
清
沢
満
之
の
万
物
一
体
論

安 

富

信 

哉

ご
承
知
の
よ
う
に
、
清
沢
満
之
は
、
そ
の
晩
年
に
精
神
主
義
を
唱
道
し
ま
す
。

そ
の
な
か
で
精
神
主
義
は
万
物
一
体
の
原
理
を
信
念
と 

す
る
と
い
い
ま
す
。

精
神
主
義
は' 

実
行
に
関
す
る
主
義
を
申
す
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
別
に
学
問
的
の
理
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
必
要
は
あ
り
ま 

せ
ぬ
が
、
実
行
を
督
励
す
る
が
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
理
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
説
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
万
物
一
体
の
理
想
と
か
、
 

万
物
同
体
の
原
理
と
か
名
づ
け
て
よ
ろ
し
い
。:

：:

精
神
主
義
に
お
い
て
は
、
万
物
一
体
と
申
す
は
、
精
神
の
坐
り
よ
う
に
よ
り
て
、
 

我
等
は
万
物
一
体
と
い
う
見
地
に
住
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
、
換
言
す
れ
ば' 

精
神
主
義
は
、
万
物
一
体
と
い
う
こ
と
を
、
 

ひ
と
つ
の
信
念
と
す
る
と
い
う
て
よ
ろ
し
い
。(

「
精
神
主
義
」
第
三
回
・
『
清
沢
満
之
全
集
』N

——
65) 

清
沢
は' 

精
神
主
義
に
お
い
て
、

こ
の
万
物
一
体
を
標
語
化
し
て
説
い
て
い
ま
す
。

そ
し
様
々
な
場
所
で
、

万
物
一
体
の
理
念
に
つ
い 

て
言
及
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
精
神
主
義
に
お
い
て
万
物
一
体
が
重
要
な
思
想
で
あ
る
と
説
か
れ
た
わ
り
に
は
、
そ

の

後
こ

の

万

物- 

体
の
意
義
に 

つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

私
自
身
、
万
物
一
体
が
精
神
主
義
の
重
要
な
思
想
で
あ
る
こ 

と
は
重
々
知
っ
て
は
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
身
を
こ
れ
ま
で
主
題
と
し
て
確
か
め
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

そ
ん
な
折
に
、
た
ま
た
ま
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
は' 

最
近
あ
ら
わ
れ
た
二
つ
の
論
考
を
新
鮮
な
想
い
で
目
に
止
め
ま
し
た
。

ひ
と
つ
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は
深

澤
助
雄
氏
の
論
文
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
一
清
沢
満
之
先
生
の
信
仰
に
つ
い
て
一
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
小
野
良
世
氏
の 

①

講

演

「
清
沢
満
之
の
社
会
有
機
体
説
」
で
す
。
深
澤
氏
は
、
清
沢
の
信
仰
体
験
を
尋
ね
る
な
か
で
、
程
明
道
の
万
物
一
体
論
と
の
関
係
に 

言
及
し
、
精
神
主
義
理
解
の
視
点
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
小
野
氏
は
、
清
沢
の
初
期
思
想
の
形
成
を
尋
ね
る
な
か
で
、

ス
ペ
ン
サ 

1

の
社
会
有
機
体
説
と
の
関
連
に
言
及
し
、
精
神
主
義
批
判
の
視
点
を
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、

こ
の
お
二
人
の
論
考
に
瞠
目
す
る 

と
同
時
に' 

改
め
て
自
分
な
り
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
想
い
に
駆
ら
れ
ま
し
た
。

以
来
、
清
沢
の
万
物
一
体
論
が
気
に
な
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
東
洋
の
思
想
史
に
つ
い
て
も
、
近
代
社
会
思
想
史
に
つ
い
て
も
、
 

貧
し
い
理
解
し
か
持
っ
て
い
な
い
私
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
想
念
を
ふ
か
め
て
ゆ
く
間
も
な
く
、
今
日
に
来
て
し
ま
い 

ま
し
た
。

た
だ
少
し
想
い
を
回
ら
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
万
物
一
体
と
い
う
語
を
用
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
万
物
一
体
論
的
な
思
想 

は
、
清
沢
に
お
い
て
、
か
な
り
は
や
い
時
期
に
胚
胎
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

清
沢
の
万
物
一
体
論
は
、
ひ
と
つ
の 

有
機
体
的
な
世
界
観
で
す
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
仏
教
の
伝
統
的
な
相
依
相
待
的
な
実
相
観
で
す
。

そ
の
実
相
観
が
彼
の
な
か
に 

具
体
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
中
国
の
万
物
一
体
論
や
西
洋
の
有
機
体
説
な
ど
が
何
ら
か
の
役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
。

し 

た
が
っ
て
清
沢
の
万
物
一
体
論
は
、
多
面
的
に
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
の
実
相
観
に
せ
よ' 

中
国
の
万
物
一
体
論
に
せ
よ' 

あ
る
い
は
西
洋
の
有
機
体
説
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
、
全

体

論

的
9

。
一
库
〇') 

な
世
界
観
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
世
界
は' 

た
ん
に
主
——
客
と
い
う
関
係
に
も
と
づ
い
て
対
象
化
し
て
み
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
 

自
分
も
ま
た
世
界
の
一
部
と
し
て' 

全
体
論
的
に
み
ら
れ
ま
す
。
古

来

、
東
洋
に
も
西
洋
に
も
、
全
体
論
的
な
立
場
に
立
っ
た
思
想
が
様 

々
に
現
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

近
年
で
は
、

ホ

ワ

イ
ト

ヘ

ッ
ド(

4

一
片
包
や
ミ
ョ
盂
一一

¢

住

1
8
6
1
1
1
94

7
)

の
哲
学
が
、

「有
機
体
の
哲
学
」 

と

し

て

注

目

・
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
全
体
論
的
な
思
考
に
基
づ
く
思
想
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
今
日
私
が
取
り
上
げ
る
清
沢 

の

「
万
物
一
体
論
」
は
、
有
機
体
的
な
世
界
観
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
観
で
す
が
、

こ
れ
も
や
は
り
全
体
論
的
な
思
考
か
ら
誕
生
し
た
思
想 

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
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そ
れ
で
は
、
清
沢
の
万
物
一
体
論
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
清
沢
の
生
涯
は
四
十
年
で
す
が
、
大
き
く
み
れ
ば
、
 

哲
学
期
と
宗
教
期
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
哲
学
期
は
、
彼
が
哲
学
研
究
に
打
ち
こ
ん
で
い
た
時
期
で
す
。

も
ち
ろ
ん
彼
は
、
真 

宗
の
僧
侶
と
し
て
得
度
し
、
強
い
宗
教
的
関
心
を
早
く
か
ら
抱
い
た
人
で
す
が
、
東
京
大
学
で
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
、
卒
業
後
は
、
第
一 

高
等
学
校
や
哲
学
館
で
教
鞭
を
と
り
、
さ
ら
に
京
都
に
移
っ
て
か
ら
も
高
倉
の
真
宗
大
学
で
西
洋
哲
学
史
を
講
じ
て
い
ま
す
。

そ
の
哲
学 

期

の

最

後

を

飾

る

の

が

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

で
す
。
他
方
、
宗
教
期
は
、
彼
が
禁
欲
持
戒
の
生
活
の
結
果
、
重
い
結
核
に
か
か
り
、
生
死 

の
問
題
に
直
面
し' 

信
念
の
確
立
を
め
ざ
し
て
悪
戦
苦
闘
し
た
時
代
で
す
。

そ

の
宗
教
期
の
最
後
を

飾
る
の
が

『
我
が
信
念
』

で
す
。
 

万
物
一
体
の
思
想
は'

哲
学
期
と
宗
教
期
に
一
貫
し
て
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
時
期
の
あ
い
だ
に' 

万
物
一
体
の
思
想
は
、
 

様
々
な
表
現
で
説
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
は
、
宗
教
期
以
前
の
万
物
一
体
論
に
つ
い
て
、
お
も
に
形
成
史
的
な
観
点
か
ら
一
瞥
し
て 

み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

I

万
物
一
体
論
の
素
地

大
乗
仏
教
で
は
、

一
切
の
存
在
は
、
無
自
性
儿
空
に
お
い
て
、
相
依
相
待
的
に
成
立
し
て
い
る
と
把
え
ら
れ
、

こ
の
よ
う
な
縁
起
の
世 

界
で
の
相
依
相
待
的
な
在
り
よ
う
こ
そ
、
諸
法
の
実
相
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
説
か
れ
ま
す
。
清
沢
の
万
物
一
体
論
は
、

こ
の
よ
う
な
大
乗 

仏
教
の
知
見
を
基
底
と
し
て
い
ま
す
が' 

こ
の
よ
う
な
見
方
を
、
彼
は
ず
い
ぶ
ん
早
い
時
期
か
ら
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ 

ま
す
。

明
治
十
四
年
、

十
九
歳
の
と
き
、

当
時
、
彼
は
育
英
教
校
に
学
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
「
慎
独
斉
記
」
と
い
う
漢
文
の
短
か
い
文 

章
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
清
沢
の
あ
る
友
人
が
書
斉
に
慎
独
斉
と
い
う
名
を
つ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、

一
文
を
草
し
た
も
の
で
す 

が
、
そ
こ
に
は
、
冒
頭
に
、
「
仏
者
動
輙
日
、
平

等

「
味
蓋
彼
此
二
物
無
相
隔
之
言
也
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
者
動
輙
日
く
。

平
等 

一，味
と
は
、
け
だ
し
彼
此
の
二
物
あ
い
隔
つ
る
こ
と
な
き
の
言
な
り
、
と
で
も
訓
ん
だ
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
に
は
彼
と
此
と
が 

隔
て
な
し
と
い
う
彼
我
同
体
的
な
実
相
観
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
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育
英
教
校
時
代
に
仏
教
の
書
物
に
親
し
ん
だ
清
沢
は
、
や
が
て
入
学
し
た
東
京
大
学
哲
学
科
で
、
仏
教
学
の
講
義
を
受
講
し
て
い
ま
す
。
 

東
大
に
は
、
仏
教
学
が
科
目
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

欧
米
の
厳
密
な
文
献
学
的
研
究
方
法
は
、
明
治
十
八
年
に
東
京
大
学
講
師
に
就
任
し 

た
南
条
文
雄
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
当
時
の
東
大
の
仏
教
学
は
ま
だ
近
代
的
な
水
準
に
達
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

清 

沢
は
、

の
ち
に
真
宗
大
谷
派
の
最
高
の
学
階
で
あ
る
講
師
に
な
っ
た
吉
谷
覚
寿
か
ら
、

『
ハ
宗
綱
要
』

や

『
天
台
四
教
儀
』

な
ど
を
、

ま 

た
曹
洞
宗
の
人
で
、
東
大
印
度
哲
学
の
最
初
の
講
師
で
あ
る
原
担
山
か
ら
『
大
乗
起
信
論
』

な
ど
を
学
ん
で
い
ま
す
。
 

明
治
十
九
年' 

す
な
わ
ち

大
学

四

年

頃

に

記

さ
れ

た

「
心
」

と
い
う
断
簡
が
あ
り
ま
す
。
美
濃
半
紙
半
裁
一
葉
に
毛
筆
で
書
か
れ
て
い 

る
と
い
わ
れ
ま
す
。

心
仏
及
衆
生
是
三
無
差
別
。

十
界
互
具
。

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
。

一
念
三
千
。

一
色
一
香
無
非
中
道
。

挙
ー
全
収
。

事
々
無
碍
。

万
法
是
真
如

真
如
是
万
法 

煩
悩
即
菩
提
。

一
即
一
切
、

一
切
即
〇

生
死
即
涅
槃
。
 

(

『
清
沢
満
之
全
集
』I

——

444) 

こ
の
断
簡
は
、
覚
え
書
き
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
メ
モ
に
は
、

一
念"

理
に
よ
る
全
体
の
統
括
を
構
想
す
る
天
台
の

凡
神
論
。
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本
体
論
と
、
個
々
の
現
象
儿
事
の
縁
起
す
る
関
係
そ
の
も
の
に
真
な
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
華
厳
の
現
象
論
が
短
か
い
こ
と
ば
で
書
き 

留
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
若
き
清
沢
は
、
世
界
が
、
無
自
性
口
空
に
お
い
て
、
相
依
相
待
的
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
実
相
観 

を
ふ
ま
え
、
生
死
は
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り
と
悟
得
し
て
い
る
仏
教
者
の
悟
り
の
世
界
に
想
い
を
こ
ら
し
て
い
ま
す
。

十
界
互
具
と
い
い
、
 

挙
一
全
収
と
い
い' 

一
切
即
ー
と
い
い
、

こ
こ
に
は
、
後
に
み
ら
れ
る
万
物
一
体
思
想
の
全
容
が
、
そ
の
ま
ま
出
て
い
る
と
い
っ
て
も
過 

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
の
ち
に
、
万
物
一
体
の
思
想
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
清
沢
は' 

こ
こ
に
出
て
い
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
用
い
て 

説
明
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
若
い
頃
か
ら
、
大
乗
仏
教
の
相
依
相
待
的
な
世
界
観' 

実
相
観
に
共
鳴
し
て
お
り' 

そ
れ
が
や
が 

て
万
物
一
体
と
い
う
概
念
に
凝
集
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
清
沢
の
万
物
一
体
論
の
形
成
に
お
い
て
見
落
せ
な
い
の
が' 

中
国
哲
学
と
の
か
か
わ
り
で
す
。

武
士
の
出
自
で
あ
る
彼
は
、
 

幼
い
頃
か
ら
漢
籍
に
親
し
ん
で
お
り
ま
し
た
。

育
英
教
校
時
代
に
は
、

漢
文
で' 

い
く
つ
か
の
短
か
い
文
章
を
創
作
し
て
お
り
ま
す
。
 

『
予
備
門
日
記
』

に
は
、
漢
籍
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
稲
葉
昌
丸
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
当
時
予
備 

門
で
は' 

漢
籍
の
出
来
る
も
の
は
、
試
験
し
て
此
の
科
の
み
上
級
に
編
入
を
許
さ
れ
、
清
沢
は
、
直
ち
に
一
級
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
 

さ
ら
に
大
学
二
年
の
頃
に
は
、

『
言
志
録
』

か
ら
書
き
抜
き
し
て
い
ま
す
。

そ

の

頃

の

『
雑
記
帳
』

の
目
次
——

『
全
集
』

に
入
っ
て
い 

る
の
は
目
次
の
み
で
内
容
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
が!
—

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
荘
子
講
義
」

が
筆
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ 

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
若
き
清
沢
が
漢
籍
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

大
学
の
卒
業
証
書
に
は
、
中
国
哲
学
の
教
官
と
し
て
、
島
田
重
礼
、
南
摩
綱
紀
の
二
人
の
名
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。

西
村
見
暁
氏
に
よ

③

れ
ば
、
島
田
重
礼
か
ら
程
朱
な
ど
の
宋
学
を
学
ん
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

程
と
は' 

程

明

道

・
程
伊
川
の
二
程
子
で
あ
り
、
朱
と
は
朱
熹
で 

す
。
程
明
道(

程
顎)

の
哲
学
は
、
清
沢
の
万
物
一
体
論
の
形
成
に
お
い
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

こ
れ
に 

つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

島

田

虔

次

氏

の

『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
(

岩
波
新
書)

は
、
中
国
に
お
け
る
万
物
一
体
の
思
想
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
、

門
外
漢
の
私
が
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随
分
教
え
ら
れ
た
本
で
す
が
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
万
物
一
体
と
い
う
説
は
、
は
や
く
六
朝
時
代
に
か
の
鳩
摩
羅
什
の
高
弟
で
、
当
時
、
仏 

教
哲
学
界
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
た
僧
肇
法
師(

三
七
四
——
四
一
四)

が
、
『
肇
論
』

の
な
か
で
、
「
天
地
は
我
と
同
根
、
万
物
は
我
と
一
体
」 

と
い
っ
た
こ
と
に
淵
源
す
る
と
い
い
ま
す
。

調
べ
て
み
る
と
、

こ
の
こ
と
ば
は
、
『
肇
論
』

「
涅
槃
無
名
論
」

に
入
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
島 

田
氏
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
荘
子
が

、

そ

の

「
物
を
斉
し
く
す
る
の
論
」

に
お
い
て'

「
天
地
は
我
と
並
び
生
き
、

万
物 

は

我

と

た
り
」

と
し
た
有
名
な
テ
ー
ゼ
に
突
き
あ
た
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
程
明
道(

一
〇
三
二!
-
0

ハ
五)

の

「
万
物
一
体
の
仁
」

の
主
張
は
、
荘
子
や
僧
肇
の
万
物
一
体
論
が
冥
想
的
で
諦
念
的
で
あ 

る
の
に
対
し
て
、
儒
家
の
態
度
と
し
て
、
実
践
的
で
あ
り
、
思
想
史
の
う
え
で
、
も
っ
と
も
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い 

わ
れ
ま
す
。

孔
子
の
教
え
と

し
て

の
儒
教
の
中
心
概
念
が

「
仁
」
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
ま
す
が' 

明
道
は' 

そ

の

「
仁
」
と 

は' 

天

地

万

物
(

万
物
と
は
万
民
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す)

と
一
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
し' 

仁
と
は
天
地
を
体
と
な
し
、
万

物

を

四

肢

百

体(

手
足
そ
の
他
、
身
体
の
諸
部
分)

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。(

『
近
思
録
』
道
体) 

と
い
い
ま
す
。

こ
の
観
点
か
ら
、
人
間
が
自
分
の
身
体
に
痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
、
天
地
万
物
の
痛
み
を
自
分
の
痛
み
と
感
覚
す
る
こ
と
、 

そ

れ

が

「
万
物
一
体
の
仁
」

で
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
。

明
道
は
、
「
民
を

視
る
こ

と

傷
つ
け

る(

も
の
を
視
る)

が
如
し
」

と
い
う
文
字
を 

座
右
に
は
っ
て
反
省
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
島
田
氏
に
よ
れ
ば
、
「
万
物
一
体
の
仁
」

の
説
は
、
宇
宙
的
な
家
族
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
が
は 

げ
し
い
理
想
主
義
に
裏
づ
け
ら
れ
る
と
き
、
水
平
主
義
的
ユ
ー
ト
ビ
ア
主
義(

同
胞
主
義)

と
し
て
作
用
す
る
も
の
と
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
 

こ

の

「
万
物
一
体
の
仁
」

の
説
は
、

の
ち
に
王
陽
明
に
よ
っ
て
、
精
神
的
救
世
運
動
と
し
て
展
開
す
る
に
至
り
ま
す
。

陽
明
学
は
、

日
本
で
は' 

江
戸
時
代
に
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
が
、
中
江
藤
樹
や
熊
沢
蕃
山
な
ど
に
王
陽
明
の
平
等
思
想
の
入
っ
て
い
た 

こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

清
沢
は'

「
万
物
一
体
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
中
国
の
伝
統
哲
学
に
学
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

学
生
時
代
の
書
籍
目
録 

の
控
え
や' 

彼
が
京
都
へ
帰
っ
て
か
ら
ま
も
な
く
の
頃
の
蔵
書
で

あ
る
「如
是
文
庫
」

の
目
録
を
み
る
と
、
漢
籍
で
は
荘
子
の
多
い
の
が 

特
徴
で
す
。

ま

た

僧

肇

の

『
註
維
摩
』
あ
る
い
は
、
程
明
道
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
言
行
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
近
思
録
』

四
巻
が
蔵
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書
に
入
っ
て
い
ま
す
。

さ

ら

に

陽

明

の

『
伝
習
録
』

を
彼
は
読
ん
で
お
り
、
佐

藤

一

斉

の

『
言
志
録
』

を
愛
読
し
、
書
き
抜
い
て
い
ま
す
。
 

清
沢
は
、
朱
子
学
よ
り
も
む
し
ろ
陽
明
学
の
方
に
シ
ン
パ 

シ
ー
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
 

清
沢
の
有
機
体
的
世
界
観
“

万
物
一
体
論
は
、

仏
教
の
相
依
相
待
的
実
相
観
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、

「
万
物
一
体
」

な
る 

タ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
中
国
思
想
史
の
な
か
で
現
わ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

彼
は
、
幼
い
頃
か
ら
の
漢
籍
の
学
び
や
東
京
大
学
で
聞
い 

た
島
田
重
礼
の
程
朱
に
関
す
る
講
義
な
ど
を
通
し
て
、

こ
の
タ
ー
ム
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し 

彼
の
万
物
一
体
論
は
、

儒
教
的
伝
統
よ
り
も
む
し
ろ
仏
教
的
伝
統
に
由
っ
て
い
ま
す
。

お

そ

ら

く

私

が

「
万
物
一
体
」

の
語
と
僧
肇
の

④
 

『
肇
論
』

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
じ
め
て
示
唆
さ
れ
た
の
は
、

松
原
祐
善
先
生
か
ら
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

『
肇
論
』

の
基
づ
く
と 

こ
ろ
は
、
般
若
の
無
所
得
空
で
あ
り
、
実
相
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
実

相

を

表

わ

す

『
肇
論
』

の

「
万
物
一
体
」
は

、
儒
教
的
伝
統
の 

な
か
の
そ
れ
に
較
べ
て
、
よ
り
絶
対
的
で
超
越
的
で
す
。
仏
教
的
伝
統
に
立
っ
た
清
沢
の
万
物
一
体
論
も
ま
た
、

こ
の
た
め
超
越
的
・
絶 

対
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
す
。

と
こ
ろ
で
清
沢
の
万
物
一
体
論
の
背
景
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
西
洋
の
有
機
体
的
世
界
観
の
影
響
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

つ
ぎ
に
こ
れ
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

明
治
十
年
代
の
日
本
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
西
洋
思
想
の
導
入
期
で
し
た
。

清
沢 

は
、
明
治
十
四
年
に
東
京
留
学
を
本
山
か
ら
命
ぜ
ら
れ
、
稲
葉
昌
丸
、
柳
祐
久
と
と
も
に
上
京
。

東
京
大
学
予
備
門
に
入
学
し
ま
す
。

当 

時
の
東
京
大
学
は
、
様
々
な
西
洋
の
思
想
か
ら
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
、
活
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

一
体
そ
の
状
況
は
、
具
体 

的
に
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

明
治
末
年
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
史
論
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
山
路
愛
山
は
、
明
治
十 

三
、
四
年
頃
か
ら
、
東
京
大
学
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
西
洋
の
思
想
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
 

か
く
の
ご
と
く
、
東
京
大
学
は
、

モ
ー
ル
ス
に
よ
っ
て
人
祖
論
を
唱
え
、
加
藤
弘
之
に
よ
っ
て
天
賦
人
権
説
を
排
し
た
る
と
と
も 

に
、
外
山
正
一
の
徒
に
よ
っ
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
を
唱
導
し
、
人
間
の
知
り
う
べ
き
も
の
は
現
象
の
み
。

人
間
は
た
だ
ち
に
宇
宙 

の
本
体
に
面
対
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
万
物
そ
れ
自
身
は
不
可
知
的
な
り
。

万
物
の
本
源
も

ま
た
不
可
知

的
な

り
と

主

張

し

た

り

.0
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東
京
大
学
が
か
く
の
ご
と
き
活
動
を
始
め
た
る
は
、
仏
国
派
の
権
利
論
、
英
国
派
の
功
利
論
が
や
や
人
心
に
あ
き
ら
れ
ん
と
す
る
と 

き
に
乗
じ
た
る
も
の
な
る
を
も
っ
て
、
す
こ
ぶ
る
世
上
に
新
鮮
な
る
感
覚
を
あ
た
え
た
り
き
。(
『
現
代
日
本
教
会
史
論
』) 

山
路
は
こ
こ
で
三
人
の
名
前
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

モ
ー
ル
ス
と
は
、!

5
¢
一
^
!

は3

黑

日

令

で

あ

り

、

明
治
十
年
に
招
か
れ
て
来
日
し
、
 

東
大
で
生
物
学
や
動
物
学
を
教
え
ま
し
た
。

彼
は
、
大
森
貝
塚
を
発
見
し
た
人
と
し
て
有
名
で
す
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
日
本
に 

初
め
て
紹
介
し
、
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

加
藤
弘
之
は
、

の
ち
に
東
京
大
学
の
初
代
学
長
と
な
っ
た
人
で
す
。
最
初
は
民
権
派
と 

し
て
出
発
し
、
『
国
体
新
論
』
を
著
わ
し
て
国
学
者
と
対
決
し
ま
し
た
が
、
や
が
て
そ
の
主
義
を
一
変
し
、
明

治

十

五

年

に

『
人
権
新
説
』 

を
著
わ
し
て
、
天
賦
人
権
論
か
ら
優
勝
劣
敗
説
へ
と
転
向
し
ま
し
た
。

外
山
正
一
は
、

日
本
人
最
初
の
哲
学
教
師
と
し
て
進
化
論
哲
学
の 

移
入
紹
介
に
あ
た
り
、
最
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
を
こ
の
ん
で
、
そ
れ
の
祖
述
に
つ
と
め
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
ド
イ
ツ
哲
学
を
紹
介
す
る
ま 

で' 

哲
学
を
指
導
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
東
京
大
学
は
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
い
て' 

思
想
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え 

ま
し
た
。
清
沢
は
、
こ
う
い
う
ア
カ
デ
ミ
ー
の
状
況
の
な
か
で
西
洋
の
哲
学
を
学
ん
だ
の
で
す
。

明
治
十
六
年
に
東
京
大
学
哲
学
科
に
進
ん
だ
清
沢
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
や
加
藤
弘
之
の
人
権
論
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
不
可
知
論
に 

つ
い
て
聞
く
機
会
を
え
ま
し
た
。
彼
は
と
く
に
外
山
正
一
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
通
し
て
知
っ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
に
大
き
な
示
唆
を
受
け 

ま
し
た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
は' 

自
由
放
任
主
義
の
政
治
経
済
学
に
依
拠
す
る
ラ
ジ
カ
ル
な
個
人
主
義
と
、
自
然
科
学
、
と
り
わ
け
生 

物
学
の
進
化
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
社
会
観
と
を
統
合
す
る
試
み
で
あ
り
ま
し
た
。

十
九
世
紀
の
後
半
に
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
著
作
は' 

ア

⑥
 

メ
リ
カ
の
抬
頭
す
る
中
産
階
級
に
も
の
凄
い
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。

明

治

十

一

年(

一
八
七
八)

に
来
日
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
こ
の
洗
礼
を 

受
け
て
い
た
の
で
す
。

い
ま
私
た
ち
に
と
っ
て
、

ス
ペ
ン
サ
ー
は
な
じ
み
が
う
す
い
思
想
家
で
す
。
し
か
し
明
治
の
日
本
の
イ
ン
テ
リ
に
と
っ
て
、

ス
ペ
ン
サ 

—
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
人
物
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、

日
本
の
思
想
界
は
、

こ
の
影
響
を
受
け
て
、
 

彼
の
著
作
が
次
か
ら
次
に
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。

清
水
幾
太
郎
氏
は' 

こ

の

現

象

を

「
ス

ペ
ン

サ
ー:

フ
ッ
シ
ュ
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

氏
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は
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
説
は
、
自
由
民
権
運
動
の
な
か
で
、
大
き
な
政
治
的
機
能
を
は
た
し
た
と
い
わ
れ
、
明
治
十
四
年
に
松
島
剛
に
訳 

0

さ

れ

た

『
社
会
平
権
論
』

金
。2

巴

ゴ8
^

目

1
8
55

)

に
関
す
る
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

東
京
大
学
で
哲
学
を
講
じ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
ギ

ル

バ
ー

ト

：
シ
ョ
ン
ス
ト
ン
氏
に
よ
る
と
、
熱
心
な
進
化
論
者
で
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大

⑧

学

の

「
ス
ペ 

ン

サ

ー

・
ク
ラ
ブ
」(

1

1
^

ヱ
ニ13

6
1

ふ5
1 3

0
0
2

。2

〇4) 

の
創
草
に
関
与
し
た
と
い
い
ま
す
。
清
沢
は
、

ス
ペ 

ン
サ
ー
の
思
想 

を
主
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
通
し
て
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

清
沢
の
ス
ペ
ン
サ
ー
熱
も
相
当
な
も
の
で
し
た
。

「如
是
文
庫
」(

明
治
二 

十
四
、
五
年
ご
ろ)

の
蔵
書
目
録
に
は
、

『
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:
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な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
少
な
い
蔵
書
の
な
か
で
、

一
人
の
思
想
家
に
つ
い
て
、
十
点
近
い
書
物
が
入
っ
て
い
る
の
は
異
例
で
す
。
 

こ
れ
ら
は
、
清
沢
の
ス
ペ
ン
サ
ー
へ
の
傾
倒
ぶ
り
を
語
る
も
の
で
し
ょ
う
。
と
同
時
に
、

こ
れ
ら
の
収
集
さ
れ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
書
物
の 

標
題
を
み
る
と
、
清
沢
は
、
か
な
り
強
い
社
会
的
関
心
を
も
っ
た
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
は
、
社
会
思
想
史
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
解
が
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
人
間
の
社
会
を
有
機
体
的
に
考
え
て
、
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個
別
的
な
各
部
分
が
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
社
会
の
全
体
を
構
成
す
る
と
み
な
し
、

一
方' 

こ
れ
を
一
個
の
生
命
体
の
よ
う
に' 

未
分
化 

な
統
一
か
ら
高
度
に
複
合
化
し
た
構
造
へ
進
化
す
る
と
考
え
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
社
会
観
は
、
社
会
進
化
論
と
か
社
会
的
ダ
ー
ウ 

ィ
ー
ー
ズ
ム
と
呼
ば
れ
、

こ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
社
会
観
に
と
っ
て
代
っ
て
登
場
し
た
新
し
い
社
会
理
論
で
し
た
。
 

こ
の
社
会
的
ダ
ー
ウ
ィ
ー
ー
ズ
ム
は
、

い

わ

ゆ

る

「
最
適
者
生
存
」

と
い
う
こ
と
ば
で
訳
さ
れ
る
進
化
論
に
立
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
の 

容
赦
な
い
競
争
を
正
当
化
す
る
理
論
で
し
た
。
自
然
淘
汰
、
適
者
生
存
、
生
存
競
争
、
突
然
変
異
な
ど
の
概
念
を
通
し
て
生
命
の
進
化
を 

説
明
し
た
進
化
論
が
、
社
会
理
論
に
応
用
さ
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
歪
ん
だ
方
向
に
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
承
知
の
通
り
で
す
。
あ
の
ナ 

チ
ズ
ム
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
族
は
世
界
に
冠
た
り' 

と
の
思
い
上
っ
た
立
場
か
ら
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
を
劣
等
と
き
め
つ
け
、
歴
史
上
裡
か 

ら
抹
殺
す
る
こ
と
が
自
然
の
摂
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
ま
で
極
論
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
生
々
し
く
私
た
ち
の
記
憶
に
残
っ
て
お 

り
ま
す
。

し
か
し
明
治
初
期
の
日
本
で
は
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
は' 

そ
の
よ
う
な
暗
黒
面
を
も
つ
以
前
に
、
時
代
が
封
建
体
制 

下
か
ら
近
代
に
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
社
会
的
に
下
位
の
者
が
上
位
の
者
を
超
え
て
ゆ
く
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
思
想
と
し
て
、
新 

興
の
イ
ン
テ
リ
に
歓
迎
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

加

藤

弘

之

の

『
人
権
新
説
』

に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、

ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
天
賦
人 

権
説
に
立
っ
た
思
想
家
と
み
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
が
自
由
民
権
運
動
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
も
、
そ
う
い
う
と
こ 

ろ
に
一
因
が
あ
り
ま
し
た
。

清
沢
は
、
は
じ
め
社
会
進
化
論
を
肯
定
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

の
ち
に
こ
の
思
想
に
正
当
化
さ
れ
る
弱
肉
強
食
、
優
勝
劣
敗
を
拒
否 

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
人
間
の
身
体
の
各
器
関
が
全
体
を
構
成
す
る
よ
う
に
、
宇
宙
世
界
の
各
部
分
が
全
体
を
構
成
す
る 

と
い
う
有
機
体
的
な
世
界
観
は
、
清
沢
の
終
生
保
持
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
学
生
時
代
に
は
、
彼
は
、
 

蓋
し
宇
宙
間
に
あ
り
て
諸
有
事
物
は
常
に
有
機
上
の
関
係
を
有
す
る
も
の
に
て
有
機
上
の
組
織
と
名
く
可
き
も
の
な
り
。

ス 

ペ
ン
サ
ー
氏
は
常
に
単
一
よ
り
複
雑
に
至
る
を
以
て
進
化
の
原
則
な
り
と
云
へ
り
。
然
れ
ど
も
若
し
有
機
関
係
あ
る
に
非
ず
ん
ば
、
 

決
し
て
単
一
よ
り
複
雑
に
至
る
者
有
る
能
は
ざ
る
な
り
。(

明
治
十
九
年
度
『
雑
録
』-

『
清
沢
満
之
全
集
』1

—

435)

78



と
書
い
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
宇
宙
の
実
相
は
、
相
互
に
千
万
無
量
の
関
係
を
な
す
と
こ
ろ
の
動
的
全
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

他
方' 

進
化
を
説
く
ス
ペ
ン
サ
ー
の
説
に
有
機
体
的
思
考
が
あ
る
と
は
必
ず
し
も
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

清
沢
は
、
そ
の
有
機
体
的 

宇
宙
観
专
万
物
一
体
論
を
形
成
し
て
い
く
過
程
で
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
か
ら
或
る
示
唆
を
う
け
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か 

し
彼
が
ス
ペ
ン
サ
ー
・
イ
ズ
ム
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

2

哲
学
期
の
万
物
一
体
論

以
上
、
私
は' 

清
沢
の
学
生
時
代
の
学
び
に
つ
い
て
尋
ね
、
万
物
一
体
論
が
形
成
さ
れ
る
素
地
に
つ
い
て
推
察
し
て
み
ま
し
た
。

の
ち 

に

精

神

主
義

に
お
い
て

揚
言
さ
れ

る
「
万
物
一
体
の
真
理
」
は
、
仏
教
の
相
依
相
待
的
実
相
観
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

一
方
、
学
生
時
代 

の
清
沢
は
、
程

明

道

の

「
万
物
一
体
の
仁
」
を
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
か
ら
刺
戟
を
受
け
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
ら
の
東
西
両
洋
の
思
想
は
、
彼
独
自
の
万
物
一
体
論
を
形
成
す
る
う
え
で
、
こ
れ
を
側
面
か
ら
支
え
る
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ 

ま
す
。

そ
れ
は' 

彼
の
生
き
た
時
代
性
を
色
濃
く
反
映
し
て
お
り
ま
す
。

東
京
大
学
を
卒
業
す
る
と
、
清
沢
は
大
学
院
に
進
み
、
新
進
の
哲
学
者
と
し
て
出
発
し
ま
す
。

明
治
二
十
年
に
井
上
円
了
に
よ
り
哲
学 

館
が
創
設
さ
れ
る
と' 

彼
は
、
心

理

・

論

理

・
純
正
哲
学
を
講
じ
て
お
り
ま
す
。

純
正
哲
学
の
講
義
録
を
み
る
と
、
彼
が
ロ
ッ
ツ
ェ
の
哲 

学
を
万
物
一
体
論
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
、
彼
は
住
居
を
京
都
に
移
し
、
京
都
府
立
尋 

常
中
学
校
校
長
の
任
に
就
く
と
と
も
に
、
真
宗
高
倉
大
学
寮
で
西
洋
哲
学
史
を
講
じ
、
そ

の

処

女

作

で

あ

る

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

を
出
版 

し
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
み
る
と
、
万
物
一
体
と
い
う
語
は
用
い
ま
せ
ん
が
、

こ
の
立
場
に
立
っ
た
実
相
論
が
説
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
り 

ま
す
。

つ
ま
り
哲
学
期
に
お
い
て
も
、
万
物
一
体
論
は
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

哲
学
館
で
は
、
純
正
哲
学
を
講
義
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
ド

イ
ツ

の

ロ

ッ
ツ

ェ

の

説(
『
形
而
上
学
』)

を
根
拠
に
し
て
、
自
己
の
哲 

学
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
す
。

清
沢
に
よ
れ
ば
、
純
正
哲
学
と
は' 

生
滅
や
む
こ
と
の
な
い
宇
宙
万
有
の
実
体
す
な
わ
ち
物
・
事

・
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関
係
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
「
遍

通

の

有

規(

有
機)

連
絡
を
現
実
の
万
象
中
に
討
尋
す
」

る
こ
と
で
あ
る
と 

い
い
ま
す
。

本
論
の
全
体
は
、
「
実
在
論
」
、
「
宇
宙
論
」
、
「
心
霊
論
」

の
三
章
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

た
だ
そ
の
講
義
録 

と
し
て
実
際
に
文
章
が
残
っ
て
い
る
の
は
、

第

一

章

「
実
在
論
」
だ
け
で
す
。

本
論
で
は
、
「
内
外
貫
通
の
原
理
を
考
究
す
」(

緖
論
の
結 

び
の
こ
と
ば)

と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
界
の
万
物
と
内
界
の
精
神
の
二
者
を
貫
通
す
る
原
理
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

第

一

節

「
事
物
の
実
在
」

で
は' 

事

物

の

実

在

に

お

け

る

「
有
規
連
絡
」
す
な
わ
ち
有
機
的
関
係
、
万
物
の
相
関
的
関
係
を
論
じ
て
い 

ま
す
。

一
節
を
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

関
係
を
離
れ
て
事
物
の
実
在
す
べ
き
な
く'

事
物
を
離
れ
て
関
係
の
独
存
す
べ
き
な
き
の
み
な
ら
ず
、
 

一
物
の
実
在
は
他
物
の
実 

在
を
要
し
、

一
物
の
行
動
は
他
物
の
行
動
と
離
る
可
か
ら
ず
。
更
に
一
歩
を
進
め
て
之
を
論
ず
れ
ば
、

一
物
の
実
在
は
万
物
の
実
在 

に
し
て
、

一
物
の
行
動
は
万
物
の
行
動
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。(
『
純
正
哲
学
』
，
『
清
沢
満
之
全
集
』1

—

20) 

ど
こ
ま
で
が
ロ
ッ
ツ
ェ
の
説
で
、
ど
こ
か
ら
が
清
沢
の
説
な
の
か
。

ロ
ッ
ツ
ェ
の
原
文
に
あ
た
っ
て
い
な
い
の
で
推
察
が
で
き
か
ね
ま 

す

が

、
こ
こ
に
は
有
機
体
的
な
実
在
論
、
仏
教
の
相
依
相
待
的
な
実
相
観
に
近
い
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
は
じ
め
に
関
係
あ
り
き
」 

と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。

こ
の
立
場
は
、

こ
の
講
義
の
全
体
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
ま
す
。

以
下
、
第

二

節

「
事
物
の
性
質
」

で
は
、
清
沢
は
、
万
物
の
本
体
は
変
化
す
る
と
い
い
、
変
転
な
し
と
す
る
ヘ
ル
ベ
ル
ト
の
説
を
批
判 

し
ま
す
。
第

三

節

「
実
有
及
び
実
体
」

で
は
、
単
独
孤
立
の
実
体
と
い
う
思
想
を
批
判
し
、
第

四

節

「変
転
二
化
」
で
は
、
事
物
の
転
変 

に
お
け
る
有
機
的
関
係
を
論
じ
、
宇
宙
の
万
化
に
は
井
然
た
る
秩
序
あ
り
と
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
隠
在
と
顕
在
の
思
想
に
言
及
し 

ま
す
。

さ

ら

に

第

五

節

「
物
理
的
動
作
の
性
質
」

で
は
、
因
果
の
関
係
に
お
け
る
有
規
連
絡
を
論
じ
、
古
来
の
影
響
転
移
説
の
不
十
分
さ 

に
言
及
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
因
果
均
同
の
説
、
機
会
論
、
あ
る
い
は
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
説
の
誤
謬
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
 

こ
う
や
っ
て
ザ
ッ
と
読
ん
で
み
る
と
、
清
沢
は
、

ロ
ッ
ツ
ェ
の
説
に
仮
託
し
な
が
ら
、

い
わ
ば
事
物
の
相
関
性(

ヨ
？
ん
尙
吕
す!1
8
)

と 

い
う
一
点
を
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
西
洋
の
実
在
論
の
古
今
の
説
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
自
身
、
 

存
在
の
重
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々
無
尺
の
相
互
的
・
因
果
的
関
係
を
説
く
仏
教
の
縁
起
観"

実
相
観
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

こ
の
事
物
の
相
関
性
と 

い
う
一
点
に
立
っ
て
、
清
沢
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
を
批
判
し
つ
つ
、
有
機
体
的
な
実
在
論
を
展
開
し
、
第

六

節

「
万
物
一
体
」

に
お
い
て
、
 

多
元
論
を
捨
て
て
、

一
元
素
論
に
帰
す
る
の
だ
と
し
て' 

万
物
一
体
の
説
を
採
る
こ
と
を
表
明
し
ま
す
。
 

そ
れ
で
は
、
万
な
る
も
の
は
ど
う
し
て
ー
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
ー
な
る
も
の
は
ど
う
し
て
万
な
の
で
し
ょ
う
か
。

清
沢
は
、
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
了
解
を
超
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
実
在
と
無
在
と
の
関
係
と
同
規
の
論
説
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
 

こ
の
難
点
解
釈
せ
ら
れ
ず
、
吾
人
は
強
ひ
て
、
実
在
無
在
の
合
一
と
し
て
、

不
思
議
を
存
し
置
き
た
り
。(

「
前
掲
書
」I
 
—
62) 

と
。

彼
は
、
こ

れ

は

ま

さ

に

「
不
思
議
」
と
い
う
ほ
か
な
い
と
い
い
ま
す
。

今
亦
た
然
り
、
万
と
一
と
は
到
底
合
一
せ
ず' 

強
ひ
て
之
を
解
し
て
、

一
は
無
碍
の
上
に
於
い
て
之
を
説
き
、
万
は
有
碍
の
上
に 

於
い
て
之
を
論
じ
、
有
無
碍
を
合
し
て
、
之
を
命
じ
て
万
物
一
体
と
為
す
と
云
ふ
。(

「
前
掲
書
」1

—

62) 

と
述
べ
ま
す
。

こ
こ
で
説
か
れ
る
有
碍
と
無
碍
の
合
一
と
は
、
通
常
の
理
解
を
超
え
た
論
で
す
が
、
先
学
は
、
清
沢
の
思
索
の
先
見
性
を 

指
摘
し
て
い
ま
す
。

す
ぐ
れ
た
清
沢
満
之
論
を
展
開
し
た
橋
本
峰
雄
氏
は
、

こ

の

「
有
」
と

「
無
」

と
の
合
一'

「
万
」(

多)

と

「
ー
」 

と

の

合

一

と

い

う

「
不
思
議
」

を
ど
う
論
理
化
す
る
か
が
、
以
後
の
日
本
の
形
而
上
学
者
す
べ
て
の
問
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

⑩
 

た
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
清
沢
の
最
初
の
本
格
的
な
哲
学
的
論
稿
と
も
い
う
べ
き
『
純
正
哲
学
』

は

、
本
論
に
お
い
て
、
事
物
の
何
た
る
か
を 

尋
ね
て
、
種
々
の
考
察
を
試
み
ま
す
。

そ

し
て

そ

の

最

後

の

第

七

節

「
終
結
」

に
お
い
て' 

万
物
を
一
体
に
包
含
す
る
も
の
は
、
事
物
の 

霊
性
の
効
能
で
あ
る
と
い
い
、
存
在
す
る
事
物
の
霊
性
を
説
い
て
、

事
物
は
霊
性
的
実
体
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
決
し
て
事
物
た
る
能
は
ざ
る
な
り
。(

「
前
掲
書
」1
-

68) 

と
述
べ
ま
す
。

こ
れ
は
、
ま
こ
と
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
実
在
論
で
す
。

こ
こ
に
は
、
や
が
て
後
に
精
神
主
義
で
唱
え
ら
れ
た
あ
の
宗
教 

的
な
万
物
一
体
論
と
も
近
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。

清
沢
の
万
物
一
体
論
の
背
景
に
は
、

ロ
ッ
ツ
ェ
も
伏
在
し
て
い
ま
す
。
『
純
正
哲
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学
』

は
、

ロ
ッ
ツ
ェ
の
説
に
依
拠
し
つ
つ
、
清
沢
自
身
の
万
物
一
体
論
を
展
開
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
 

さ
て
、
明
治
二
十
一
年
七
月' 

二
十
六
歳
の
清
沢
は
、
本
山
の
要
請
に
よ
っ
て
、
東
京
を
離
れ
、
京
都
府
立
尋
常
中
学
校
校
長
と
し
て 

赴
任
し
ま
す
。

そ
の
一
方
、
真
宗
高
倉
大
学
寮
で
西
洋
哲
学
を
講
じ
て
い
ま
す
。

明

治

二

十

二

年

頃

の

『
西
洋
哲
学
史
試
稿
』

や
明
治
二 

十
三
年

以

後

の

講
義

録
で

あ

る

『
西
洋
哲
学
史
講
義
』

な
ど
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
、
当
時
の
彼
の
思
索
の
一
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で 

き
ま
す
。

現
代
の
哲
学
の
水
準
か
ら
み
て
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
だ
け
の
評
価
を
与
え
ら
れ
る
も
の
な
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
哲
学
史
の 

専
門
家
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、

い
ま
は
万
物
一
体
論
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
の
内
容
に
つ
い
て 

検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

気
づ
い
た
点
を
ひ
と
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

ご
承
知
の
よ
う
に
、
清
沢
は
、

ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
学
派
の
哲
人
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
思
想
に
非
常
に
共
鳴
し
、
明
治
三
十
一
年
ハ
月
に
起 

稿

し

た

日

記

『
臘
扇
記
』

に

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』

か
ら
文
章
を
書
き
抜
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
十
年
先
立
つ
『
西
洋
哲
学
史
試
稿
』 

や

『
西
洋
哲
学
史
講
義
』

の
ス
ト
ア
学
派
に
つ
い
て
の
講
義
内
容
を
う
か
が
っ
て
み
る
と
、
清
沢
に
と
っ
て
な
ぜ
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
だ
っ
た 

の
か
、
幾
分
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ま
ず
清
沢
は
、

ス
ト
ア
派
の
人
間
観
に
つ
い
て
、

こ
の
よ
う
に
定
義
し
ま
す
。
 

又
ス
ト
ア
的
物
理
に
よ
れ
ば
、
総
て
人
類
は
一
大
理
性
的
宇
宙
の
部
分
否
、
分
支
な
り
。

(

『
西
洋
哲
学
史
試
稿
』-

『
清
沢
満
之
全
集
』
皿|

57) 

・
後
の
『
臘
扇
記
』

の
な
か
で
、
清
沢
は
、
宇
宙
万
有
の
千
変
万
化
を
一
大
不
可
思
議
の
妙
用
と
し
、
そ
の
妙
用
を
自
分
の
稟
受
の
う
え 

に
お
い
て
み
る
と
告
白
し
て
い
ま
す
。

ス
ト
ア
派
の
思
想
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
の
一
節
は' 

い
ま
の
告
白
に
も
通
じ
る
よ
う
な
人
間
観
を 

示
し
て
い
ま
す
。

ス
ト
ア
派
の
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、

い
わ
ば
一
大
理
性
的
宇
宙
を
分
有
し
て
い
る
の
で
す
。

人
間
は
、
宇
宙
の 

分
子
で
す
。

そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
彼

は

、
こ
と
ば
を
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
い
ま
す
。

エ
ピ
ク

テ
ー
ト

氏
云
は

く
「
万

民

は

同

胞(

兄
弟)

な
り
。

共
に
一
神
を
父
と
す
る
が
ゆ
え
に
」

と
。
他
人
を
害
す
る
は
自
己
を

82



害
す
る
よ
り
哀
し
。
其
の
人
の
自
由
な
る
と
然
ら
ざ
る
と
に
関
せ
ざ
る
な
り
。

吾
は
人
間
な
り
。

故
に
人
間
的
の
も
の
は
一
も
疎
外 

す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。

徳
を
以
て
恨
に
報
い
よ
。
敵
を
愛
せ
よ
。(

セ
ネ
カ' 

シ
セ
ロ)

。

奴
隸
も
亦
人
な
る
事
を
知
る
可
し
。(

万 

民
同
愛
は
基
督
教
の
創
説
す
る
所
な
り
と
す
る
は
誤
れ
る
を
知
る
べ
し
。)
(

「
前
掲
書
」
皿|

57) 

人
間
は
、
と
も
に
唯
一
神
を
父
と
す
る
が
ゆ
え
に
皆
兄
弟
な
の
だ
——

ス
ト
ア
派
は
、

こ
の
よ
う
に
教
え
る
と
言
い
ま
す
。

こ
の
表
現 

で
す
ぐ
想
い
起
す
の
は
、
「
今
此
三
界
、
皆
是
我
有
、
其
中
衆
生
、
悉
吾
子
」(

『
法
華
経
』
譬
喩
品)

と
い
う
あ
の
フ
レ
ー
ズ
で
す
。

ご
存
知 

の
よ
う
に
、
清
沢
は
、

の
ち
の
精
神
主
義
に
お
い
て
、
万
物
一
体
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
、

こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
て
用
い
ま
す
。
 

清
沢
の
万
物
一
体
論
に
立
っ
た
人
間
観
は
、

こ
の
ス
ト
ア
派
の
人
間
観
に
と
て
も
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 

同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
、
や
は
り
同
時
期
に
行
わ
れ
た
西
洋
哲
学
史
の
講
義
の
ス
ト
ア
学
説
の
項
目
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
て
い
ま
す
。
 

徳
の
為
に
は
、
家
族
、
国
家
を
離
る
ゝ
事
も
あ
り
。

蓋
し
賢
者
は
一
国
の
民
に
あ
ら
ず
し
て
、

天
下
の
民
な
れ
ば
な
り
。
(

こ
れ 

万

国

同

胞

世

界6
〇

总

0
5
,
0
1
1

竄2

5
1
1
1
と
云
ふ
も
の
な
り
。)

こ
れ
に
付
い
て
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
氏
は
云
ふ
。

万
民
は
同
朋
な
り
、
共
に 

一
神
を
父
と
す
る
が
ゆ
へ
に
と
。(

「
西
洋
哲
学
史
講
義
」
・
『
清
沢
満
之
全
集
』
”
—
288) 

こ
の
よ
う
な
ス
ト
ア
派
の
人
間
観
は
、
人

間

を

「
天
下
の
民
」"

天
民
と
み
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
に
お
け
る
天
賦
人
権
説
に 

も
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
清
沢
が
、

ス
ト
ア
派
の
思
想
に
つ
い
て
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
説
い
て
い
た
明
治
二
十
年
代
の
こ
の
時
期
、
 

一
方
で
は
、
加

藤

弘

之

の

『
人
権
新
説
』

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
賦
人
権
説
を
否
定
す
る
よ
う
な
学
説
も
活
発
で
し
た
。
は
た
し
て
清 

沢
は
、

ス
ト
ア
派
の
人
間
観
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
臘
扇
記
』

に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
あ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス 

へ
の
熱
烈
な
傾
倒
ぶ
り
か
ら
推
察
す
れ
ば' 

や
が
て
精
神
主
義
に
表
明
さ
れ
る
万
物
一
体
論
は
、

こ
の
ス
ト
ア
主
義
の
万
民
同
胞
的
な
人 

間
愛
を
う
ち
に
含
む
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

明
治
二
十
五
年
、
清
沢
は' 

そ

の

処

女

出

版
で

あ

る

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

を
刊
行
し
ま
す
。
本
書
は
、
彼
の
哲
學
時
代
の
最
後
を
飾
る 

著
作
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
清
沢
は
、

こ
こ
で
、
西
洋
哲
学
を
咀
嚼
す
る
と
か
、
紹
介
す
る
と
か
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
有
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限
と
無
限
と
い
う
概
念
を
根
本
基
想
と
し
て
、
仏
教
、
真
宗
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

明
治
二
十
五
年
の
日
本
に
こ 

の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
哲
学
的
著
述
が
世
に
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
書
に
は
、
万 

物
一
体
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
基
本
的
に
そ
の
思
想
は
、
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
 

そ
れ
は' 

第

二

章

「有
限
無
限
」
、

第

四

章

「
転
化
論
」
、

第

六

章

「
安
心
修
得
」

に
追
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

『
宗
教
哲
学
』

は' 

全
体
が
六
章
か
ら
成
り
ま
す
が
、
各
章
に
は
小
さ
な
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
第

二

章

「
有
限
無
限
」

で
は
、
 

有
限=

依
立
”
相
対"

単
一=

部
分
卩
不
完
全

無
限=

独
立"

絶
対
口
唯
一 

“

全
体"

完
全 

と
い
う
よ
う
に
、
万
物
万
化
が
二
大
項
目
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
有
限
と
無
限
は
、
同
体
で
あ
る
か
、
異
体
で
あ 

る
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
「
無
限
有
限
は
同
一
体
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、

二
項
同
体
が
説
か
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、

有
限 

と
無
限
は
別
個
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
つ
い
て
清
沢
は
、
 

無
数
の
有
限
は' 

相
寄
り
て
、
無
限
の
一
体
を
成
す
。

そ
の
状
態
を
有
機
組
織
と
い
う
。

(

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』-

『
清
沢
満
之
全
集
』
—
—8
)
 

と
述
べ
て
、
人
間
の
全
身
と
諸
器
官
と
の
有
機
的
な
関
係
を
例
に
と
っ
て
、
 

こ
れ
を
説
明
し
ま
す
。

さ

き

の

『
純
正
哲
学
』

の
実
在
論
で 

は
、
宇
宙
万
有
の
実
体
を
有
碍
と
無
碍
の
合
一
の
う
え
に
み
て
、

こ
れ
を
万
物
一
体
と
呼
ん
だ
の
で
す
が
、

こ

う

し

て

み

る

と

『
宗
教
哲 

学
骸
骨
』

に
お
け
る
有
限
無
限
の
二
項
同
体
の
説
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
万
物
一
体
を
説
く
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

も
う
ひ
と
つ
注
意
し
た
い
の
は
、

こ
こ
で
説
か
れ
る
主
伴
互
具
の
論
理
で
す
。

主
伴
互
具
と
い
う
語
は
仏
教
の
こ
と
ば
で
す
。

こ
れ
は 

華
厳
宗
の
教
学
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
華
厳
宗
の
教
学
で
は' 

挙
ー
全
収
や
重
々
無
尽
と
い
う
こ
と
を
説
き
、

こ
れ
を
主 

伴
具
足
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

清
沢
は
、 

華
厳
哲
学
に
説
か
れ
る
こ
の
よ
う
な
法
界
縁
起
の
理
法
に
つ
い
て
、
『
五
教
章
』

な
ど
か
ら
学
ん 

だ
の
で
し
ょ
う
。
主
伴
互
具
は
、
清
沢
の
有
機
体
的
な
世
界
観
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
有
機
組
織
内
に
お
け
る
各
部
分
の
相
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互
的
関
係
を
示
し
ま
す
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
清
沢
は
、

た
と
え
ば
家
族
と
い
う
有
機
体
の
構
成
員
を
例
に
と
り
、
「
諸

員
(

構
成
員
の
こ
と 

I

引
用
者)

は
、
皆
お
の
お
の
主
公
た
る
関
係
に
立
つ
を
得
る
」

と
い
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
人
間
の
主
従
の
関
係
を
説
く
も
の
で
は
な
く'

主
伴
と
い
う
こ
と
を
相
互
に
具
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ 

ぞ
れ
が
主
と
な
り
、
伴
と
な
る
と
い
う
関
係
を
説
く
も
の
で
す
。

そ
れ
が
無
限
に
続
く
こ
と
か
ら
、
華
厳
宗
で
は
、
主
伴
無
尽
と
い
う
よ 

う
に
い
い
ま
す
。

清
沢
は
、

こ
の
主
伴
無
尽
の
理
法
に
つ
い
て
、

こ
と
ば
を
尽
し
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

こ
の
清
沢
の
主
伴
互
具
の
論
理 

に
つ
い
て
は
、
西

谷

啓

治

氏

の

ミ

〇-
〇:

主)

と

5
1
1
1 ^

2

二

従)

を
例
に
と
っ
た
卓
越
し
た
考
察
が
あ
り
ま
す
。

氏
は
こ
こ
で' 

人
が
す 

べ

て

の

も

の

の

「
主
」

で
あ
る
こ
と
は
、
他

の

す

べ

て

の

も

の

の

「
従
」
で
あ
る
こ
と
と
一
つ
に
成
立
す
る
と
し
、

い

わ

ゆ

る

「
随
処
に 

主
と
な
る
」
、
主
と
従
の
回
互
的
相
人
の
世
界
を
示
さ
れ
ま
す
。

私
は

、
こ
の
主
伴
互
具
の
論
理
に
は' 

そ
れ
ぞ
れ
が
か
か
わ
り
合
い
が 

あ
っ
て
独
自
で
あ
る
と
い
う
思
想
、

こ
と
ば
を
代
え
れ
ば
、
相
互
主
体
的
な
思
想
の
一
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う 

の
で
す
。

第

四

章

「
転
化
論
」

で
は' 

転
変
、

一
体
貫
通
、
転
化
と
遺
伝
、
因
縁
、
因
果
の
理
法
、
絶
対
と
因
果' 

霊
魂
開
発
の
各
項
目
に
つ
い 

て
論
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
章
は
、
万
物
の
転
化
を
主
題
と
し
ま
す
。
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
清
沢
は
、
万
有
の
転
化 

の
な
か
に
有
機
的
な
因
果
の
関
係
を
み
ま
す
。

彼
に
と
っ
て
、
因
果
の
問
題
は
、
学
生
時
代
か
ら
非
常
に
重
要
な
思
索
の
テ
！

マ
で
し
た
。
 

京
都
府
尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
て
し
ば
ら
く
た
っ
た
明
治
二
十
ハ
年
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
彼
は
加
藤
弘
之
と
論
争
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

社
会
進
化
論
者
の
加
藤
は
、
仏
教
に
い
う
因
果
応
報
説
は
真
理
で
は
な
く
、
社
会
的
に
害
悪
を
及
ぼ
す
も
の
だ
、
と
批
判
し
ま
し
た
。

納 

得
で
き
な
か
っ
た
清
沢
は
、
当
時
の
思
想
界
の
大
御
所
で
あ
る
加
藤
に
敢
然
と
反
論
し
ま
す
。
自
己
の
説
を
唯
一
の
真
理
と
す
る
権
利
を 

認
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
反
対
者
に
も
自
己
の
説
を
主
張
す
る
平
等
の
権
利
が
あ
る
こ
と
を
ど
う
し
て
認
め
な
い
の
か
、
と
。
彼
に
は

、

⑬

権
威
に
も
立
ち
向
っ
て
ゆ
く
そ
の
よ
う
な
強
い
一
面
が
あ
り
ま
し
た
。

清
沢
に
よ
れ
ば
、
万
有
の
転
化
に
は' 

有
機
的
な
因
果
の
関
係
が
存
在
し
ま
す
。
彼
は
、
因
果
の
理
法
を
仏
教
に
基
礎
づ
け
て
、

へ
一
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ゲ
ル
の
正
—
反
—
合
の
弁
証
法
を
批
判
し
、
そ
れ
は
、
因
—
縁
—
果
と
い
う.
へ
き
も
の
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
正
— 

反
—
合
の
転
化
論
に
対
し
て
、
主
——
客
—
会
の
転
化
論
を
提
出
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
有
機
体
的
な
転
化
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て 

い
ま
す
。
と
す
れ
ば

、
彼
に
お
い
て
万
物
一
体
は
、

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
理
法
で
は
な
く
、
有
機
体
的
全
体
を
保
ち
つ
つ' 

無
限
に
転
化
す 

る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
理
法
と
把
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

第

六

章

「
安
心
修
得
」

で
は
、

一
転
し
て' 

因
果
の
理
法
の
了
解
に
基
づ
い
て
、
宗
教
の
要
義
を
述
べ
ま
す
。
清
沢
は
、
宗
教
の
目
的 

は

、
吾
人
有
限
が
無
限
の
存
在
を
覚
信
し
、

一
心
の
安
泰
を
う
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

で
は' 

一
心
の
安
泰
を
得
た
者
は
、
現
実 

生
活
を
ど
の
よ
う
に
営
む
の
か
。

今
無
限
界
の
住
者
は
、
無
限
す
な
わ
ち
万
有
全
体
を
以
て
己
が
任
と
し
、
万
有
の
痛
苦
を
以
て
己
の
痛
苦
と
し
、
万
有
の
歓
楽
を 

以
て
己
の
歓
楽
と
し
、

万
有
の
本
体
と
な
し
、
以
て
無
限
美
妙
の
霊
活
を
営
む
も
の
と
謂
う
べ
き
か
。(

「
前
掲
書
」N

——

40) 

こ
の
清
沢
の
こ
と
ば
は
、
程

明

道

の

「
万
物
一
体
の
仁
」
を
連
想
さ
せ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
遡
っ
て
、
か

の

維

摩

居

士

の

「衆
生
病 

む
が
故
に
我
病
む
」
と
い
う
告
白
を
想
い
起
さ
せ
ま
す
。
仏
者
の
霊
性
的
生
活
は
、
生

き

と

し

生

け

る

も

の

と

「
い
の
ち
の
連
帯
」
を
結 

ん
で
ゆ
く
生
活
で
す
。
仏
者
の
霊
性
的
自
覚
に
お
い
て
は
、
自
己
は
孤
立
独
存
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
万
物
と
さ
ま
ざ
ま.
に
結
び 

合
う
関
係
的
存
在
と
し
て
見
出
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
仏
者
の
霊
性
的
生
活
が
、

の

ち

に

精

神

主

義

に

「
全
責
任
」
と
い
う
こ
と
ば
で 

表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ご
存
知
の
通
り
で
す
。

ま
こ
と
に
大
雑
把
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
、
清
沢
の
宗
教
期
以
前
の
万
物
一
体
論
を
辿
っ
て
み
ま
し
た
。

彼
の
万
物
一
体
論
に
は
二
つ 

の
場
面
が
あ
る
よ
う
で
す
。
第
一
は
、
万
物
一
体
の
理
法
を
追
求
し
て
い
る
場
面
で
あ
り
、
第
二
は' 

万
物
一
体
の
理
法
の
も
と
に
あ
る 

人
間
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
場
面
で
す
。
前
者
の
場
合
は
、
清
沢
が
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
抱
い
て
い
た
大
乗
仏
教
の
相
依
相
待
的
な
存
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在
論"

実
相
論
へ
の
関
心
で
す
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、

一
切
の
事
物
は
、
す
べ
て
相
依
相
待
的
な
関
係
の
な
か
で
存
在
す
る
と
把
え
ら
れ 

ま
す
。
清
沢
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
理
法
へ
の
関
心
を
、
宗
教
期
へ
と
転
回
す
る
直
前
ま
で
深
め
て
い
ま
す
。

明
治
二
十
七
年
一
月
に
、
 

あ

る

雑

誌

に

寄

稿

し

た

「
万
法
相
関
之
理
」
と
い
う
短
文
の
な
か
で
、
彼
は
、
事
物
の
時
間
的
相
関
と
空
間
的
相
関
に
言
及
し
、
 

以
上
述
ぶ
る
所
に
由
っ
て
之
を
観
れ
ば' 

宇
宙
間
の
万
法
は
相
互
に
連
絡
関
係
し
て
、

ー
も
孤
立
独
存
せ
ざ
る
こ
と
疑
ふ
可
か
ら 

ず
。

更
に
語
面
を
変
じ
て
之
を
陳
ぶ
れ
ば
、
万
法
相
関
と
は
、
宇
宙
の
真
理
に
し
て
万
法
相
関
の
外
に
宇
宙
の
真
理
は
之
あ
る
こ
と 

な
し
。:

：:

加
之
、
宇
宙
の
真
理
は
、
万
法
を
包
括
す
る
も
の
な
る
が
故' 

万
法
即
一
法' 

一
法
即
万
法
な
り
。

故
に
日
く
、
之
を 

開
け
ば
万
法
と
な
り
、
之
を
収
む
れ
ば
一
法
に
帰
す
。

是
れ
即
ち
万
法
相
関
の
理
と
。(
『
清
沢
満
之
全
集
』
。
—
〃
〜) 

と
結
ん
で
い
ま
す
。

や
が
て

精

神

主
義

に

唱
え

ら

れ

る

「
万
物
一
体
の
真
理
」

と
は
、
万
法
相
関
の
理
の
宗
教
的
受
容
に
他
な
ら
な
い
の 

で
し
ょ
う
。
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
有
機
体
的
な
世
界
観
は
、
仏
教
の
相
依
相
待
的
な
実
相
論
が
素
地
と
な
っ
て 

い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
世
界
観
を
形
成
し
て
ゆ
く
過
程
で
、

ロ
ッ
ツ
ェ
の
形
而
上
学
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
不
可
知
論
な
ど
か
ら
影
響
を
受
け

⑭

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ぎ
に
後
者
の
場
面
は
、
万
物
一
体
の
理
法
の
も
と
に
あ
る
人
間
に
つ
い
て
の
関
心
で
す
。
仏
教
の
実
在
論
を
通
し
て
、
清
沢
は
、
人 

間
に
つ
い
て
も
相
依
相
待
的
な
見
方
を
も
ち
ま
し
た
。

程
明
道
や
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
、
さ
ら
に
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
の
説
は
、
彼
に
示
唆
を
与 

え
ま
し
た
。

程

道

明

の

「
万
物
一
体
の
仁
」
や
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
万
民
同
愛
の
思
想
と
清
沢
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
若
干 

ふ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
最
後
に
、
社
会
有
機
体
説
と
万
物
一
体
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
一
言
の
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
 

個
人
の
社
会
的
権
利
が
十
分
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
明
治
の
こ
の
時
期
、
欧
米
か
ら
入
っ
た
社
会
有
機
体
説
は
、
人
間
一
人
ひ
と
り
が
、

⑮
 

社
会
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
進
歩
的
な
意
味
を
一
面
に
お
い
て
も
ち
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
同 

時
に
、
人
間
を
社
会
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
み
な
し' 

個

人

の

社

会

的

位

置

，
役
割
を
固
定
化
す
る
と
い
う
危
険
性
を
う
ち
に
孕
ん
で
い
ま
し 

た
。
吉
田
久
一
氏
は
、
そ
の
日
本
的
展
開
に
つ
い
て
、
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宗
教
の
意
図
す
る
有
機
体
観
は
、
宗
教
的
な
世
界
的
性
格
か
ら
い
っ
て
、
普
遍
的
な
万
人
平
等
の
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら 

ず
日
本
の
場
合
は
著
し
く
特
殊
化
し
て
国
家
と
密
着
し
た
。(

『
清
沢
満
之
』
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
一
九
九
頁) 

と
指
摘
し
、
社
会
有
機
体
説
が
、

日
本
に
お
い
て
、
や
が
て
国
家
有
機
体
説
へ
と
連
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う 

な
状
況
の
な
か
で
、
社
会
有
機
体
説
が
、
昭
和
の
は
じ
め
、
と

く

に

マ

ル
キ

シ

ズ

ム

の

側

か

ら

「
反
動
思
想
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら 

れ
た
こ
と
は
承
知
の
通
り
で
す
。

そ
れ
で
は
、
万
物
一
体
論
と
社
会
有
機
体
説
と
の
か
か
わ
り
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

万
物
一
体
論
と
社
会
有
機
体
説
は
、
本

来

、
 

異
質
の
思
想
で
す
。

万
物
一
体
の
思
想
の
背
景
と
な
る
も
の
は
、
社

会(

国
家)

と
い
う
枠
組
を
超
え
て
、
山
川
草
木
か
ら
宇
宙
に
ま
で
拡 

が
る
仏
教
的
口
ア
ジ
ア
的
な
有
機
体
的
世
界
観
で
す
。

一
方
、

社
会
有
機
体
説
は
、
「
社
会
の
本
質
を
生
物
有
機
体
と
比
較
し
て
、

そ
れ 

と
の
類
似
に
よ
り
社
会
の
構
造
と
変
動
を
論
ず
る
」(

平
凡
社
『
哲
学
辞
典
』)

思
想
で
す
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
、

こ
れ
に
進
化
論
を
導
入
し
ま 

し
た
。

だ
が
社
会
有
機
体
説
は
、
科
学
の
装
い
を
も
っ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
無
理
な
思
想
で
す
。

生
物
有
機
体
を
社
会
有
機
体
に 

類
比
す
る
の
は
、
ど
う
み
て
も
難
か
し
い
立
論
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

清
沢
は
、
そ
の
全
体
論
的
な
思
考
の
な
か
で
、
社
会
有
機
体
説
に
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

清
沢
が
後
年 

に

書

い

た

論

説

「
平
等
観
」

に
は' 

「
私
は
他
の
人
と
共
に
社
会
と
い
ふ
有
機
体
を
成
し
て
ゐ
る
」

と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に 

は
、
社
会
有
機
体
説
の
影
が
落
ち
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

「
平
等
観
」

に
は
、

社
会
有
機
体
説
の
も
っ
た
問
題
性
、

す
な
わ
ち
自 

然
原
理
の
社
会
原
理 

へ
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
適
用
か
ら
生
ず
る
問
題
性
が
や
は
り
孕
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
し
ま
す
。

清
沢
が
万
物
一
体
論
で
唱
え
た
か
っ
た
本
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か" 

は
た
し
て
人
間
の
社
会
的
意
味
の
固
定
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

万
物
一
体
の
観
念
は
、
宇
宙
万
物
と
自
己
と
が
一
体 

で
あ
る
と
い
う
自
覚
的
認
識
で
す
。

そ
の
自
覚
的
認
識
に
立
つ
と
き
、
普
遍
的
な
愛
の
意
識"

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
ま
な
ざ
し
が 

萌
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
清
沢
の
万
物
一
体
論
を
語
る
と
き
、
見
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
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② ①⑤④③⑦ ⑥⑧

註 
深
澤
助
雄
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
一
清
澤
満
之
先
生
の
信
仰
に
つ
い
て
一
」
(

第
五
回
暁
烏
敏
賞
入
選
論
文
、

松
任
市
教
育
委
員
会)

、
小 

野
良
世
「
清
沢
満
之
の
社
会
有
機
体
説
」(

『
北
陸
教
学
研
究
』2

、
北
陸
聞
法
道
場) 

山
本
誠
作
氏
に
よ
れ
ば
、

ホ
ワ
イ
ト
へ
ヨ
ド
は
、
現
実
的
実
質
を
、
「
多
を
ー
へ
と
統
合
す
る
過
程
を
通
し
て
成
立
す
る
有
機
体
的
な
も
の
」
で
あ 

る
と
し
、

そ
れ
は
「
全
体
論
的
な
概
念
」
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
哲
学
を
「
有
機
体
の
哲
学
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
(

『
無
と
プ
ロ 

セ
ス
』
行
路
社
175
頁
、
195
頁)

『
清
沢
満
之
先
生
』(

法
蔵
館)

50
頁
。
 

『
松
原
祐
善
講
義
集
』(

文
栄
堂)

第
一
巻
820
頁
参
照
。

深
澤
助
雄
氏
は
、
儒
教
的
伝
統
の
な
か
の
万
物
一
体
論
と
、
清
沢
の
万
物
一
体
論
の
相
違
に
つ
い
て
、
 

儒
教
的
万
物
一
体
論
に
お
け
る
万
物
は
、

一
切
の
有
情
の
総
和
と
し
て
の
万
物
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
師
(
清
沢)

の
万
物
は
有
情
の
総 

和
や
、
こ
れ
に
山
川
草
木
を
加
え
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

こ
の
四
次
元
宇
宙
の
一
切
を
も
そ
れ
に
包
み
、

し
か
も
な
お
時 

空
の
枠
を
超
え
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
(

同

氏

「
前
掲
論
文
」
25
頁) 

と
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

儒
教
的
伝
統
の
な
か
の
万
物
一
体
論
が
相
対
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

仏
教
的
伝
統
に
立 

っ
た
清
沢
の
万
物
一
体
論
は
、
絶
対
的
な
超
越
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
清
沢
は
、
万
物
一
体
の
真
理
を
そ
の
ま
ま
「
如
来
」 

と
同
一
視
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
沢
は
、
儒
教
的
な
教
養
を
も
っ
た
人
で
あ
る
。

だ
か
ら
中
国
の
こ
と
ば
、

た
と
え
ば
「
天
命
」
な
ど
を
使
う
。
 

そ
こ
に
し
ば
し
ば
異
和
感
を
覚
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
非
仏
教
的
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

研
究
社
か
ら
出
て
い
る
『
社
会
進
化
論
』(

ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫
18)

に
は
、
サ
ム
ナ
ー
、
ウ
ォ
ー
ド
、
カ
—
ネ
ギ
ー
な
ど
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て 

い
る
。

ス
ベ
ン
サ
—
の
影
響
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

板
垣
退
助
は
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
社
会
平
権
論
』
を

「
民
権
の
教
科
書
」
と
呼
ん
で
尊
重
し
た
。

自
由
民
権
運
動
の
一
つ
で
あ
る
洒
屋
会
議
の
運 

動
を
指
導
し
て
い
た
土
佐
の
立
志
社
は
、
本
書
を
数
百
部
づ
つ
電
報
で
注
文
し
て
き
た
。
宮
地
茂
平
は
、
こ
の
本
一
節
「
国
家
ヲ
無
視
ス
ル
ノ
権
理
」 

を
読
ん
で
、
日
本
政
府
に
国
籍
離
脱
の
届
出
を
行
な
っ
た
。

加
波
山
事
件
の
一
味
に
加
わ
っ
た
或
る
者
は
、

本
書
を
東
京
湾
上
の
汽
船
で
読
み
、

ー
 

「に
投
ず
る
こ
と
を
決
意
し
た
、
と
千
葉
公
判
廷
で
陳
述
し
た
、
等
々
。
参

照

『
コ
ン
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
』(

中
央
公
論
社
・
世
界
の
名
著
46)

解
説
。
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⑨
 

小
野
良
世
氏
は
、
社
会
的
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
す
な
わ
ち
社
会
進
化
論
と
清
沢
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

こ
う
し
た
社
会
進
化
論
を
べI

ス
に
し
た
考
え
を
ス
ペ
ン
サ
ー
は
提
起
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
を
フ
ェ
ノ 

ロ
サ
が
大
学
で
講
じ
て
、
 

そ
れ
に
加
藤
弘
之
が
な
び
き
、
ま
た
満
之
自
身
も
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
が
最
も
面
白
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

や
は
り
そ 

の
考
え
方
に
非
常
に
大
き
な
感
化
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
(

同

氏

「
前
掲
講
演
」
45
頁) 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
学
生
時
代
の
清
沢
が
、
当
時
の
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
い
え
る
。

⑩ 

『
清
沢
満
之
・
鈴
木
大
拙
』(
中
央
公
論
社
・
日
本
の
名
著
43)

解
説
17
頁
。

⑪

『
法
華
経
』
の
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
、
彼
は
、
『
十
善
法
語
』
を
通
し
て
知
っ
た
よ
う
で
あ
る
。(

参

照

『
宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
』
・
『
清
沢
満
之
全
集
』

2

—

173
〜)

⑫
 

「
清
沢
先
生
の
哲
学
」
・
『
清
沢
満
之
の
哲
学
と
信
仰
』
黎
明
書
房(

福
田
正
治
編)

⑬
 

両
者
の
論
争
は
後
ま
で
も
尾
を
引
い
て
い
る
。
明
治
三
十
六
年
、
清
沢
は
、
『
精
神
界
』
第
三
巻
一
号
で
、
「
倫
理
以
上
の
根
拠
」
を
発
表
し
た
が
、
 

こ
れ
は
「
倫
理
以
上
の
安
慰
」(
『
同
』
第
二
巻
九
号)

に
対
す
る
加
藤
の
疑
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

⑭
 

暁
烏
敏
は
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
不
可
知
論
の
影
響
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
追
懐
し
て
い
る
。

清
沢
先
生
の
お
傍
に
ゐ
る
と
き
に
、
い
つ
も
や
か
ま
し
う
云
は
れ
た
こ
と
は
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
フ
ァ
ー
ス
ト
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
』(

第
一
原 

理)

と
い
ふ
書
物
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
彼
は
、
ア
ン
ノ
ー
ワ
ブ
ル
、
不
可
知
と
い
ふ
こ
と
を
云
っ
て
ゐ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
説
は
、
ス
ペ
ン 

サ
ー
の
ア
ン
ノ
ー
ワ
ブ
ル
・
ワ
ー
ル
ド
、
，
不
可
知
の
世
界
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

人
間
は
理
性
的
に
も
の
を
考
へ
る
と
い
ふ
と
分
ら
な 

い
。
が
然
し
、
分
ら
ん
世
界
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
人
生
に
は
、
皆
分
ら
ん
世
界
、
不
思
議
な
世
界
が
あ
る
。
不
可
知
な
世
界
、
ア
ン
ノ
ー
ワ
ブ 

ル

・
ワ
ー
ル
ド
、
こ
れ
が
当
時
や
か
ま
し
う
い
は
れ
た
。
(
『
暁
烏
敏
全
集
』
凉
風
学
舎
第
一
部
第
八
巻
339
頁
第
一
節
「
自
己
と
は
他
な
し
」) 

⑮
 

当
時
の
著
名
な
民
権
思
想
家
で
あ
る
馬
場
辰
猪
は
、
社
会
有
機
体
説
に
立
っ
て
、
加
藤
弘
之
の
反
天
賦
人
権
の
論
を
批
判
し
て
い
る
。(

参
照
、
「
読 

加
藤
弘
之
君
人
権
新
説
」
・
『
明
治
思
想
集
』1

—
227
頁
筑
摩
書
房)

⑯
 

仏
教
の
近
代
的
解
釈
の
過
程
に
お
け
る
清
沢
の
西
洋
哲
学
の
援
用
に
つ
い
て
、
小
林
武
氏
は
、

仏
教
の
再
解
釈
を
通
し
て
近
代
的
に
再
生
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、

伝
統
思
想
が
近
代
化
の
波
に
直
面
し
て
、

対
抗
す
る
よ
り
は
自
己
の 

安
易
な
再
解
釈
を
と
お
し
て
異
質
な
も
の
を
包
摂
し
よ
う
と
し
た
結
果
だ
と
い
え
る
。

教
学
の
膨
大
な
体
系
を
も
っ
た
仏
教
に
し
て
か
ら
が
日
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⑰

本
で
は
こ
う
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
清
沢
個
人
の
問
題
で
あ
る
よ
り
、

伝
統
的
世
界
観
に
基
づ
い
た
強
固
な
思
弁
の
世
界
が
文
化
と
し
て
な
か 

っ
た
こ
と
に
係
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

「
進
歩
に
つ
い
て
の
断
章:

：:

ア
ジ
ア
の
近
代
化
を
め
ぐ
っ
て
」
『
思
想
と
現
代
』
十
六
号
78
頁) 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
こ
れ
を
進
化
論
と
の
関
係
に
お
い
て
い
わ
れ
る
の
だ
が
、
今
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
 

清
沢
は
、
自
然
の
秩
序
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、
社
会
の
秩
序
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

大
体
人
間
と
云
ふ
者
は
平
等
な
の
で
あ
る
。
其
の
中
に
貴
賤
上
下
、

君
臣
父
子
等
の
別
が
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

帝
王
は
帝
王
の
儘
に
し 

て
匱
き
て
平
等
で
あ
る
、
貴
族
は
貴
族
の
儘
に
し
て
置
き
て
平
等
で
あ
る
。

然
る
に
平
等
と
云
へ
ば
帝
王
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、

貴
族
が
あ
っ 

て
は
な
ら
ぬ
、
と
云
ふ
風
に
間
違
ひ
を
す
る
。(

「
平
等
観
」
『
清
沢
満
之
全
集
』
\1|

105
頁) 

社
会
的
身
分
秩
序
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
る
こ
の
清
沢
の
宗
教
的
「
平
等
観
」
に
対
し
て
、

戦
前
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
。

昭
和
初
期
の
マ
ル
キ
ス 

卜
鳥
居
博
郎
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
の
や
う
に
、
社
会
的
な
自
由
、

平
等
の
観
念
を
精
神
内
に
解
消
す
る
彼
の
信
念
は
一
面
に
於
て
社
会
的
苦
悩
を
反
映
す
る
と
共
に
、

他
面 

に
於
て
現
実
の
苦
悩
を
絶
対
者
へ
の
依
存
感
情
に
依
っ
て
諦
観
せ
し
め
、忍

¢
:

の
精
神
を
人
間
に
吹
き
込
む
点
に
反
動
的
な
側
面
を
持
っ
て
ゐ 

た
。
客
観
的
に
は
、
そ
れ
は
現
存
の
社
会
生
活
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
階
級
制
度
を
自
然
な
も
の
と
見
た
。

(

「
明
治
思
想
史
」
・
『
歴
史
科
学
大
系
』
20
校
倉
書
房
・
161
頁) 

人
間
の
精
神
生
活
の
な
か
に
自
由
と
平
等
を
求
め
て
い
く
宗
教
的
平
等
観
と
社
会
生
活
の
な
か
に
自
由
と
平
等
を
求
め
て
い
く
近
代
的
平
等
観
と
の 

間
に
生
ず
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
更
に
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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