現
し
た
り
、
何
の
某
は
死
後
再
生
し
た
る
こ
と
あ
り
、
皆
な
以
て
霊
魂
の
不
滅
を
生

す
る
に
足
る
と
、
こ
れ
も
亦
霊
魂
の
何
た
る
を
知
ら
ざ
る
の
妄
説
な
れ
ば
両
者
共
に
信
を
置
く
に
足
ら
ず
、
先
づ
霊
魂
消
滅
論

者
の
い
ふ
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
唯
だ
死
後
に
霊
魂
な
し
と
い
ふ
の
み
に
し
て
、
更
に
生
時
に
霊
魂
あ
る
や
否
や
、
を
究
む
る
こ

と
な
し
、
蓋
し
霊
魂
と
は
吾
人
の
心
性
な
れ
ば
、
死
後
の
消
滅
は
し
ば
ら
く
措
き
、
生
時
の
存
在
は
誰
人
も
必
ず
許
す
所
な
ら

ん
、
然
る
に
生
時
既
に
存
在
し
た
る
此
の
霊
魂
が
、
死
に
至
り
て
忽
然
と
し
て
消
滅
す
と
い
ふ
、
物
宣
に
此
の
如
き
理
あ
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
ん

や
（
中
略
）
又
若
し
霊
魂
生
時
に
あ
り
と
せ
ば
、
そ
の
由
て
来
る
所
は
如
何
、
即
ち
過
去
に
湖
り
て
其
の
由
来
を
考
へ
ざ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
こ

か
ら
ず
、
然
る
に
通
俗
の
霊
魂
消
滅
論
者
は
死
後
霊
魂
な
し
と
い
ふ
の
み
に
し
て
、
生
前
何
処
よ
り
来
り
し
か
を
尋
ね
る
こ
と

な
き
は
こ
れ
、
亦
見
る
こ
と
の
狭
き
も
の
と
い
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

　
然
れ
ど
も
之
に
対
し
て
不
滅
論
者
の
再
生
幽
霊
等
の
説
明
の
如
き
も
亦
取
る
に
足
ら
ざ
る
は
明
な
り
、
果
し
て
再
生
幽
霊
の

証
あ
り
と
す
る
も
、
千
万
億
万
の
死
人
中
僅
に
一
、
二
人
に
か
か
る
こ
と
あ
る
の
み
、
そ
は
一
般
の
例
と
は
な
ら
ず
、
（
中
略
）

畢
寛
す
る
に
以
上
の
二
論
は
共
に
霊
魂
其
の
物
の
性
質
を
明
か
に
せ
ざ
る
に
よ
り
起
る
所
の
不
道
理
の
迷
見
に
他
な
ら
ず
、
若

し
霊
魂
其
の
物
の
性
質
を
明
に
し
て
推
考
す
る
と
き
は
死
後
の
霊
魂
よ
り
は
寧
ろ
先
ず
生
時
の
霊
魂
を
究
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
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悲
喜
哀
楽
転
た
相
生
じ
、
（
中
略
）
此
不
可
思
議
な
る
千
態
万
状
の
変
化
、
皆
是
れ
霊
魂
の
作
用
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、

　
　
霊
魂
果
し
て
如
何
な
る
妙
力
あ
り
て
此
の
妙
用
を
呈
す
る
か
、
現
時
の
霊
魂
の
不
可
思
議
な
る
所
以
を
知
ら
ば
、
死
後
の
事
の

　
　
如
き
は
亦
容
易
に
知
了
す
べ
き
の
み
、
独
り
死
後
を
論
じ
て
生
時
に
及
ば
ず
ん
ば
、
其
の
見
の
狭
陰
な
る
未
だ
共
に
霊
魂
を
談

　
　
ず
る
に
足
ら
ず
。
二
妖
怪
学
」
一
三
四
七
～
一
三
四
九
頁
）

　
右
の
論
の
云
わ
ん
と
す
る
所
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
先
ず
世
の
霊
魂
消
滅
論
と
不
滅
論
の
論
ず
る
に
足
ら
ざ
る
所
を
批
判
す

る
。
前
者
は
霊
魂
の
消
滅
の
み
説
き
、
如
何
に
し
て
霊
魂
が
生
じ
、
人
間
に
附
与
せ
ら
れ
た
る
か
に
論
及
し
て
い
な
い
と
し
、
後
者

は
万
に
一
例
に
も
満
た
ぬ
幽
霊
の
存
在
の
如
き
俗
説
を
根
拠
と
し
て
い
る
点
を
指
弾
さ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

　
即
ち
そ
の
滅
不
滅
を
論
ず
る
に
は
、
霊
魂
そ
の
も
の
の
性
格
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
生
時
の
霊
魂
の
性
質
、
作
用

を
検
討
す
べ
し
と
結
論
す
る
。

　
か
か
る
問
題
の
設
定
の
仕
方
は
、
極
め
て
合
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
常
識
的
で
も
あ
る
。
円
了
の
学
問
の
日
常
性
、
啓
蒙

性
が
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
の
宗
教
の
世
界
に
お
い
て
も
、
霊
魂
の
消
滅
・
不
滅
の
問
題
は
、
長
い
論
争
の
伝
統
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
歴
史
を

概
述
す
る
こ
と
は
、
徒
ら
に
紙
幅
を
費
す
の
み
で
あ
る
し
、
ま
た
す
で
に
あ
る
程
度
先
学
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
略
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
仏
教
渡
来
以
後
、
儒
道
二
家
と
の
間
で
か
わ
さ
れ
た
所
謂
神
滅
不
滅
論
の
中
の
主
な
る
論
点
を

と
り
あ
げ
て
、
円
了
の
霊
魂
論
と
の
対
比
を
行
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
二
言
前
以
て
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
方
法
上
の
問
題
で
あ
る
。
「
対
比
」
と
い
う
語
を
き
わ
め
て
無
雑
作
に
使
用
し
た
が
、
こ
れ

は
厳
密
な
意
味
で
の
「
比
較
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
円
了
の
霊
魂
論
が
中
国
中
世
の
神
滅
不
滅
論
に
触
発
さ
れ
、
彼
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

面
に
何
等
か
の
作
用
を
与
え
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
「
影
響
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
厳
密
な
意
味
で
の
比
較
に
な
り
う
る
で
あ
　
3



ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
筆
者
が
本
稿
で
行
う
作
業
は
、
そ
う
し
た
発
散
、
媒
体
、
受
容
と
い
う
影
響
関
係
を
追
跡
す
る
も
の
で
は
な

い
。
円
了
の
霊
魂
論
の
論
旨
と
、
神
滅
不
滅
論
争
と
を
対
置
し
て
、
そ
の
発
想
、
方
法
、
問
題
展
開
の
異
同
を
一
瞥
し
、
円
了
の
論

旨
の
特
色
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
結
論
風
な
云
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
作
業
の
中
心
的

な
関
心
は
左
の
二
点
に
あ
る
。

　
ω
円
了
の
霊
魂
論
と
中
国
の
霊
魂
論
の
異
同
を
見
る
の
を
中
心
的
な
作
業
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
一
致
点
よ
り
も
、
む
し
ろ

　
　
相
異
点
を
見
る
こ
と
に
力
点
を
注
い
で
見
た
い
。
円
了
が
霊
魂
不
滅
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
と
お
り
で

　
　
あ
る
が
、
そ
の
立
論
、
証
明
の
仕
方
が
、
中
国
中
世
の
神
不
滅
論
者
と
ど
の
よ
う
に
異
る
か
を
見
る
こ
と
が
、
思
想
家
、
宗
教

　
　
家
円
了
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
よ
り
重
要
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ω
更
に
ω
と
も
関
連
す
る
が
、
東
西
、
和
漢
洋
の
学
を
博
渉
し
、
そ
の
開
明
と
啓
発
を
事
と
し
て
い
た
円
了
が
、
シ
ナ
学
の
霊
魂

　
　
論
に
対
し
て
、
如
何
な
る
立
場
を
と
り
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
た
か
。
ま
た
そ
の
円
了
の
見
方
を
、
今
日
の
シ
ナ
学

　
　
の
角
度
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
生
ず
る
。

　
　
　
円
了
が
シ
ナ
学
に
つ
い
て
広
い
教
養
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
全
著
作
中
に
之
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
宗
教
論
の

　
　
中
に
お
い
て
、
如
何
に
彼
が
シ
ナ
学
に
お
け
る
霊
魂
論
を
見
て
い
た
か
。
そ
し
て
今
日
の
シ
ナ
学
よ
り
見
た
と
き
、
そ
れ
は
如

　
　
何
な
る
地
位
を
占
め
、
如
何
な
る
評
価
に
値
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
そ
の
こ
と
が
所
謂
「
妖
怪

　
　
学
」
者
と
い
う
俗
流
の
評
価
と
、
果
し
て
一
致
す
る
も
の
か
否
か
、
円
了
の
学
究
そ
れ
自
体
と
し
て
の
評
価
に
つ
な
が
る
も
の

　
　
と
思
う
。
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先
ず
結
論
を
示
せ
ば
、
円
了
は
霊
魂
不
滅
論
の
立
場
を
と
る
。
そ
の
論
旨
は
第
一
講
第
八
節
に
詳
ら
か
で
あ
る
。
暫
く
彼
の
論
を
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引
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

　
　
今
学
術
上
の
道
理
に
照
し
て
霊
魂
の
不
滅
な
る
理
由
を
述
べ
ん
に
第
一
に
は
物
質
不
滅
、
勢
力
恒
存
の
理
法
に
基
く
も
の
に
し

　
　
て
、
凡
そ
一
物
に
し
て
偶
然
に
生
じ
、
一
事
と
し
て
忽
然
滅
す
る
も
の
あ
る
こ
と
無
き
は
今
日
学
術
上
の
実
験
に
照
し
て
証
明

　
　
せ
ら
れ
た
る
原
理
な
り
。
（
中
略
）
而
し
て
我
が
精
神
も
亦
現
存
し
て
既
に
万
有
中
の
一
た
る
以
上
は
、
万
有
を
支
配
す
る
所

　
　
の
此
の
原
理
に
従
は
ざ
る
能
は
ず
、
若
し
精
神
を
以
て
唯
物
論
者
の
如
く
勢
力
の
一
種
に
過
ぎ
ず
と
せ
ん
か
、
勿
論
勢
力
恒
存

　
　
の
理
法
に
よ
り
て
之
を
不
滅
と
す
る
よ
り
外
な
し
。
或
は
之
れ
を
以
て
物
質
に
も
あ
ら
ず
、
勢
力
に
も
あ
ら
ず
全
く
経
験
感
覚

　
　
以
外
の
も
の
な
り
と
せ
ん
か
、
霊
魂
あ
り
と
い
ふ
を
得
る
と
同
時
に
亦
霊
魂
な
り
し
（
な
し
の
誤
植
か
。
　
　
引
用
者
注

　
　
‘
－
　
）
と
い
ふ
を
得
べ
し
、
此
の
理
を
以
て
探
る
と
き
は
到
底
精
神
は
不
滅
な
り
と
い
ふ
よ
り
外
な
し
。

　
以
上
が
円
了
の
霊
魂
不
滅
の
第
一
の
論
拠
と
し
た
点
で
あ
る
。
宇
宙
万
有
は
不
滅
、
物
質
・
運
動
は
不
滅
と
い
う
科
学
上
の
論
よ

り
推
し
て
、
精
神
も
万
有
の
一
た
る
以
上
、
こ
の
原
則
に
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
説
く
。

　
　
第
二
に
は
潜
勢
力
顕
勢
力
の
関
係
に
よ
る
も
の
に
し
て
、
生
時
に
現
に
其
の
作
用
を
呈
し
て
、
死
後
に
は
其
の
作
用
を
止
む
と

　
　
い
は
ば
、
生
時
に
有
り
し
も
の
の
、
死
後
に
は
全
く
滅
し
た
る
が
如
く
思
ふ
め
れ
ど
、
そ
れ
唯
作
用
を
現
は
し
た
る
と
否
と
の

　
　
差
別
あ
る
の
み
に
し
て
所
謂
顕
と
潜
と
の
差
異
あ
る
に
過
ぎ
ず
（
中
略
∀
生
時
に
精
神
作
用
の
外
発
し
て
死
時
に
空
寂
に
帰
す

　
　
る
が
如
く
思
は
る
る
は
、
其
実
外
発
の
勢
力
再
び
内
包
に
帰
し
、
顕
勢
力
一
変
し
て
潜
勢
力
と
な
り
た
る
も
の
に
過
ぎ
ざ
る
べ

　
　
し
。

　
即
ち
運
動
は
発
す
る
時
に
偶
然
発
し
た
も
の
で
な
く
、
ま
た
運
動
を
止
め
た
と
き
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
無
に
帰
し
た
も
の
で
は
な
い
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
外
に
あ
ら
わ
れ
た
る
と
、
内
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
る
と
の
差
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
内
包
外
発
」
の
説
で
あ
る
。

地
に
ま
か
れ
周
囲
の
環
境
に
よ
っ
て
生
育
す
る
種
子
も
、
箱
に
収
め
ら
れ
て
生
育
し
な
か
っ
た
種
子
も
、
草
木
と
な
る
べ
き
エ
ネ
ル
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ギ
ー
を
と
も
に
有
す
る
点
に
お
い
て
は
変
り
が
な
い
と
す
る
。
こ
れ
が
円
了
の
霊
魂
不
滅
論
の
第
二
の
論
拠
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
以
上
の
二
条
の
理
由
に
よ
り
て
精
神
の
不
滅
な
る
所
以
を
証
す
べ
し
。

　
円
了
は
霊
魂
消
滅
論
に
答
え
る
形
で
、
以
上
の
二
点
を
あ
げ
、
そ
の
不
滅
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
い
わ
ば
近
代
科
学
の
物
質
不

滅
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
滅
の
原
則
に
よ
っ
て
、
霊
魂
不
滅
論
を
主
張
す
る
。

　
さ
て
、
古
来
よ
り
霊
魂
滅
不
滅
論
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
生
起
し
た
論
争
で
あ
る
が
、
そ
の
顕
著
な
一
例
と
し
て
は
、
中
国
中
世

の
神
滅
不
滅
論
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
中
国
の
神
滅
不
滅
論
の
提
起
と
論
証
の
在
り
方
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
い
ま
試
み
に
そ
の
重
な
る
論
争
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
要
点
を
一
瞥
し
、
円
了
の
そ
れ
と
対
比
し
て
み
た

い
と
思
う
。

二
　
中
国
の
神
滅
不
滅
論
の
問
題
点

　
霊
魂
不
滅
の
論
は
牟
子
の
『
理
惑
論
一
に
よ
っ
て
口
火
を
切
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
牟
子
理
惑
論
（
「
大
正
藏
」
五
二
巻

「
弘
明
集
」
巻
一
）
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
梁
啓
超
、
常
盤
大
成
、
ポ
ー
ル
・
ペ
リ
オ
（
勺
①
巳
㊥
o
巨
o
¢
、
福
井
康
順
諸
先
学
の
説

が
あ
り
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
お
お
む
ね
後
漢
末
よ
り
三
国
時
代
（
三
世
紀
後
半
）
と
見
て
よ
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
第
＝
二
条
に
云
う
。

　
　
問
ふ
て
曰
く
、
仏
道
に
言
ふ
、
人
死
し
て
復
た
更
に
生
ず
べ
し
と
。
僕
此
の
言
の
審
か
な
る
を
信
ぜ
ざ
る
な
り
と
。

　
　
牟
子
曰
く
、
（
中
略
）
鬼
神
固
よ
り
滅
び
ず
、
但
だ
身
自
ら
朽
燗
す
る
の
み
。
身
は
讐
ふ
れ
ば
五
穀
の
根
葉
の
如
し
、
鬼
神
は

　
　
五
穀
の
種
実
の
如
し
、
根
葉
は
生
ず
れ
ば
必
ず
死
す
べ
き
も
、
種
実
宣
に
終
亡
あ
ら
ん
や
。
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こ
れ
に
つ
づ
い
て
ま
た
或
問
が
あ
り
、
道
を
成
し
て
死
ん
で
も
、
道
を
成
さ
な
い
で
死
ん
で
も
、
ど
の
み
ち
死
な
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
は
変
り
が
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
。
牟
子
は
善
を
成
し
た
霊
魂
は
身
は
滅
び
る
と
も
福
堂
に
帰
し
、

悪
を
成
し
て
死
す
れ
ば
霊
魂
は
必
ず
映
に
遭
う
と
主
張
す
る
。

　
牟
子
は
肉
体
（
身
）
と
霊
魂
（
神
）
を
、
五
穀
の
根
葉
と
種
実
に
比
し
、
根
葉
は
一
定
の
時
を
経
れ
ば
枯
れ
る
が
、
種
実
は
次
々

と
同
じ
種
実
を
生
じ
て
無
窮
で
あ
る
。
霊
魂
も
亦
た
同
じ
で
無
窮
に
継
続
し
、
善
行
に
は
死
後
の
幸
せ
が
、
悪
行
に
は
死
後
の
不
幸

が
伴
う
も
の
で
あ
る
と
断
ず
る
。

　
こ
の
問
題
の
設
定
の
仕
方
は
、
き
わ
め
て
素
朴
な
も
の
で
あ
る
が
、
形
・
神
二
元
の
説
に
よ
っ
て
神
の
不
滅
を
論
理
的
に
解
明
し

よ
う
と
し
た
、
き
わ
め
て
初
期
の
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
論
証
は
比
喩
に
よ
っ
て
お
り
、
委
曲
を
尽
し
て
は
い
な
い
が
、

　
円
了
が
同
じ
く
種
子
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
不
滅
、
霊
魂
の
不
滅
を
喩
え
た
の
と
比
し
て
、
興
味
が
も
て
る
。
も
ち
ろ
ん
円

了
の
霊
魂
不
滅
論
に
は
、
牟
子
理
惑
論
は
引
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
円
了
が
こ
の
比
喩
を
牟
子
理
惑
論
か
ら
得
た
と
は
断
言
で
き
な

い
が
、
論
証
の
仕
方
に
精
粗
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
方
向
は
あ
ま
り
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
。

　
牟
子
の
こ
の
説
に
対
し
て
、
当
然
儒
家
の
立
場
か
ら
の
反
論
は
あ
っ
た
。
鬼
神
に
事
え
ず
、
死
を
不
可
知
と
し
て
説
か
な
か
っ
た

聖
賢
の
立
場
よ
り
す
る
疑
問
に
対
し
、
牟
子
理
惑
論
第
一
四
条
は
再
反
論
す
る
。

　
そ
の
反
駁
は
儒
家
が
『
論
語
』
『
孝
経
』
等
の
諸
句
を
楯
と
し
て
迫
っ
た
の
を
逆
手
に
と
っ
た
形
を
為
し
て
い
る
。

　
　
孔
子
は
子
路
が
本
末
を
問
は
ざ
る
こ
と
を
疾
む
。
（
引
用
者
注
1
“
未
だ
人
に
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
、
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
へ

　
　
ん
”
”
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
や
”
等
の
論
語
の
句
を
引
い
て
の
霊
不
滅
論
へ
の
駁
論
に
答
え
た
部
分
　
此

　
　
れ
を
以
て
抑
へ
し
の
み
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

　
孔
子
は
、
鬼
、
死
の
問
題
を
避
け
て
い
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
高
弟
子
路
が
、
最
重
要
課
題
で
あ
り
、
当
面
の
為
す
べ
き
仕
　
3



事
で
あ
る
生
の
諸
問
題
を
棚
上
げ
に
し
、
死
の
問
題
に
興
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
抑
え
る
た
め
に
、
か
く
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

れ
は
子
路
と
い
う
弟
子
の
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
具
体
的
な
指
導
と
し
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
、
鬼
、
死
の
問
題
全
般

を
不
可
知
の
こ
と
と
し
て
否
定
し
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
必
ず
し
も
論
語
の
記
録
が
、
子
路
個
人
の
問
題
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
疑
問
の
あ
る
所
で
あ
る
し
、
こ
の
牟
子
理
惑
論
の
考
え
方

が
果
し
て
当
を
得
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
。
た
だ
、
仏
教
の
霊
魂
説
と
、
儒
教
の
思
想
と
が
必
ず
し
も
抵

触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
論
の
後
に
、
そ
の
意
図
を
明
瞭
に
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
一
節
が
あ
る
。

　
　
孝
経
に
曰
く
、
之
れ
が
宗
廟
を
為
り
、
鬼
を
以
て
之
れ
を
享
け
、
春
秋
祭
祀
時
を
以
て
之
れ
を
思
ふ
と
。
又
曰
く
、
生
る
る
と

　
　
き
事
ふ
る
に
愛
敬
し
、
死
す
る
と
き
事
ふ
る
に
哀
感
す
と
。
宣
に
人
に
鬼
神
に
事
へ
て
生
死
を
知
る
こ
と
を
教
へ
ざ
ら
ん
や
。

　
　
周
公
は
武
王
の
為
に
命
を
請
ふ
て
曰
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ん

　
　
　
且
つ
多
才
多
芸
能
く
鬼
神
に
事
ふ
と
。
夫
れ
何
為
ぞ
仏
経
説
く
所
の
生
死
の
趣
此
の
類
に
あ
ら
ず
や
。
老
子
曰
く
、
既
に
其

　
　
の
子
を
知
り
、
復
た
其
の
母
を
守
り
、
身
を
没
す
る
ま
で
殆
ら
ず
と
。
又
曰
く
、
其
の
光
を
用
ひ
て
其
の
明
に
復
す
、
身
の
映

　
　
を
遺
す
こ
と
無
か
れ
と
。
此
の
道
は
生
死
の
趣
く
と
こ
ろ
吉
凶
の
住
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
至
道
の
要
は
実
に
寂
莫
を
貴
ぶ
。
仏

　
　
家
宣
に
言
を
好
ま
ん
や
。

　
牟
子
理
惑
論
の
霊
魂
不
滅
論
の
論
の
立
て
方
は
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
儒
家
の
伝
統
思
想
と
い
え
ど
も
、
霊
魂
の
不

滅
を
否
定
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
仏
教
の
受
容
と
何
等
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
仏
両
教
の

触
合
を
企
図
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
霊
魂
不
滅
の
理
に
つ
い
て
、
委
曲
を
つ
く
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
儒
家
が
現
実
的
、

合
理
的
論
説
を
以
て
、
死
後
の
霊
魂
の
存
在
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
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そ
の
後
長
く
儒
仏
両
教
の
差
と
し
て
意
識
さ
れ
た
点
で
あ
り
、
神
不
滅
に
対
す
る
中
国
伝
統
思
想
の
あ
り
方
を
示
す
タ
イ
プ
と
設
定

さ
れ
る
に
至
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
円
了
の
神
不
滅
論
に
お
け
る
儒
家
の
理
解
の
仕
方
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
線
か

ら
外
れ
て
い
な
い
。

　
で
は
仏
教
の
霊
魂
不
滅
論
者
は
、
常
に
そ
の
ア
ン
チ
と
し
て
、
儒
家
思
想
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点

に
関
し
て
は
、
柳
か
検
討
を
要
す
る
。
こ
こ
で
神
滅
不
滅
論
争
史
を
概
述
す
る
こ
と
は
無
意
義
で
あ
る
し
、
す
で
に
そ
の
類
の
概
史

が
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
略
に
従
い
、
た
だ
重
要
と
思
わ
れ
る
論
の
↓
、
二
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
一
つ
は
神
不
滅
論
者
と
し
て
、
宗
柄
を
と
り
あ
げ
、
他
は
神
滅
論
者
と
し
て
萢
鎮
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
論
旨
を
眺
め
る
と
と
も
に
、

そ
れ
に
対
す
る
些
少
の
反
応
を
さ
ぐ
っ
て
、
中
国
人
の
霊
魂
論
の
問
題
の
提
示
の
あ
り
方
の
若
干
の
タ
イ
プ
を
探
っ
て
み
る
こ
と
と

し
た
い
。

　
宗
柄
（
三
七
五
ー
四
四
三
）
以
前
に
も
、
羅
含
の
「
更
生
論
」
や
、
宗
柄
の
師
で
あ
る
慧
遠
（
三
三
四
ー
四
一
六
）
の
「
形
蓋
神

不
滅
論
」
等
も
あ
る
が
、
儒
家
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
道
家
の
観
念
も
導
入
し
、
一
種
の
折
衷
論
的
思
想
を
も
っ
て
神
不
滅
を
説
い

て
い
る
点
に
、
中
国
人
的
な
思
惟
が
綜
合
さ
れ
て
い
る
感
が
す
る
。

　
宗
柄
の
「
明
仏
論
」
は
、
そ
の
序
に
お
い
て
、
仏
の
偉
大
な
こ
と
を
説
き
、
中
国
の
伝
統
的
思
想
の
み
で
は
そ
の
規
模
の
大
な
る

こ
と
、
そ
の
内
実
の
深
さ
を
測
り
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
説
く
。

　
　
悲
し
い
か
な
、
中
国
の
君
子
は
礼
儀
を
明
か
に
す
る
も
、
而
も
人
心
を
知
る
に
闇
し
。
二
荘
子
」
田
子
方
か
ら
の
援
引
ー
引
用

　
　
者
注
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
寧
ぞ
仏
心
を
知
ら
ん
や
。
今
世
業
近
事
も
之
を
謀
り
て
戚
く
せ
ず
ん
ば
、
猶
ほ
興
喪
之
に
及
ぶ
が
ご
と
し
。
況
や
精
な
る
神
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

　
　
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3



　
「
荘
子
」
の
こ
と
ば
を
か
り
て
、
中
国
の
伝
統
的
思
惟
は
現
実
社
会
の
秩
序
（
礼
）
を
知
る
に
は
熱
心
で
あ
っ
て
も
、
人
の
心
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

と
く
に
最
も
根
源
的
な
（
精
）
霊
魂
（
神
）
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
能
く
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
仏
教
と
の
差
が
見
ら
れ
る
と
冒
頭

に
説
く
。
こ
の
点
で
は
牟
子
理
惑
論
と
同
じ
見
解
に
立
つ
。
そ
れ
を
補
墳
す
る
も
の
と
し
て
仏
説
を
立
て
る
点
も
同
じ
で
あ
る
。

　
　
彼
の
仏
経
た
る
や
、
五
典
の
徳
を
包
み
、
深
く
遠
大
の
実
を
加
ふ
。
老
荘
の
虚
を
含
み
、
加
ふ
る
に
皆
空
の
蓋
を
増
す
。
高
言

　
　
に
し
て
実
理
、
粛
焉
と
し
て
神
を
感
ず
。

　
仏
経
は
中
国
の
伝
統
的
思
惟
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
之
を
否
定
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
儒
家
の
五
典
の
思
想
も
、

道
家
の
老
荘
の
学
も
、
す
べ
て
仏
典
の
中
に
包
括
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
よ
り
一
段
高
い
次
元
で
霊
魂
の
存
在
、
す
べ
て
の
現
象

の
真
の
姿
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
思
想
を
す
べ
て
仏
典
の
中
に
さ
ら
い
こ
も
う
と
す
る
宗
柄
の
意
図
は
、
序
に
お
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
宗
柄
は
更
に
宇
宙
の
無
窮
に
し
て
、
人
間
の
生
命
の
合
理
的
、
具
象
的
感
覚
を
以
て
し
て
は
図
り
難
き
こ
と
を
説
く
。
彼
の
霊
魂

不
滅
論
の
基
盤
と
も
な
る
宇
宙
論
・
人
間
論
で
あ
る
。

　
　
「
書
」
に
称
し
て
遠
き
を
知
る
も
、
唐
虞
を
出
で
ず
。
「
春
秋
」
に
辞
を
属
し
て
王
業
を
尽
し
、
「
礼
」
「
楽
」
の
良
敬
、
「
詩
」

　
　
「
易
」
の
温
潔
も
、
今
無
窮
の
中
に
於
て
、
喚
た
る
三
千
の
日
月
、
以
て
列
照
し
、
麗
た
る
万
二
千
の
天
下
以
て
貞
観
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
つ
む
り
の
つ
の

　
　
乃
ち
知
る
周
孔
の
述
ぶ
る
所
は
、
蓋
し
蛮
　
鰯
の
域
に
於
て
求
治
の
鹿
感
に
応
じ
、
且
つ
寧
ろ
一
生
の
内
に
乏
し
き
の
み
。
生

　
　
表
に
逸
る
者
は
存
し
て
未
だ
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
若
し
然
ら
ず
ん
ば
、
何
ぞ
其
れ
始
形
を
為
す
に
は
篤
く
し
て
、
終
神
を
為
す
に

　
　
は
略
な
る
や
。
（
中
略
）
且
つ
又
墳
典
己
に
逸
し
、
俗
儒
の
編
む
所
は
専
ら
治
跡
に
在
り
。
言
世
表
を
出
つ
る
有
る
も
、
或
は

　
　
史
策
に
散
没
し
、
或
は
坑
儒
に
絶
滅
す
、
若
し
老
子
荘
周
の
道
、
松
喬
列
真
の
術
、
信
に
以
て
洗
心
養
身
す
可
ん
く
ば
、
而
も

　
　
亦
皆
六
経
に
取
る
こ
と
無
き
な
り
。
而
る
に
学
ぶ
者
、
唯
だ
救
麓
の
閥
文
を
守
り
、
「
書
」
「
礼
」
を
以
て
限
断
と
為
し
、
窮
神
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積
劫
の
遠
化
を
聞
き
て
も
目
前
を
弦
し
て
永
く
忽
に
す
。
亦
た
悲
し
か
ら
ず
や
。

　
右
の
如
く
経
史
の
書
の
現
世
に
お
け
る
有
限
性
を
説
き
、
道
教
の
肉
体
中
心
の
養
生
も
ま
た
限
界
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
無
限
無

窮
の
宇
宙
・
人
間
の
存
在
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
。

　
そ
の
際
宗
柄
の
採
っ
た
論
旨
は
、
霊
魂
に
本
来
、
粗
妙
の
別
が
あ
っ
て
、
肉
体
の
未
生
以
前
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
、
肉
体
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
　
”
一
陰
一
陽
之
を
道
と
謂
ふ
、
陰
陽
測
ら
ざ
る
之
を
神
と
謂
ふ
”
（
「
易
」
繋
辞
伝
上
ー
引
用
者
注
）
と
は
蓋
し
無
為
の
道
に
至

　
　
れ
ば
、
陰
陽
両
渾
な
る
を
い
ふ
。
故
に
一
陰
一
陽
と
日
ふ
。
道
よ
り
降
り
て
精
神
に
入
れ
ば
常
に
陰
陽
の
表
に
有
り
、
二
儀
の

　
　
究
む
る
所
に
非
ず
。
故
に
陰
陽
測
ら
ず
と
日
ふ
の
み
。
（
中
略
）

　
　
然
も
群
生
の
神
は
其
の
極
は
斉
し
と
錐
も
、
而
も
縁
に
随
っ
て
遷
流
し
、
麓
妙
の
識
を
成
せ
ど
も
、
而
も
本
に
興
り
て
は
不
滅

　
　
な
り
。
今
舜
は
警
よ
り
生
ず
と
錐
も
、
舜
の
神
は
必
ず
や
啓
の
生
む
所
に
非
ず
。
則
ち
商
均
の
神
は
又
、
舜
の
育
す
る
所
に
は

　
　
非
ず
。
生
育
の
前
素
と
麓
妙
有
る
な
り
。
既
に
本
未
生
の
先
に
立
て
ば
、
不
滅
を
既
死
の
後
に
知
る
。
又
不
滅
な
れ
ば
則
ち
不

　
　
同
な
り
。
愚
聖
は
則
ち
異
る
も
、
愚
聖
の
生
死
の
不
滅
の
分
を
革
め
ざ
る
を
知
る
。
故
に
云
く
、
”
精
神
は
形
を
受
け
、
五
道

　
　
に
周
遍
し
、
天
地
を
成
壊
す
る
や
称
し
て
数
ふ
可
か
ら
ず
”
と
。

　
　
夫
れ
累
瞳
の
質
を
以
て
頑
警
よ
り
誕
る
。
器
均
の
身
に
て
体
を
黄
中
に
受
く
。
愚
聖
の
天
絶
は
何
の
数
か
以
て
合
は
ん
。
宣
に

　
　
重
華
の
馨
、
鹿
を
在
昔
に
始
め
、
因
を
往
劫
の
先
に
結
び
、
会
を
万
化
の
後
に
縁
る
に
非
ら
ざ
ら
ん
や
。
今
則
ち
独
り
其
の
神

　
　
を
絶
す
る
も
、
昔
接
鹿
の
累
有
れ
ば
、
則
ち
之
が
尽
く
る
所
を
練
る
。
神
の
不
滅
及
び
縁
会
の
理
、
積
習
に
し
て
聖
、
三
者
之

　
　
に
覧
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

　
宗
柄
の
神
不
滅
論
の
論
旨
の
出
発
点
を
為
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
煩
を
厭
は
ず
、
長
文
に
わ
た
っ
て
援
引
し
た
。
単
に
宗
柄
に
と
　
3



ど
ま
ら
ず
、
中
世
中
国
の
仏
教
徒
の
霊
魂
不
滅
の
考
え
方
の
基
礎
と
な
り
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
若
干
口
語
訳
を
ま
じ
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

が
ら
解
説
し
て
お
こ
う
。

　
「
易
」
の
繋
辞
伝
上
に
“
あ
る
い
は
陰
と
な
り
、
あ
る
い
は
陽
と
な
り
無
限
に
つ
づ
く
働
き
を
道
と
い
う
。
陰
と
陽
と
の
変
化
を

以
て
し
て
も
、
測
り
え
な
い
働
き
を
神
と
い
う
”
と
あ
る
。
人
為
を
脱
し
て
無
為
に
入
れ
ば
、
陰
も
陽
も
渾
然
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
道
で
あ
り
、
相
対
的
対
立
を
こ
え
た
も
の
と
な
る
。

　
こ
の
道
、
す
な
わ
ち
最
高
の
原
理
が
人
の
心
の
中
入
れ
ば
、
そ
れ
が
精
な
る
神
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
陰
陽
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存

在
す
る
。
陰
陽
二
気
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
“
陰
陽
不
測
”
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
旨
に
よ
れ
ば
宗
柄
は
、
中
国
の
伝
統
的
思
惟
で
あ
る
陰
陽
二
気
の
論
を
超
越
し
た
最
高
原
理
を
道
と
し
、
そ
の
人
間
に
お

け
る
存
在
を
神
（
霊
魂
）
と
し
た
。
こ
れ
は
現
象
界
の
智
識
、
理
論
、
感
覚
に
よ
っ
て
は
判
断
で
き
な
い
も
の
と
し
て
の
霊
魂
を
、

道
家
の
「
道
」
、
す
な
わ
ち
老
子
の
い
う
最
高
原
理
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
の
関
連
に
お
い
て
説
き
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
厳

君
平
の
説
も
そ
の
た
め
に
引
か
れ
て
い
る
が
、
二
陰
　
陽
之
を
道
と
謂
ふ
」
と
、
「
陰
陽
不
測
之
を
神
と
謂
ふ
」
の
二
句
を
と
も
に

理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
霊
魂
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
の
神
（
霊
魂
）
の
不
滅
の
証
明
の
仕
方
は
ど
う
な
の
か
。

宗
柄
は
霊
魂
の
粗
妙
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

　
聖
王
舜
は
愚
者
警
隻
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
舜
の
肉
体
は
疑
い
も
な
く
警
聖
か
ら
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
だ
が
肉
体
と
霊

魂
が
一
つ
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
愚
者
警
翌
の
子
舜
の
霊
魂
も
同
じ
く
愚
か
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
は
そ
う
で
な
い
。

舜
の
す
ぐ
れ
た
霊
魂
は
、
警
嬰
の
そ
れ
を
受
け
つ
い
で
い
な
い
。
「
舜
の
神
、
必
ず
や
替
の
生
む
所
に
非
ず
」
で
あ
る
。
舜
の
子
、

商
均
は
不
肖
の
子
で
あ
っ
た
。
肉
体
は
正
に
舜
の
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
た
。
し
か
し
霊
魂
は
受
け
つ
い
で
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
霊

，
魂
は
人
間
の
誕
生
す
る
以
前
か
ら
す
で
に
す
ぐ
れ
た
も
の
（
妙
）
と
、
お
と
っ
て
い
る
も
の
（
粗
）
に
分
か
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る



を
得
な
い
。
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
本
質
的
に
ー
即
ち
肉
体
と
か
か
わ
り
な
し
に
霊
魂
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
死
後
も
霊
魂
は

肉
体
と
か
か
わ
り
な
し
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
不
滅
性
、
永
遠
性
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
愚
者
の
子
が
聖
人
で
あ
り
、

聖
人
の
子
が
愚
者
で
あ
る
と
い
う
ち
が
い
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
肉
体
ー
す
な
わ
ち
形
が
ほ
ろ
び
て
も
、
霊
魂
1
す
な
わ
ち
神
は
か

わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
明
す
る
。
霊
魂
（
神
∀
は
肉
体
（
形
）
を
借
り
て
現
世
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
神
は
五
道
に
遍
く
且
つ
不

変
で
あ
り
、
形
は
天
地
の
間
で
無
数
に
生
死
を
く
り
か
え
す
。
累
瞳
（
舜
）
の
本
質
が
、
頑
瞥
（
替
翌
）
と
い
う
愚
者
の
子
と
し
て

形
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
も
し
形
神
が
一
つ
の
も
の
と
す
れ
ば
、
人
の
愚
聖
の
区
別
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
舜
の
霊
魂
が
す
ぐ
れ

た
も
の
で
あ
る
の
に
は
、
三
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
霊
魂
は
形
か
ら
は
独
立
し
て
不
滅
で
あ
る
こ
と
、
一
つ
は
そ
の
霊

魂
が
発
揮
で
き
る
原
因
条
件
に
め
ぐ
り
合
っ
た
こ
と
（
縁
会
）
、
一
つ
に
は
そ
の
霊
魂
を
修
行
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

井」二P］了の’霊魂不滅論

　
以
上
に
よ
っ
て
宗
柄
は
霊
魂
の
不
滅
を
、
瞥
斐
・
舜
・
商
均
と
い
う
系
譜
を
例
と
し
て
実
証
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
慧
遠
の
形
蓋
神
不
滅
論
の
説
を
受
け
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
、
よ
り
論
理
的
に
実
証
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
は
じ
め
て
霊
魂

の
性
質
そ
の
も
の
に
触
れ
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
た
不
滅
論
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
霊
魂
粗
妙
の
論
拠
に
立
っ
て
、
彼

の
不
滅
論
は
そ
の
論
旨
を
展
開
す
る
。

　
宗
柄
の
『
明
仏
論
』
は
以
下
万
有
と
法
身
の
問
題
、
空
の
問
題
、
万
有
の
存
在
論
、
悟
り
の
問
題
、
儒
門
諸
聖
と
菩
薩
道
の
関
係
、

仏
の
出
現
、
因
果
応
報
論
、
因
縁
論
、
修
行
の
問
題
、
宿
命
論
、
儒
釈
両
家
比
較
論
等
が
展
開
さ
れ
る
が
、
霊
魂
不
滅
論
の
根
幹
を

為
す
論
旨
は
右
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
か
ら
、
爾
余
の
諸
論
は
滋
に
紹
介
す
る
こ
と
は
略
し
た
い
。

　
宗
柄
の
神
不
滅
論
は
、
そ
の
師
慧
遠
の
説
を
更
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
そ
の
論
を
発
表
す
る
に
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到
っ
た
に
は
、
当
時
仏
教
を
攻
撃
す
る
神
滅
論
の
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
、
仏
教
の
真
髄
を
理
解
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
論
が
輩
出
し
　
3



て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
反
駁
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
弘
明
集
」
巻
第
十
一
に
収
め
る
何
令
尚
之
答
宋
文
皇
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帝
讃
揚
教
事
に
、

　
　
是
の
時
沙
門
慧
琳
有
り
、
仏
事
に
乖
き
て
、
其
の
法
を
穀
ち
、
白
黒
論
を
著
わ
す
。
衡
陽
の
大
守
何
承
天
、
琳
と
比
押
し
て
雅

　
　
に
相
撃
揚
し
、
達
性
論
を
著
し
て
並
に
一
方
に
拘
滞
し
て
釈
教
を
話
詞
す
。
永
嘉
の
大
守
顔
延
之
、
太
子
中
舎
人
宋
柄
は
仏
法

　
　
を
信
ず
る
者
な
り
。
前
二
者
を
検
駁
す
。
各
々
万
余
言
、
琳
等
始
よ
り
亦
往
還
し
、
未
だ
底
蹟
せ
ず
し
て
乃
ち
止
む
。
柄
因
っ

　
　
て
明
仏
論
を
著
し
以
て
其
の
宗
を
広
む
。
帝
之
を
善
し
と
す
。

と
あ
り
、
慧
琳
の
白
黒
論
、
何
承
天
の
達
性
論
等
の
神
滅
論
に
対
し
、
顔
延
之
、
宋
柄
が
論
難
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
論
争
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
弘
明
集
」
に
は
周
知
の
如
く
、
こ
の
間
の
往
復
論
難
の
書
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
宋
柄
と
何
衡
陽
の

論
難
往
復
書
翰
、
「
宋
居
士
に
与
う
る
書
」
（
何
承
天
）
、
「
何
衡
陽
に
承
う
る
の
書
」
（
宋
柄
）
が
数
点
、
「
達
性
論
」
（
何
承
天
）
「
神

不
滅
論
」
（
鄭
道
子
）
等
及
び
顔
之
推
の
「
顔
氏
家
訓
」
帰
心
篇
の
論
等
が
劉
宋
の
折
の
主
た
る
論
争
資
料
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
一

つ
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
は
煩
に
堪
え
ぬ
が
、
何
承
天
の
神
滅
論
に
答
え
た
も
の
と
し
て
は
、
鄭
道
士
の
神
不
滅
論
が
も
っ
と
も

よ
く
神
滅
論
を
駁
す
る
態
度
、
方
法
を
集
約
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
的
を
絞
っ
て
整
理
し
て
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　
何
承
天
の
神
滅
論
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
、
第
一
に
仏
教
の
形
尽
神
不
滅
に
対
し
て
、
不
滅
と
は
有
を
意
味
し
、
有
は
生
を
本
と

す
、
万
物
は
生
れ
出
て
は
廓
然
冥
尽
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
冥
尽
し
て
本
を
失
う
と
き
、
果
し
て
識
の
立
脚
す
る
点
あ
り
や
、
識

の
立
脚
す
る
所
無
く
し
て
神
の
寄
る
所
あ
り
や
と
い
う
論
で
あ
る
。
鄭
道
子
は
こ
れ
を
駁
し
て
宋
柄
の
神
精
粗
の
論
を
立
て
、
形

（
肉
体
）
神
（
霊
魂
）
に
は
粗
妙
の
差
が
あ
り
、
神
は
最
も
精
妙
に
し
て
生
の
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。

　
　
夫
れ
形
た
る
や
五
臓
六
脇
四
肢
七
藪
相
寄
り
て
一
と
な
り
神
は
そ
の
衆
形
を
統
ぶ
。

と
し
て
、
形
神
そ
れ
ぞ
れ
本
を
異
に
し
、
精
妙
な
る
も
の
が
生
の
本
と
な
る
の
で
、
神
こ
そ
生
の
根
元
で
あ
り
、
従
っ
て
不
滅
な
り



井上円了の霊魂不滅論

と
い
う
。
そ
し
て
何
承
天
の
「
万
物
廓
然
冥
尽
」
の
説
に
対
し
、
万
物
は
皆
有
で
、
一
形
尽
き
て
一
形
生
ず
、
生
は
本
然
自
ら
生
せ

ず
し
て
、
因
果
に
よ
り
て
作
用
す
る
も
の
で
、
尽
き
ざ
る
も
の
と
説
く
。

　
ま
た
何
承
天
が
形
神
は
一
体
不
離
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
形
尽
は
神
尽
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
ぬ
と
論
ず
る
が
、
そ
れ
に
対

し
、
鄭
道
子
は
、
火
と
薪
の
比
喩
に
よ
っ
て
之
を
駁
し
、
薪
な
け
れ
ば
火
は
生
ぜ
ず
と
い
う
も
、
薪
は
あ
く
ま
で
も
火
を
生
ず
る
用

資
を
為
す
も
の
で
、
そ
れ
自
体
火
の
本
と
は
な
ら
な
い
。
火
の
本
は
薪
と
は
別
に
本
来
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
形
と
神
の
関
係
も
ま

さ
に
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
薪
の
水
に
在
れ
ば
則
ち
火
尽
き
、
水
を
出
せ
ば
則
ち
火
生
ず
。
一
薪
未
だ
改
め
ず
し
て
火
は
前
期
す
。
神
が
形
を
頼
ら
ざ
る
こ

　
　
と
ま
た
滋
の
如
し
、
神
が
形
を
待
た
ざ
る
こ
と
以
て
知
る
べ
し
。

と
云
う
．
、
宋
柄
の
粗
妙
の
論
を
基
盤
に
、
形
神
本
つ
く
所
を
別
と
し
、
玄
妙
な
る
神
が
生
の
本
な
り
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
形
神
不
一
論
に
対
す
る
形
神
一
体
論
を
中
心
と
す
る
神
滅
論
が
展
開
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
粗
妙
の
論
の
み
を
基

盤
と
し
て
論
じ
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
は
水
掛
け
論
に
お
わ
る
危
険
が
多
分
に
存
す
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
不
滅
論
の
考
え
方
は
、
儒

家
の
理
気
の
分
別
、
体
質
の
思
想
が
か
な
り
濃
厚
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
か
な
り
便
宜
的
な
考
え
方
だ
っ
た
と

も
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
論
争
に
お
い
て
は
、
神
そ
の
も
の
の
概
念
規
定
が
甚
だ
不
明
確
な
点
が
あ
り
、
神
を
霊
魂
と
す
る
か
、
認
識

作
用
と
と
る
か
、
万
有
存
在
の
根
本
原
理
と
把
握
す
る
か
、
そ
の
間
の
分
別
が
ほ
と
ん
ど
為
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
太
極
両
儀
、

理
気
、
体
質
の
説
が
混
在
し
て
い
て
、
科
学
的
に
レ
デ
ュ
ー
ス
す
る
方
法
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
で
無
理
が
な
い
と
も
い
え

よ
う
。

　
こ
う
し
た
劉
宋
の
論
争
を
経
て
、
斉
に
至
っ
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
波
紋
を
呼
び
お
こ
し
た
の
は
萢
績
の
「
神
滅
論
」
で
あ
る
。

萢
績
の
同
書
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
論
考
に
巨
細
を
尽
し
た
紹
介
と
分
析
が
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
に
ゆ
ず
り
た
い
。
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蜂
屋
邦
夫
「
萢
績
”
神
滅
論
”
の
思
想
に
つ
い
て
」

　
　
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
一
号
、
昭
和
四
十
八
年
）

　
た
だ
そ
の
神
滅
論
の
根
幹
と
な
る
説
に
つ
い
て
、
列
記
し
て
お
け
ば
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω
神
即
形
、
形
即
神
の
思
想

　
　
形
は
神
の
質
で
あ
り
、
神
は
形
の
用
で
あ
っ
て
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
名
殊
而
体
一
の
説

　
　
形
神
は
名
称
を
異
に
す
る
も
、
も
の
は
一
つ
で
あ
　
刀
と
利
と
は
、
利
で
な
い
刀
は
意
味
が
な
い
よ
う
に
、
刀
が
な
け
れ
ば
利

　
　
と
い
う
働
き
は
な
い
。
形
は
神
の
質
で
あ
る
が
、
質
は
用
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
。
生
者
と
死
者
の
質
に
は
、
知
と
不
知
の

　
　
差
が
あ
る
。
質
を
生
死
を
抜
き
に
し
て
同
じ
と
み
よ
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

③
慮
思
無
方
、
慮
思
無
本
の
説

　
　
形
と
神
で
は
、
肉
体
の
諸
器
官
に
は
独
自
の
機
能
が
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
神
の
一
部
で
あ
る
。
痛
療
と
い
う
知
（
感
覚
）
、

　
　
是
非
と
い
う
慮
（
認
識
、
判
断
）
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
浅
深
の
差
が
あ
る
だ
け
で
、
慮
思
も
肉
体
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

ω
は
生
命
、
人
間
存
在
を
一
個
の
有
機
体
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
で
、
②
は
質
と
用
の
概
念
の
問
題
で
あ
り
、
③
は
判
断
認
識
感

覚
等
の
諸
作
用
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、
従
っ
て
、
形
神
分
離
の
考
え
方
に
は
同
意
し
難
い
と
説
く
。
こ

れ
は
何
承
天
の
神
滅
論
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
分
析
を
示
し
た
も
の
で
、
神
不
滅
論
に
対
し
て
与
え
た
影
響
も
大
き
か
っ

た
。
一
種
の
人
間
の
生
理
構
造
論
を
基
盤
と
し
た
、
自
然
主
義
的
な
観
点
と
い
え
よ
う
。
蜂
屋
教
授
も
こ
れ
ら
の
観
点
が
宋
代
に
て

格
段
に
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
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萢
績
の
所
説
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
粛
探
「
難
神
滅
論
」
、
曹
思
文
「
難
神
滅
論
」
、
沈
約
の
「
難
神
滅
論
」
（
広
弘
明
集
巻

二
二
∀
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
蜂
屋
教
授
の
論
に
ゆ
ず
る
。
形
神
一
体
、
形
神
合
離
の
論
の
対
決
が
、
そ
の
後
の
仏
教

の
神
の
概
念
規
定
の
分
析
に
も
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
を
詳
細
に
述
べ
る
暇
は
な
い
。

　
最
後
に
近
代
仏
教
学
の
巨
峰
た
る
円
了
が
、
こ
う
し
た
シ
ナ
精
神
史
上
に
お
け
る
霊
魂
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
に
把
握
し
、

ま
た
答
え
て
い
る
か
を
一
瞥
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。

お
わ
り
に
ー
ー
円
了
の
霊
魂
不
滅
論
と
シ
ナ
学
の
関
係

ヒ円了の霊魂不滅論

　
最
初
に
「
妖
怪
学
」
に
見
え
る
霊
魂
不
滅
論
に
見
る
限
り
で
は
、
円
了
は
上
述
し
た
中
国
中
世
の
神
滅
不
滅
論
争
に
つ
い
て
は
、

全
く
目
を
と
お
し
て
い
な
い
か
、
と
お
し
て
い
た
と
し
て
も
特
別
の
関
心
を
払
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
円
了
が
中
国
の
霊
魂

論
と
し
て
引
く
所
は
先
秦
儒
家
、
諸
子
の
説
、
宋
代
理
学
の
説
さ
ら
に
は
貝
原
益
軒
、
荻
生
但
殊
等
本
邦
儒
者
の
説
が
多
く
、
南
北

朝
の
も
っ
と
も
流
行
を
き
わ
め
た
こ
の
論
争
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
以
て
見
る
に
、

　
円
了
の
霊
魂
論
に
お
い
て
は
、
シ
ナ
の
三
教
の
論
争
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
円
了
の

霊
魂
論
の
結
語
に
は
左
の
如
く
云
う
。

　
　
今
余
は
更
に
西
洋
の
霊
魂
不
滅
論
説
に
照
し
て
、
先
に
挙
ぐ
る
所
の
霊
魂
論
を
結
ば
ん
と
す
。
古
代
に
は
物
心
二
元
並
存
論
に

　
　
本
づ
き
、
今
日
は
物
心
二
元
一
体
論
に
本
つ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
妖
怪
学
」
一
三
六
一
頁
）
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と
冒
頭
に
述
べ
、
物
心
並
存
論
、
二
元
一
体
論
を
図
示
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
、

は
物
心
一
体
論
に
よ
る
を
是
と
す
る
。
而
し
て
一
体
論
を
さ
ら
に
敷
街
し
、

フ
ィ
ヒ
テ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
名
を
挙
げ
、

左
図
を
掲
げ
て
、
以
下
の
如
く
説
く
。

今
日

の

不
滅
論

328

㈲
は
生
時
に
し
て
物
質
の
内
部
よ
り
心
性
の
一
部
分
を
其
中
心
に
開
発
し
、
匂
は
死
し
た
る
時
に
し
て
心
性
は
再
び
物
質
の
内

部
に
潜
伏
し
、
外
面
に
は
物
質
の
み
を
示
す
に
至
る
な
り
。
（
中
略
）
第
二
図
は
心
性
内
包
論
な
り
。
此
内
包
の
心
性
は
、
理

想
其
者
と
体
を
同
じ
う
す
る
を
以
て
、
独
り
不
滅
な
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
無
限
絶
対
な
り
。
然
れ
ど
も
そ
の
作
用
は
物
質
に

よ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
示
す
こ
と
能
は
ず
、
恰
も
太
陽
の
光
線
の
物
に
触
る
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
色
を
示
さ
ざ
る
が
如
し
。

　
故
に
余
は
此
内
包
論
に
よ
り
て
霊
魂
不
滅
を
唱
へ
ん
と
す
。
方
今
哲
学
上
種
々
の
論
派
あ
り
て
互
に
相
争
う
も
、
独
り
此
論

に
至
り
て
は
、
唯
物
論
も
唯
心
論
も
、
共
に
一
致
せ
ざ
る
を
得
ず
、
唯
心
論
の
此
説
に
合
す
る
は
勿
論
に
し
て
唯
物
論
は
心
性

を
以
て
物
質
固
有
の
勢
力
に
帰
す
る
と
き
は
　
種
の
内
包
論
と
な
る
は
明
ら
か
な
り
。
此
の
内
包
論
に
よ
り
て
霊
魂
に
本
来
覚

知
性
を
具
有
す
る
こ
と
を
証
す
べ
し
。
何
者
、
吾
人
の
心
は
既
に
覚
知
性
を
有
す
る
以
上
は
、
之
を
推
し
て
物
質
内
包
の
心
性

の
本
源
に
も
覚
知
性
の
潜
伏
し
て
存
す
る
を
知
る
べ
き
を
以
て
な
り
。
是
れ
余
が
霊
魂
論
の
帰
結
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
六
二
～
＝
二
六
三
頁
）

こ
の
結
論
に
よ
っ
て
円
了
の
霊
魂
不
滅
論
を
、
先
述
の
中
国
の
神
滅
不
滅
論
と
対
比
す
る
と
き
、
左
の
諸
点
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な



る
。　

ω
シ
ナ
の
不
滅
論
者
が
唱
え
た
形
神
］
体
論
は
円
了
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
物
質
に
も
心
性
が
内
包
し
て
い
る
と
い

　
　
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
死
に
よ
る
区
別
を
説
き
、
神
滅
論
に
至
ら
ざ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
②
萢
績
の
神
滅
論
に
見
ら
れ
る
肉
体
各
器
官
の
固
有
の
知
覚
は
肉
体
と
と
も
に
滅
ぶ
と
い
う
論
と
対
比
す
る
と
き
、
霊
魂
が
各
器

　
　
官
に
あ
る
以
上
そ
れ
は
肉
体
に
も
内
包
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
物
質
の
資
が
な
い
た
め
に
そ
の
存
在
を
顕
在
化
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
な
い
の
だ
と
説
く
。

　
③
質
用
と
い
う
シ
ナ
の
霊
魂
論
争
は
、
円
了
の
論
の
中
で
も
、
「
そ
の
作
用
は
物
質
に
よ
ら
ざ
れ
ば
示
す
こ
と
能
は
ず
」
と
い
う

　
　
形
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
神
滅
論
と
ち
が
っ
て
、
円
了
は
、
顕
在
化
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
物
質
に
内
包
す
る
心
性

　
　
が
消
尽
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
説
く
。
中
国
人
の
質
用
概
念
、
理
気
論
等
へ
の
こ
だ
わ
り
方
に
比
し
、
ま
こ
と
に
直
載
な

　
　
論
断
の
仕
方
で
、
中
国
中
世
人
の
論
理
の
す
す
め
方
と
の
大
い
な
る
差
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

井上円了の霊魂不滅論

　
以
上
観
じ
て
き
て
、
円
了
の
霊
魂
不
滅
論
は
決
し
て
シ
ナ
中
世
の
同
系
論
争
の
再
検
証
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
同
様

の
問
題
意
識
を
、
円
了
独
自
の
観
点
、
方
法
か
ら
解
決
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
而
し
て
そ
の
も
っ
と
も
大
い
な
る
特
色
は
、
「
神
」
即
ち
霊
魂
の
概
念
を
、
粗
妙
の
差
、
あ
る
い
は
知
慮
の
概
念
等
の
相
対
的
解

釈
に
よ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
す
べ
て
を
内
包
す
る
「
心
性
」
と
い
う
言
葉
で
説
い
た
点
に
あ
る
。

　
神
の
概
念
の
細
分
化
、
相
対
化
に
よ
る
論
争
の
つ
づ
い
た
シ
ナ
の
学
者
に
対
し
、
そ
う
し
た
す
べ
て
を
具
有
し
た
統
一
体
と
し
て
、

心
性
と
い
う
存
在
及
び
働
き
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
シ
ナ
学
的
教
養
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
西
洋
哲
学
を
加
味
し
な
が
ら
、
あ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

ま
で
も
仏
教
者
と
し
て
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
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福
井
康
順
「
道
教
の
基
礎
的
研
究
」
附
録
牟
子
の
研
究
（
昭
和
二
七
年
、
書
籍
文
物
流
通
会
）

②
た
と
え
ば
、

　
　
久
保
田
量
遠
「
支
那
儒
道
仏
三
教
史
論
」
（
昭
和
六
年
、
東
方
書
院
）

③
明
仏
論
の
序
に
つ
い
て
は
、
筆
者
監
修
「
校
勘
補
訂
訳
注
　
宋
柄
『
明
仏
論
』
日
（
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
中
哲
、
印
哲
篇
「
東

　
　
洋
学
論
叢
」
第
五
集
、
昭
和
五
九
年
）
参
照
。
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