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一
　
露
伴
と
神
仙
道

『
東
と
西
』
の
問
題
は
、
人
類
に
と
っ
て
、
最
大
の
課
題
と
い
わ
れ
る
。
東

洋
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
中
国
に
お
け
る
古
代

の
神
仙
思
想
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
し
て
も
逸
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
要
素

の
よ
う
に
、
こ
の
頃
思
わ
れ
て
き
た
。
齢
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
直
接
の
誘
因
は
、
露
伴
先
生
の
神
仙
も
の
を
、
少
し
ば
か
り
読
ん
だ
と
こ

ろ
に
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
『
仙
書
参
同
契
』
に
ひ
ど
く
心
を
惹
か
れ
た
の

で
、
そ
の
紹
介
を
主
と
し
て
、
自
分
の
古
代
東
洋
へ
の
郷
愁
を
綴
っ
て
み
る

気
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
『
仙
書
参
同
契
』
自
身
が
、
魏
伯
陽
の
『
周
易
参
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同
契
』
の
解
説
で
あ
っ
て
、
解
説
の
ま
た
解
説
を
す
る
の
も
妙
な
話
で
あ
る
。

中
国
思
想
の
専
門
学
者
の
眼
に
ふ
れ
た
ら
、
笑
止
と
一
言
に
片
付
け
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
中
学
校
の
漢
文
も
碌
々
教
え
て
貰
え
な
か
っ
た
若
い
人
た
ち

に
は
、
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
読
み
物
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
に
お
け
る
広
義
の
神
仙
道
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
見
逃
す

こ
と
の
出
来
な
い
も
の
は
、
丹
道
で
あ
る
。
露
伴
先
生
は
、
中
国
の
神
仙
道

一
般
に
興
味
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
と
く
に
丹
道
に
は
、
深
い
関
心
を
も

た
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
生
の
丹
道
並
に
中
国
の
神
仙
道
一
般
に
つ
い
て
の

研
究
の
う
ち
で
、
一
番
詳
細
を
き
わ
め
た
も
の
が
、
今
挙
げ
た
『
仙
書
参
同

契
』
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
昭
和
十
六
年
、
即
ち
先
生
の
晩
年
に
書
か
れ

た
も
の
で
、
ほ
ぼ
百
頁
に
及
ぶ
大
部
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
非
常
な
労
作
で
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も
あ
る
。

『
仙
書
参
同
契
』
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
後
漢
の
魏
伯
陽
の
著
書
『
周
易
参

同
契
』
を
、
考
証
及
び
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
周
易
参
同
契
』
の

出
来
た
の
は
、
は
ぼ
西
紀
一
四
五
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
い
え

ば
、
女
王
卑
弥
呼
の
時
代
よ
り
も
、
な
お
数
十
年
も
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
日
本
人
が
、
ま
だ
未
開
人
の
生
活
を
し
て
い
た
と
確
認
さ
れ
る
時
代
よ
り

も
、
ま
だ
数
十
年
も
昔
に
出
来
た
本
で
あ
る
。
そ
う
い
う
旧
い
時
代
の
書
で

あ
り
、
し
か
も
後
代
に
到
っ
て
、
中
国
神
仙
道
の
本
統
で
あ
る
丹
道
の
書
の

祖
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
内
容
は
、
ま
こ
と
に
難
解
を
き
わ

め
、
現
代
人
の
頭
脳
で
は
、
ほ
と
ん
ど
理
解
を
絶
し
た
難
物
で
あ
る
。

　
一
体
そ
う
い
う
旧
い
時
代
の
本
が
、
今
日
ま
で
最
初
の
完
全
な
形
で
残
っ
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て
い
る
は
ず
は
な
い
。
事
実
、
原
書
は
つ
と
に
亡
び
て
い
る
の
で
、
現
存
の

参
同
契
諸
本
中
の
最
古
の
も
の
は
、
五
代
の
彭
暁
註
『
参
同
契
』
で
あ
る
。

こ
れ
と
て
も
魏
伯
陽
よ
り
は
八
百
年
も
お
く
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
本
を
頼

り
に
し
て
、
後
漢
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
考
証
を
進
め
、
そ
の
解
説
を
し
よ
う

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
非
常
な
労
作
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
を

露
伴
先
生
は
、
実
に
美
事
に
な
し
と
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
単
に
『
周
易

参
同
契
』
の
解
説
ば
か
り
で
な
く
、
丹
道
の
背
景
を
な
す
と
こ
ろ
の
中
国
古

代
の
神
仙
思
想
一
般
に
わ
た
っ
て
、
広
く
論
及
し
て
あ
る
。

　
中
国
の
古
画
を
見
る
と
、
山
水
の
場
合
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
全
部
、
仙
人

か
高
士
か
を
配
し
て
あ
る
。
人
物
画
に
も
、
仙
人
ま
た
は
仙
人
風
の
も
の
が

非
常
に
多
い
。
神
仙
の
思
想
は
、
中
国
で
は
、
す
べ
て
の
階
級
に
広
く
浸
み
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込
ん
で
い
る
の
で
、
こ
れ
を
無
視
し
て
は
、
古
代
中
国
人
の
思
想
を
論
ず
る

こ
と
は
出
来
な
い
。

　
こ
の
中
国
独
特
の
神
仙
道
は
、
遠
く
春
秋
戦
国
の
時
代
に
芽
生
え
た
老
子

の
思
想
か
ら
発
展
し
、
そ
れ
に
荘
子
の
学
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

思
想
の
中
の
例
え
ば
「
谷
神
不
死
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
、
秦
の
始
皇
帝

や
漢
の
武
帝
の
時
代
に
、
方
士
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
、
神
仙
怪
異

を
主
と
し
た
道
術
と
し
て
燃
え
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
非
常
に
長
い
年

代
の
末
に
、
そ
れ
ら
の
神
変
幻
術
が
、
遂
に
内
省
的
な
丹
道
に
落
付
い
た
わ

け
で
あ
る
。

　
こ
の
間
の
経
緯
は
、
複
雑
多
岐
を
き
わ
め
、
ま
た
適
当
な
手
頃
の
文
献
を

欠
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
露
伴
先
生
の
労
作
の
御
蔭
で
、
こ
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の
古
代
中
国
人
の
怪
奇
に
し
て
か
つ
特
異
な
神
仙
思
想
の
発
展
史
を
、
比
較

的
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
古
代
中
国
の
ア
ル
ケ
ミ
ィ

『
周
易
参
同
契
』
は
、
丹
道
の
祖
書
で
あ
る
が
、
こ
の
丹
と
い
う
の
は
、
初

め
は
赤
沙
、
即
ち
天
然
に
出
る
朱
を
指
し
た
字
で
あ
っ
た
。
朱
と
い
う
の
は
、

硫
化
水
銀
の
複
合
体
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
古
代
の
中
国
人
は
、
こ
の
朱
を
甚

だ
尊
重
し
た
。
王
の
屍
体
を
朱
に
漬
け
た
と
い
う
よ
う
な
話
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
防
腐
剤
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
芸
術
的
な
立
場
か
ら
は
、
各
代
に
わ

た
っ
て
、
朱
の
赤
色
の
美
を
い
た
く
喜
ん
だ
。
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し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
朱
の
示
す
化
学
変
化
が
、
古
代
人
の
注
意
を
惹
い

た
方
が
、
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
赤
色
の
朱
を
熬
煉
す
れ
ば
白
光
あ
る

水
銀
と
な
り
、
水
銀
を
焼
け
ば
復
び
朱
と
な
り
、
ま
た
水
銀
は
忽
然
と
し
て

黄
金
を
銷
融
し
、
し
か
も
こ
れ
を
他
物
に
塗
り
て
焼
け
ば
、
水
銀
は
去
っ
て

行
く
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
」
と
い
う
ア
ル
ケ
ミ
ィ
の
立
場
か
ら
、
丹
を
霊
異
人

を
驚
か
す
も
の
と
し
て
珍
重
し
た
の
で
あ
る
。
朱
、
即
ち
硫
化
水
銀
を
唯
焼

い
た
だ
け
で
は
、
白
色
の
水
銀
は
得
ら
れ
な
い
。
空
気
中
で
焼
い
て
酸
化
水

銀
と
し
て
、
こ
れ
を
木
炭
の
上
で
「
熬
煉
」
す
る
と
、
還
元
さ
れ
て
水
銀
が

得
ら
れ
る
。
ま
た
白
色
の
水
銀
を
焼
い
て
も
、
朱
に
は
な
ら
な
い
。
硫
黄
華

を
水
銀
に
混
じ
て
煉
る
と
硫
化
水
銀
に
な
る
が
、
こ
れ
は
黒
色
で
あ
る
。
こ

の
黒
色
の
硫
化
水
銀
に
ア
ル
カ
リ
を
加
え
て
、
温
湯
で
煎
ず
る
と
、
忽
然
と
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し
て
赤
色
の
朱
、
即
ち
硫
化
水
銀
の
複
合
体
に
か
わ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
化
学
変
化
が
、
「
神
武
天
皇
」
以
前
の
古
代
中
国
に
お
い
て
、

既
に
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
い
か

に
し
て
こ
う
い
う
ア
ル
ケ
ミ
ィ
が
、
そ
の
時
代
に
出
現
し
た
か
は
、
依
然
と

し
て
謎
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
い
う
化
学
変
化
に
対
し

て
、
古
代
人
が
素
朴
な
驚
異
感
を
抱
い
た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の

神
秘
感
か
ら
、
丹
は
凡
常
を
超
絶
す
る
も
の
と
い
う
意
味
に
展
開
さ
れ
、
長

生
不
死
の
仙
界
に
入
り
た
い
と
い
う
原
始
的
な
慾
望
と
結
び
つ
い
て
、
仙
丹
、

神
丹
、
金
丹
、
煉
丹
、
服
丹
、
餌
丹
な
ど
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
き
た
。

　
仙
丹
神
丹
は
、
霊
異
の
薬
物
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
用
い
て
不
老
長
生
の
神
妙
の
方
術
を
得
る
道
と
も
解
せ
ら
れ
た
。
金
丹
は
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老
子
が
元
君
か
ら
受
け
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
黄
金
の
不
朽
の
生
命
を

表
象
す
る
も
の
と
も
、
ま
た
ア
マ
ル
ガ
ム
法
に
よ
っ
て
金
を
精
錬
す
る
法
と

も
解
せ
ら
れ
る
。
不
老
長
生
と
黄
金
と
は
、
人
間
の
慾
望
の
二
つ
の
あ
ら
わ

れ
で
あ
っ
て
、
古
代
人
の
頭
脳
の
中
で
は
、
そ
の
分
離
が
は
っ
き
り
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
洋
中
世
の
ア
ル
ケ
ミ
ィ
に
も
、
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
。
服
丹
餌
丹
は
、
丹
の
成
っ
た
も
の
を
服
餌
す
る
法
で
あ
っ
て
、

最
も
素
朴
な
考
え
方
で
あ
る
。
も
っ
と
も
丹
の
成
っ
た
も
の
を
服
し
た
ら
、

嚥
下
す
る
と
同
時
に
忽
ち
死
ん
だ
と
い
う
話
も
残
っ
て
い
る
。
水
銀
を
本
当

に
の
ん
だ
の
で
は
た
ま
る
ま
い
。

　
還
丹
と
い
う
言
葉
が
、
丹
道
で
は
大
切
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
丹
を
錬
り
丹
を
錬
り
し
て
、
九
転
の
大
労
作
を
了
え
た
後
に
出
来
る
の
が
、
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即
ち
大
還
丹
で
あ
り
、
最
上
級
の
仙
丹
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
本

当
の
意
味
は
、
精
神
的
の
修
煉
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
死
一
如

の
境
地
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
丹
家
の
還
丹
は
、

仏
教
の
涅
槃
と
い
う
言
葉
に
類
し
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
内
省
的
な
意
味
で

な
く
、
不
死
の
薬
物
を
錬
る
と
い
う
卑
俗
な
解
釈
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
朱
及
び
黄
金
の
ア
ル
ケ
ミ
ィ
に
つ
い
て
、
最
も
古
い
文
献
は
、
黄
冶
変
化

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
漢
の
成
帝
（
西
紀
前
数
年
）
の
頃
、
正
言
を
以
て
神

怪
の
こ
と
を
斥
け
た
谷
永
の
辞
の
中
に
、
こ
の
一
句
が
あ
る
。
黄
冶
と
は
丹

沙
の
変
化
に
よ
っ
て
黄
金
を
鋳
冶
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
代
は
丹
は
ま
だ
ア

ル
ケ
ミ
ィ
の
対
象
で
あ
っ
た
。
丹
と
い
う
字
が
、
赤
沙
そ
の
も
の
の
意
味
か

ら
展
開
し
て
、
も
っ
と
精
神
的
な
仙
丹
神
丹
の
意
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
魏
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伯
陽
の
『
参
同
契
』
に
「
巨
勝
尚
延
年
、
還
丹
可
入
口
」
と
あ
る
の
が
、
最

初
で
あ
ろ
う
と
、
露
伴
先
生
は
い
わ
れ
る
。
こ
の
『
周
易
参
同
契
』
の
出
た

の
は
、
前
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
後
漢
の
桓
帝
の
直
ぐ
前
頃
、
西
紀
一
四
五

年
頃
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。

　
今
日
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
て
い
る
丹
道
は
、
『
周
易
参
同
契
』
、
即
ち
魏

伯
陽
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
起
源
は
後
漢
時
代
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
要
諦
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
お
く
れ
て
、

北
宋
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
魏
伯
陽
の
時
代
、
即
ち
後
漢
の
末
期

か
ら
、
六
朝
、
晋
、
南
北
朝
、
隋
、
唐
に
か
け
て
の
八
百
年
余
に
わ
た
る
長

い
年
代
は
、
ま
だ
秦
前
漢
時
代
の
神
仙
怪
異
の
思
想
が
、
根
強
く
人
々
の
頭

に
浸
み
込
ん
で
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
で
丹
道
も
、
服
丹
餌
丹
の
よ
う
な
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形
而
下
の
方
面
に
発
展
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
即
ち
神
菌
霊
芝
を
採
る
方
術
の

一
種
と
見
ら
れ
る
方
が
多
か
っ
た
。
丹
道
の
う
ち
で
、
こ
の
種
の
形
而
下
の

も
の
を
外
丹
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
周
易
参
同
契
』
の
真
髄
は
、
内

観
的
な
精
神
修
煉
に
あ
る
の
で
、
そ
の
方
は
内
丹
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
三
　
丹
道
の
真
義

　
丹
道
の
真
髄
は
、
魏
伯
陽
の
内
丹
に
あ
る
が
、
そ
の
祖
書
『
周
易
参
同
契
』

は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
到
底
近
づ
き
が
た
い
難
解
の
書
で
あ
る
。
露

伴
先
生
の
解
説
す
ら
、
こ
れ
を
味
読
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な

い
。
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丹
道
を
曲
り
な
り
に
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
『
参
同
契
』
に
先

立
つ
中
国
古
代
の
神
仙
思
想
及
び
道
教
に
つ
い
て
、
一
応
の
概
念
を
も
っ
て

い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
神
仙
思
想
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
原
始
宗
教
で
あ

っ
て
、
そ
の
源
は
、
遠
く
西
紀
前
五
百
年
、
老
子
の
思
想
に
発
し
て
い
る
。

老
荘
の
思
想
と
、
神
仙
道
と
、
道
教
と
は
、
と
か
く
混
同
さ
れ
や
す
い
。
と

い
う
よ
り
も
同
じ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
老
荘
の
思

想
は
哲
学
で
あ
っ
て
、
宗
教
で
は
な
い
。
荘
子
が
藐
姑
野
の
神
人
に
言
及
し

て
い
て
も
、
何
も
肉
体
的
な
不
老
長
生
の
術
な
ど
を
説
い
て
は
い
な
い
。

　
後
世
に
い
う
と
こ
ろ
の
道
教
は
、
宗
教
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
老
子
か
ら
七

百
年
も
お
く
れ
て
、
後
漢
の
中
期
に
至
っ
て
、
張
道
陵
に
よ
っ
て
初
め
て
唱

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
西
紀
一
四
二
年
、
張
道
陵
が
蜀
に
起
っ
て
、
老
子
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の
示
現
授
道
を
得
た
と
称
し
て
立
て
た
も
の
が
、
即
ち
道
教
な
の
で
あ
る
。

面
白
い
こ
と
に
は
、
魏
伯
陽
が
『
参
同
契
』
を
著
わ
し
て
、
丹
道
の
祖
と
な

っ
た
の
も
、
ほ
ぼ
西
紀
一
四
五
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
同
時

に
、
張
は
西
北
方
に
お
い
て
道
教
を
、
魏
は
東
南
方
に
お
い
て
丹
道
を
と
、

そ
れ
ぞ
れ
周
孔
以
外
の
異
教
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

　
神
仙
道
が
最
も
栄
え
た
の
は
、
張
の
道
教
創
始
以
前
で
あ
る
。
方
士
た
ち

が
、
不
死
の
霊
薬
を
得
ん
と
し
て
、
各
地
に
神
仙
を
索
め
た
の
は
、
秦
皇
漢

武
の
時
代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
、
張
道
陵
よ
り
も
、
四
百
年
も
以
前
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
道
教
は
後
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
政

策
上
、
老
子
も
荘
子
も
列
子
も
墨
子
も
、
皆
自
己
の
幕
内
に
と
り
入
れ
た
た

め
に
、
後
世
に
至
っ
て
は
、
丹
道
も
神
仙
道
も
、
要
す
る
に
儒
仏
以
外
の
宗
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教
を
全
部
道
教
の
中
に
含
め
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
道
教
と
神
仙
道
と
丹
道
と
は
、
本
来
は
判
然
と
し
て
別
な
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
丹
道
も
、
初
め
の
う
ち
は
神
仙
道
の
中
に
芽
生
え
た
原
始
信
仰

で
あ
っ
た
。
即
ち
神
菌
霊
芝
を
採
り
、
丹
を
錬
っ
て
不
老
長
生
の
仙
界
に
入

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
外
丹
で
あ
っ
た
。
そ
の
迷
妄
を
開
い
た
の
が
魏
伯
陽

で
あ
っ
て
、
丹
の
成
る
と
い
う
こ
と
は
、
肉
体
的
の
不
死
を
得
る
こ
と
で
は

な
く
、
生
死
を
超
越
し
た
心
境
を
悟
得
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
即
ち
内
丹
で
あ
る
。
内
丹
の
道
は
、
禅
宗
で
い
え
ば
悟
り
、
基キ

   

督 

リ
ス
ト
教
で
い
え
ば
信
に
入
る
と
い
う
意
味
で
、
大
悟
の
心
境
に
入
る
道
で
あ

る
。

『
周
易
参
同
契
』
は
、
こ
の
大
悟
の
心
境
を
証
得
す
る
道
を
、
得
遷
の
秘
奥
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と
し
て
説
い
た
書
で
あ
る
。
も
と
も
と
全
体
が
言
い
難
く
説
き
難
き
こ
と
を

記
し
た
本
で
あ
る
か
ら
、
難
解
を
き
わ
め
た
も
の
に
な
る
の
は
止
む
を
得
な

い
。
わ
れ
わ
れ
に
比
較
的
親
し
い
禅
の
場
合
で
も
、
悟
り
の
道
を
解
説
し
た

本
は
、
普
通
に
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
い
わ
ん
や
中

国
古
代
の
あ
の
怪
奇
な
る
神
仙
思
想
に
彩
ら
れ
た
得
遷
の
秘
書
が
、
現
代
の

わ
れ
わ
れ
に
到
底
近
づ
き
難
い
の
も
、
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
説
明
は

本
来
不
可
能
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
、
主
と
し
て
譬
論
比
擬
の
言
辞
を
以

て
、
得
遷
の
妙
術
を
伝
え
る
よ
り
外
に
道
が
な
い
。
例
え
ば
「
た
だ
斯
の
妙

術
、
審
諦
し
て
誑
語
せ
ず
。
億
世
の
世
に
伝
ふ
。
昭
然
と
し
て
考
ふ
べ
し
。

煥
と
し
て
星
の
漢
を
経
る
が
如
く
、
昞
と
し
て
水
の
海
に
宗
す
る
が
如
し
、

之
を
思
ひ
務
め
て
熟
せ
し
め
、
反
覆
上
下
を
視
せ
し
む
。
千
周
粲
と
し
て
彬
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彬
、
万
遍
特
に
観
る
可
か
ら
ん
。
神
明
或
は
人
に
告
げ
て
、
心
霊
忽
ち
悟
ら

ん
。
端
を
探
り
て
其
緒
を
索
め
は
、
必
ず
其
の
門
戸
を
得
ん
」
と
い
う
調
子

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
国
神
仙
道
の
本
統
で
あ
る
丹
道
は
、
結
局
は
大
悟
あ
る

い
は
信
に
入
る
と
い
う
形
で
、
宗
教
の
真
髄
に
悟
入
す
る
道
を
説
い
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
丹
道
の
極
致
で
あ
る
還
丹
も
、
仏
教
の
涅
槃
も
、
基

督
教
の
入
信
も
、
皆
同
じ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
互
い
に
著
し

く
異
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
も
そ
の
色
彩
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
差
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
で
も
特
に
丹
家
の
還
丹
は
、
著
し
く
特
異
な
色
彩
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
商
や
周
初
の
銅
器
に
見
ら
れ
る
あ
の
怪
異
な
形
象
に
つ
ら
な
る

も
の
が
あ
る
。
古
代
中
国
人
の
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
夢
幻
的
な
神
仙
思
想
が
、
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こ
の
丹
道
の
基
調
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
を
現
代
の
言
葉
、
と
い
う
よ
り
も

現
代
の
意
識
を
も
っ
て
説
く
こ
と
は
、
甚
だ
困
難
で
あ
る
。

　
露
伴
先
生
の
解
説
の
一
節
を
挙
げ
よ
う
。
「
神
識
気
質
未
だ
分
れ
ざ
る
と

こ
ろ
を
体
認
心
証
し
て
、
而
し
て
復
神
識
気
質
の
日
に
用
ひ
ら
れ
て
日
に
生

死
流
転
す
る
境
地
に
還
つ
て
来
る
」
「
人
の
生
命
の
帰
趨
、
直
ち
に
そ
れ
に

続
く
起
処
、
終
つ
て
復
始
ま
る
と
こ
ろ
を
体
現
し
得
る
の
が
還
丹
の
道
で
あ

る
」
。
こ
う
い
う
解
説
は
、
文
字
の
上
で
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
味
読
百
遍
に
し
て
感
得
す
る
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
。
理
解
に
は
説
明

が
必
要
で
あ
る
。
説
明
に
は
広
い
意
味
で
の
論
理
の
形
式
が
必
ず
は
い
っ
て

く
る
。
生
死
一
如
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
は
、
論
理
は
全
く
無
力
で

あ
る
。
そ
の
心
境
は
、
分
析
や
論
理
な
ど
と
は
相
補
性
を
な
す
と
こ
ろ
の
認

20古代東洋への郷愁



識
の
形
式
、
即
ち
悟
入
と
か
感
得
と
か
い
う
形
で
、
こ
れ
を
証
得
す
る
よ
り

外
に
道
が
な
い
。

　
　
　
　
　
四
　
古
代
の
神
仙
思
想

　
丹
道
の
真
髄
を
う
か
が
う
た
め
に
は
、
魏
伯
陽
以
前
の
中
国
古
代
思
想
、

即
ち
春
秋
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
七
百
年
に
及
ぶ
長
い
年
代
の
古
代
神
仙
思

想
を
瞥
見
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
我
が
国
か
ら
い
え
ば
、
も
ち

ろ
ん
有
史
以
前
に
当
る
。
青
銅
器
及
び
鉄
器
が
大
陸
か
ら
は
い
っ
て
き
た
の

は
、
後
漢
の
前
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
述
べ
る
中
国
の
古
代
思

想
と
い
う
も
の
は
、
我
が
国
の
縄
紋
式
及
び
弥
生
式
文
化
の
時
代
の
話
で
あ
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る
。

　
そ
う
い
う
古
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ら
中
国
で
も
、
詳
し
い

文
献
は
残
っ
て
い
な
い
。
前
漢
の
頃
出
来
た
七
緯
書
、
即
ち
易
、
詩
、
書
、

春
秋
、
礼
、
楽
、
孝
経
の
緯
書
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
一
番
よ
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
、
隋
の
時
代
に
全
部
焼
か
れ
て
い
る
の
で
、
雑
書
に
引
用
さ
れ
た

片
鱗
し
か
覗
い
得
な
い
。
考
証
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
露
伴
先
生
は
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
列
挙
さ
れ
て
い

る
神
僊
書
の
題
目
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
困
難
な
考
証
を
進
め
ら
れ
た
。

そ
れ
は
岩
塊
に
残
さ
れ
た
わ
づ
か
な
条
痕
を
手
が
か
り
と
し
て
、
古
代
の
生

物
の
像
を
復
原
し
よ
う
と
す
る
化
石
学
者
の
仕
事
に
似
て
い
る
。

『
漢
書
』
芸
文
志
に
題
目
だ
け
は
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
神
遷
書
自
身
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は
、
今
皆
佚
し
て
い
て
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
題
目
を
仔
細

に
吟
味
し
、
一
方
『
周
易
参
同
契
』
に
お
い
て
魏
伯
陽
が
旧
神
仙
思
想
を
排

斥
し
て
い
る
文
章
を
熟
読
翫
味
し
て
み
る
と
、
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
古

代
民
族
の
記
憶
が
、
次
第
に
そ
の
姿
を
現
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
芸
文
志
の
中
に
、
泰
壱
雑
子
黄
冶
三
十
一
巻
と
い
う
文
字
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
黄
冶
は
前
に
い
っ
た
よ
う
に
、
丹
沙
を
用
い
て
黄
金

を
鋳
冶
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
泰
壱
は
漢
の
武
帝
の
時
に
、
済
陰
の
謬
忌

が
奏
し
て
祠
ら
ん
こ
と
を
い
い
出
し
た
も
の
で
、
天
神
の
最
も
尊
い
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
後
に
泰
壱
兵
法
と
か
、
泰
一
陰
陽
と
か
い
う
も
の
が
現
わ
れ
、

長
く
中
国
に
泰
一
と
い
う
上
帝
思
想
が
遺
っ
た
の
は
、
こ
れ
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
書
は
恐
ら
く
は
、
泰
壱
に
仮
託
し
て
煉
金
服
餌
の
こ

23



と
を
説
い
た
書
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
露
伴
先
生
は
、
こ
う
い
う

流
儀
で
、
『
宓
戯
雑
子
道
』
二
十
篇
、
『
黄
帝
岐
伯
按
摩
』
十
巻
、
『
黄
帝

雑
子
芝
菌
』
十
八
巻
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
題
名
か
ら
当
時
の
思
想
の
考
証

を
進
め
て
い
か
れ
た
。
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
万
巻
の
書
を
読
破
さ
れ
た
先
生

の
博
識
が
、
有
力
な
武
器
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
一
つ
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時
の
中
国
に
は
、

宗
教
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
仏
教
が
伝
来
し
た
の
は
、
後
漢

の
中
頃
で
あ
る
。
張
道
陵
の
道
教
及
び
魏
伯
陽
の
丹
道
は
、
と
も
に
宗
教
で

あ
る
が
、
そ
の
創
始
は
仏
教
公
伝
か
ら
百
年
近
く
も
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

張
魏
以
前
の
古
代
神
仙
道
は
、
宗
教
と
は
い
い
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
即

ち
あ
の
古
代
神
仙
思
想
が
、
最
も
華
々
し
く
そ
の
怪
異
を
現
じ
て
い
た
時
代
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の
中
国
に
は
、
周
孔
の
教
え
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
周
孔
の
教
え
は
、

生
死
を
取
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
宗
教
で
な
く
、
道
徳
教
で
あ

る
。
そ
う
い
う
宗
教
の
な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
始
皇
帝
が
徐
福
を
蓬
莱
の

島
に
つ
か
わ
し
て
、
不
老
長
生
の
仙
薬
を
探
し
た
こ
と
も
（
西
紀
前
二
二
〇

年
頃
）
、
武
帝
が
方
士
を
諸
国
に
派
遣
し
て
神
仙
を
索
め
た
こ
と
も
（
西
紀

前
一
三
三
年
）
、
皆
当
然
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
話
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
、

禹
域
（
支
那
本
土
）
を
統
一
し
た
漢
民
族
は
、
世
界
最
大
の
国
家
を
形
づ
く

っ
て
い
た
。
西
欧
で
は
ロ
ー
マ
と
カ
ル
タ
ゴ
と
の
戦
い
の
時
代
で
あ
っ
て
、

統
一
国
家
と
し
て
は
、
中
国
が
世
界
で
最
大
最
強
の
国
で
あ
っ
た
。
科
学
も

宗
教
も
な
い
時
代
の
強
大
な
国
家
で
、
そ
の
権
力
者
た
ち
が
、
不
老
長
生
の

術
に
狂
奔
す
る
、
そ
れ
は
如
何
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
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方
士
な
ど
と
い
う
特
異
な
人
間
の
活
躍
も
、
自
然
と
惹
起
さ
れ
る
。
「
神
君

が
語
を
伝
え
、
竃
鬼
が
貌
を
現
じ
た
催
眠
術
様
の
怪
異
な
こ
と
が
混
淆
し
て
」

く
る
の
も
、
ま
た
自
然
の
成
行
で
あ
る
。

『
漢
書
』
芸
文
志
に
は
、
道
家
と
神
僊
家
と
は
、
ち
ゃ
ん
と
区
別
し
て
あ
る

の
で
、
初
め
は
こ
の
両
者
が
別
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
道
家
は
、

伊
尹
、
太
公
、
老
、
荘
な
ど
を
祠
っ
て
、
神
変
怪
異
を
現
じ
、
不
老
長
生
の

術
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
僊
家
は
、
黄
帝
、
宓
戯
、
泰
壱
、
神
農
を

祖
宗
と
し
て
各
種
の
神
異
を
叙
し
、
導
引
按
摩
に
よ
っ
て
養
性
延
命
を
策
し
、

神
菌
霊
芝
の
効
を
研
究
し
、
煉
金
服
餌
の
法
を
説
く
と
い
う
よ
う
に
、
後
の

外
丹
の
道
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
両
者
に
は
、
そ
う
判

然
と
し
た
区
別
は
な
く
、
と
も
に
祭
祀
の
道
、
医
薬
の
技
、
巫
覡
の
法
な
ど
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に
よ
っ
て
、
符
を
も
っ
て
河
水
の
流
れ
を
禁
じ
た
り
、
空
中
を 

飛  

行 

ひ
ぎ
ょ
う

し
た

り
、
白
日
昇
天
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
幻
術
を
現
わ
し
て
い
た
。

　
こ
う
い
う
幻
術
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
簡
単

に
催
眠
術
と
片
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
そ
の
解
決
は
、
言

葉
の
上
だ
け
の
解
決
で
あ
る
。
現
代
で
も
未
開
人
の
社
会
に
お
い
て
は
、
タ

ブ
ー
を
犯
し
た
た
め
に
実
際
に
死
ん
だ
と
い
う
例
が
、
い
く
つ
か
報
告
さ
れ

て
い
る
。
病
気
の
治
療
と
生
死
と
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
生
物
学
に
お
い

て
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
は
、
生
命
力
と
い
う
神
秘
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
彼
方
へ
逃

げ
て
し
ま
う
。
古
代
の
神
仙
思
想
に
お
い
て
も
、
現
代
の
生
物
学
に
お
い
て

も
、
精
神
そ
の
も
の
の
神
秘
は
少
し
も
変
っ
て
い
な
い
。

　
春
秋
か
ら
秦
漢
へ
か
け
て
の
幻
術
横
行
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
道

27



家
や
神
僊
家
の
外
に
も
、
各
種
の
妖
術
や
迷
信
、
あ
る
い
は
科
学
の  

原    

エ
ム
ブ
リ

胚  オ
と
も
見
ら
れ
る
神
異
思
想
が
、
盛
ん
に
跋
扈
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中

に
は
、
陰
陽
家
、
五
行
家
、
医
家
、
房
中
家
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
皆
後
世
に
到
っ
て
は
、
道
家
神
僊
家
に
混
入
さ
れ
、
さ
ら
に
道
教

の
中
に
摂
収
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
生
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
別
派
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
陰
陽
及
び
五
行
の
思
想
は
、
遠
く
周
の
時
代
か
ら
漢
民
族
の
中
に
深
く
根

ざ
し
た
思
想
で
あ
る
。
陰
陽
家
に
は
二
流
あ
っ
て
、
そ
の
一
は
本
来
は
天
文

暦
象
の
こ
と
を
主
と
す
る
暦
家
に
属
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
体
の
観
測
自

身
よ
り
も
、
日
月
星
辰
の
値
遇
か
ら
吉
凶
を
う
ら
な
う
占
星
術
の
方
が
主
な

仕
事
で
あ
っ
た
。
五
丈
原
に
将
星
の
落
ち
る
の
を
見
て
、
孔
明
の
死
を
判
ず
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る
と
い
う
よ
う
な
例
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。  

占  

星  

術  

ア
ス
ト
ロ
ロ
ジ
イ

は
、
中
国

と
限
ら
ず
、
西
洋
で
も
ご
く
近
世
ま
で
甚
だ
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
近
世

の
科
学
が
確
立
さ
れ
る
以
前
の
人
類
に
共
通
の
現
象
で
あ
る
。
日
本
で
阿
倍

晴
明
な
ど
が
、
大
い
に
天
文
を
案
じ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ず
っ
と
後
世
の
こ

と
で
、
初
め
て
占
星
台
を
築
い
た
の
は
、
天
武
天
皇
の
御
世
で
あ
っ
た
。
天

武
天
皇
の
時
代
と
い
え
ば
、
ず
い
ぶ
ん
旧
い
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
今
問

題
と
し
て
い
る
時
代
よ
り
は
、
千
年
も
お
く
れ
た
唐
の
初
期
で
あ
る
。
こ
の

流
儀
の
陰
陽
家
の
生
命
が
非
常
に
長
く
、
唐
の
頃
ま
で
な
お
勢
力
が
あ
っ
て
、

日
本
ま
で
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
陰
陽
家
の
他
の
一
つ
は
、
陰
陽
交
替

の
理
か
ら
兵
法
を
説
い
た
も
の
で
、
後
の
『
参
同
契
』
と
は
余
り
関
係
が
な

い
。
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五
行
家
は
、
森
羅
万
象
が
、
火
水
金
土
木
の
五
要
素
か
ら
成
る
と
し
、
こ

の
五
行
の
相
剋
相
生
、
並
に
陰
陽
二
気
の
順
列
組
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
宇
宙

及
び
人
生
の
す
べ
て
の
変
化
が
支
配
さ
れ
る
と
説
く
一
派
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
原
始
的
信
仰
に
基
づ
い
て
、
自
然
及
び
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
解
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
六
十
四
の
卦
と
い
う
も
の
が
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
、

そ
れ
が
現
代
ま
で
も
根
を
ひ
い
て
い
る
。
卦
な
ど
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
順

列
組
合
わ
せ
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
他
愛
の
な
い
も
の
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
の
よ
う
に
人
智
の
発
達
し
た
時
代
で
も
、
人

間
は
い
つ
ま
で
も
性
懲
り
も
な
く
、
勝
者
敗
者
と
も
に
苦
し
む
戦
争
を
く
り

返
し
て
い
る
。
今
日
で
も
人
類
の
全
行
為
を
分
類
し
た
ら
、
そ
の
型
式
は
、

六
十
四
に
満
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
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も
、
春
秋
秦
漢
時
代
、
即
ち
中
国
草
莽
期
の
思
想
を
嗤
う
こ
と
は
出
来
な
い

の
で
あ
る
。

　
医
家
は
、
今
日
の
医
師
の
如
く
、
薬
餌
を
も
っ
て
病
を
治
す
る
こ
と
を
主

た
る
仕
事
と
し
た
も
の
で
、
内
省
的
な
問
題
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
詳
し
く

触
れ
る
必
要
が
な
い
。
問
題
は
房
中
家
で
あ
る
。
房
中
の
術
は
、
古
代
人
に

と
っ
て
甚
だ
神
秘
的
で
あ
っ
た
男
女
交
媾
の
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

初
め
は
節
慾
の
大
切
な
る
こ
と
肆
慾
の
大
害
あ
る
こ
と
を
説
い
た
く
ら
い
に

過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
寿
夭
が
分
れ
、
禍
福
が
生
じ
、
時
に
怪
訝
す

べ
き
事
情
等
が
発
現
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
、
「
逆
に
推
測
し
て
房
中
秘

密
の
中
に
神
異
霊
恠
の
解
釈
を
求
む
る
に
至
つ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想

は
、
古
代
の
生
殖
器
崇
拝
の
思
想
と
暗
に
呼
応
し
て
、
遂
に
は
房
術
を
も
っ
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て
神
僊
た
り
得
る
よ
う
な
思
想
に
ま
で
発
展
し
た
。
こ
の
邪
毒
は
案
外
に
永

く
そ
の
根
を
ひ
き
、
遠
く
我
が
国
ま
で
も
伝
わ
り
、
平
安
朝
の
頃
に
は
、
い

ろ
い
ろ
な
病
気
が
房
術
に
よ
っ
て
治
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
迷
信
ま
で
生
じ

た
の
で
あ
る
。
我
が
国
で
も
中
国
で
も
、
こ
の
房
術
の
観
念
、
即
ち
陰
道
の

思
想
は
、
今
日
ま
で
も
残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
五
　
中
国
古
代
の
仙
術

　
古
代
中
国
の
神
仙
思
想
は
、
思
想
史
的
に
分
類
す
れ
ば
、
以
上
述
べ
た
よ

う
に
列
記
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
発
生
後
間
も
な

く
互
い
に
相
混
淆
し
て
、
渾
然
と
し
た
し
か
も
き
わ
め
て
晦
渋
な
一
つ
の
思
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想
、
即
ち
仙
術
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
れ
ら
を
全

体
と
し
て
見
た
場
合
の
仙
術
に
つ
い
て
、
各
種
の
得
僊
の
法
を
、
技
術
的
な

観
点
か
ら
分
類
し
て
、
一
応
見
て
お
く
こ
と
も
、
こ
の
難
解
な
中
国
古
代
の

思
想
を
理
解
す
る
上
に
、
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
時
代
の
仙
術
の
う
ち
で
、
一
番
広
範
か
つ
普
遍
的
な
法
は
、
祀
祭
で

あ
る
。
こ
れ
は
何
も
古
代
中
国
と
限
ら
ず
、
今
で
も
世
界
各
国
に
お
い
て
、

形
式
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
土
を

累
ね
壇
を
立
て
、
泰
一
な
り
青
帝
な
り
黄
帝
な
り
老
君
な
り
、
自
分
の
信
ず

る
も
の
を
本
尊
と
し
て
、
一
処
懸
命
に
祭
祀
の
誠
を
致
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ

て
僊
を
得
ん
と
す
る
」
方
法
で
あ
る
。
信
仰
が
進
む
に
つ
れ
て
、
遂
に
怪
し

き
も
の
の
姿
を
見
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
「
以
想
結
相
の
道
理
」
で
あ
る
。
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こ
の
場
合
、
祀
祭
者
に
本
尊
が
現
出
す
る
の
は
、
何
も
狐
狸
に
魅
せ
ら
れ
た

の
で
は
な
く
、
真
実
に
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
幻
夢
と
い
う
こ
と
は

差
し
つ
か
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
原
子
爆
弾
も
ま
た
幻
夢
で
あ
る
。

科
学
の
い
う
真
は
、
個
人
を
滅
却
し
た
場
合
に
の
み
、
実
と
虚
と
の
差
が
出

て
く
る
の
で
あ
る
。
新
聞
で
原
子
爆
弾
の
爆
裂
写
真
を
見
る
人
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
は
想
を
以
て
相
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
広
島
や
長
崎
で
死
ん
だ
人
に

と
っ
て
も
原
子
爆
弾
は
幻
夢
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
死
ん

だ
人
た
ち
は
、
そ
の
後
の
こ
と
を
永
久
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ

る
。

　
こ
う
い
う
い
わ
ば
普
遍
的
な
祀
祭
の
法
よ
り
も
、
も
っ
と
面
白
い
そ
し
て

古
代
中
国
人
に
特
有
な
得
僊
の
術
が
、
外
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
の
一
つ
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は
歴
臟
の
法
で
あ
る
。
歴
臟
の
法
と
い
う
の
は
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
坐
禅
の
よ

う
な
姿
を
し
て
、
自
分
の
身
体
の
中
の
臟
腑
を
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
思
念
し
、
そ

の
運
行
の
勇
健
を
祈
る
法
で
あ
る
。
い
つ
も
胃
袋
の
吊
り
上
っ
た
よ
う
な
気

色
を
し
て
、
年
中
空
転
し
て
い
る
現
代
人
に
は
、
あ
る
い
は
推
奨
す
べ
き
霊

法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
代
中
国
人
も
初
め
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
第
に
内
臓
を
一
々
神
格
化
す
る
傾
向
に
陥
り
、

そ
の
神
の
寵
命
が
我
が
身
に
下
る
よ
う
に
と
祈
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各

内
臓
の
一
々
の
神
の
名
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
脾
臓
の
神
を
黄
裳
君
と
呼

ん
だ
こ
と
は
分
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
春
は
歳
星
の
青
気
を
食
つ
て
肝
に
入

ら
し
め
、
夏
は
熒
惑
の
赤
気
を
服
し
て
心
に
入
ら
し
め
」
と
い
う
風
な
流
儀

で
、
こ
の
法
を
立
派
な
仙
術
に
ま
で
仕
立
て
上
げ
た
の
で
あ
る
。
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次
に
履
斗
及
び
禹
歩
の
術
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
履
斗
と
い
う
の
は
、

北
斗
の
象
を
履
む
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
あ
の
北
斗
七
星
の
形
を
、
足
取
り
で

学
ん
で
ふ
む
法
式
で
あ
る
。
天
界
の
す
べ
て
の
星
が
動
き
廻
る
の
に
北
極
星

だ
け
が
、
永
久
不
動
の
位
置
を
保
っ
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
古
代
人
の

注
意
を
ひ
き
、
そ
れ
か
ら
北
極
星
を
不
死
の
表
象
と
見
る
思
想
が
生
ま
れ
た
。

従
っ
て
不
老
延
命
を
北
斗
に
祈
祷
す
る
と
い
う
法
式
が
生
ま
れ
た
の
も
、
き

わ
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
「
歩
罡
宿
」
と
い
う
文
字
も
残
っ
て
い
る
が
、

罡
と
い
う
の
は
天
罡
星
の
こ
と
で
、
北
斗
を
履
む
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
術
が
展
開
し
た
も
の
が
、
禹
歩
の
術
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
禹
歩

は
勧
進
帳
の
末
の
方
の
弁
慶
の
歩
法
の
や
う
な
も
の
で
」
あ
る
。
こ
う
い
う
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歩
法
に
よ
っ
て
神
力
霊
能
を
発
揮
し
得
る
と
い
う
信
仰
は
、
現
代
人
か
ら
見

れ
ば
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
茫
洋
た
る
支

那
大
陸
の
曠
野
の
ま
な
か
、
暗
夜
と
も
し
び
は
な
く
、
星
辰
だ
け
が
き
ら
め

い
て
い
る
。
そ
の
星
の
下
で
、
古
代
中
国
人
が
黙
々
と
し
て
、
ゆ
る
や
か
に

七
斗
を
履
む
。
暗
黒
の
野
の
中
を
、
朔
風
が
音
も
な
く
過
ぎ
て
行
く
。
そ
の

姿
を
心
に
描
い
て
み
る
な
ら
ば
、
歩
法
も
亦
仙
術
た
り
得
る
所
以
を
知
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
五
帝
六
甲
の
法
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
六
甲
は
甲
子
、
甲
戌
、
甲
申
な

ど
の
甲
の
六
日
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
日
に
五
帝
の
玉
女
十
真
が
、
天
宮
よ

り
降
っ
て
我
が
身
中
に
入
る
と
思
念
し
、
そ
の
仙
身
に
同
化
す
る
と
観
ず
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
仙
を
得
よ
う
と
す
る
法
で
あ
る
。
瓊
宮
五
帝
内
思
上
法
と
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か
、
霊
飛
六
甲
内
思
通
霊
上
法
と
か
い
う
よ
う
な
文
字
が
残
っ
て
い
る
が
、

皆
こ
の
五
帝
六
甲
の
法
と
同
じ
か
、
あ
る
い
は
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
。
文

字
の
国
に
お
い
て
は
、
文
字
が
ま
た
仙
術
の
一
つ
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
胎
息
の
法
と
い
う
も
の
を
挙
げ
よ
う
。
人
間
の
神
経
は
随
意
と

不
随
意
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
丁
度
そ
の
中
間
に
あ
る
の
が
、
呼
吸
作

用
で
あ
る
。
呼
吸
は
普
段
は
人
間
の
意
志
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
時
に

よ
っ
て
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
左
右
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
胎
息
経
と
い
う

も
の
が
あ
っ
て
、
呼
吸
の
法
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
凡
無
奇
の
も
の
で

あ
る
。
事
実
、
呼
吸
は
無
奇
に
し
て
気
の
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
の
が
、
一
番

よ
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
仙
術
の
一
つ
に
、
呼
吸
の
法
を
強
い
て
異
常
な

状
態
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仙
を
得
よ
う
と
す
る
一
派
が
あ
っ
た
。
我
が
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国
に
も
、
昔
は
「
お
き
な
が
の
術
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
近
代
に
も
各
種

の
深
呼
吸
術
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
け
っ
き
ょ
く
中
国
古
代

の
神
仙
思
想
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
中
国
古
代
の
思
想
を
考
え
る
場
合
に
、
い
つ
で
も
忘
れ
て
な
ら

な
い
こ
と
は
、
時
代
の
古
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
暦
な
ど
に
対
す
る
古
代
人
の

観
念
も
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
で
、
実
感
を
も
っ
て
想
起
す
る
こ
と
は
、

非
常
に
困
難
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
悠
久
の
昔
の
話
で
あ
る
。
我
が
国
に
し

て
み
た
ら
、
今
問
題
に
し
て
い
る
時
代
か
ら
七
百
年
も
お
く
れ
た
女
王
卑
弥

呼
の
世
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
暦
を
全
然
知
ら
ず
、
人
々
は
単
に
春
に
耕
し
て

秋
に
穫
る
と
い
う
未
開
人
の
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
支
那
大
陸
黄
土
地
帯
の
あ
の
広
茫
か
つ
妖
異
な
る
景
観
の
中
で
、
永
い
遊
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牧
生
活
の
末
、
よ
う
や
く
農
耕
の
生
活
に
は
い
っ
た
古
代
民
族
に
と
っ
て
は
、

暦
は
甚
だ
尊
崇
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
農
耕
は
暦
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る

も
の
で
、
作
付
期
の
数
日
の
お
く
れ
が
、
収
穫
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
場

合
が
屡
々
あ
る
。
農
作
物
の
豊
凶
が
、
生
死
の
問
題
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い

た
古
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
暦
は
何
よ
り
も
尊
崇
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
暦
を
尊
崇
す
る
念
は
、
同
時
に
日
月
星
辰
の
運
行
の
理
に
、
驚
異
の

感
を
も
た
せ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
神
秘
感
に
進
ん
だ
。
そ
し
て
人
生
の
吉
凶
禍

福
と
い
う
変
化
無
限
の
不
安
定
な
現
象
の
中
に
、
理
法
を
求
め
る
心
が
、
こ

れ
と
結
び
つ
い
た
。
科
学
的
な
思
考
か
ら
全
然
乖
離
し
て
い
た
古
代
人
の
頭

脳
の
中
で
は
、
そ
れ
が
今
日
わ
れ
わ
れ
の
い
う
理
法
探
究
の
形
に
は
展
開
し

な
か
っ
た
。
素
朴
で
強
烈
な
未
開
人
の
慾
求
と
直
結
し
て
、
神
変
怪
異
の
思
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想
に
異
常
醗
酵
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
六
　
『
参
同
契
』
と
幽
玄
思
想

『
参
同
契
』
の
成
っ
た
の
は
、
後
漢
の
桓
帝
の
時
代
、
西
紀
一
四
五
年
頃
で

あ
る
が
、
こ
の
時
代
は
古
代
神
仙
道
の
最
も
華
や
か
な
り
し
時
代
で
あ
っ
た
。

道
家
、
神
僊
家
、
陰
陽
家
、
五
行
家
、
医
家
、
房
中
家
な
ど
が
、
入
り
乱
れ

て
互
い
に
妖
を
現
じ
、
あ
る
い
は
竃
鬼
を
呼
び
、
あ
る
い
は
化
現
の
人
を
出

し
、
あ
ら
ゆ
る
神
異
を
現
わ
し
て
い
た
。
怪
し
い
仙
人
や
仙
書
も
汎
濫
し
て

い
た
。

　
こ
う
い
う
催
眠
術
よ
う
の
怪
異
は
、
や
が
て
※
門
小
径
に
堕
し
、
遂
に
陰
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道
の
邪
悪
に
ま
で
及
ん
だ
の
も
、
ま
た
自
然
の
成
行
で
あ
る
。
甚
だ
し
き
に

到
っ
て
は
、
睡
眠
を
精
神
昏
濁
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
を
厭
い
、
「
覚
夢
一

如
、
生
死
貫
洞
の
境
界
に
入
れ
ば
僊
を
得
べ
し
」
と
い
っ
て
、
睡
眠
を
斥
け

る
法
す
ら
あ
っ
た
。
疲
労
困
憊
の
末
、
恍
惚
と
痴
の
如
く
な
っ
て
、
や
が
て

仙
を
得
る
と
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。
魏
伯
陽
は
、
こ
う
い
う
外
道
に
陥
っ
て
い

る
者
を
あ
わ
れ
ん
で
、
陋
術
と
異
な
る
と
こ
ろ
の
仙
の
真
道
を
伝
え
ん
が
た

め
に
、
『
参
同
契
』
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
魏
子
は
こ
の
書
に
お
い
て
、

そ
の
時
代
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
仙
術
の
外
道
を
弾
呵
し
、
不
老
不
死
と
い
う
こ

と
は
、
け
っ
き
ょ
く
精
神
的
に
生
死
一
如
の
境
界
に
入
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

肉
体
的
の
不
老
不
死
を
願
う
各
種
の
妖
術
は
、
全
く
の
迷
妄
に
す
ぎ
な
い
こ

と
を
明
示
し
た
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
『
参
同
契
』
は
内
丹
の
祖
書
な
の
で
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あ
る
。

　
そ
う
い
う
本
が
、
そ
の
時
の
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
折
角

の
聖
書
も
、
神
怪
妖
異
の
荒
海
の
底
に
没
し
去
ら
れ
、
後
漢
の
書
目
に
は
、

書
名
す
ら
も
残
っ
て
い
な
い
。
『
参
同
契
』
の
名
が
初
め
て
出
る
の
は
、
晋

の
葛
洪
の
撰
に
か
か
る
神
僊
伝
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
「
伯
陽
参
同
契
五
行
相

類
凡
そ
三
巻
を
作
る
。
其
説
は
是
れ
周
易
、
其
実
は
爻
象
を
仮
借
し
て
以
て

作
丹
の
意
を
論
ず
云
々
」
と
、
き
わ
め
て
簡
単
に
評
記
し
て
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
葛
洪
の
神
僊
伝
が
出
る
ま
で
、
即
ち
漢
の
桓
帝
か
ら
晋
の
元
帝
に
到
る

百
五
、
六
十
年
の
間
、
『
参
同
契
』
は
単
な
る
隠
微
奇
異
の
書
と
し
て
、
僅

か
に
命
脈
を
保
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
も
っ
と
も
『
参
同
契
』
に
は
、
隠
微
の
奇
書
と
さ
れ
て
も
致
し
方
な
い
点
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も
あ
る
。
文
章
が
難
解
を
き
わ
め
て
い
る
上
に
、
著
者
の
署
名
す
ら
も
な
い

か
ら
で
あ
る
。
現
存
の
『
参
同
契
』
本
が
、
魏
伯
陽
の
撰
に
か
か
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
っ
た
の
に
は
、
面
白
い
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
末
尾
に
「
委
時

去
害
、
依
托
丘
山
、
循
遊
寥
廓
、
与
鬼
為
隣
、
…
…
」
と
い
う
十
六
句
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
意
味
不
明
な
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
字

謎
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
委
字
に
鬼
字
を
鄰
と
為
せ
ば
、
魏
の
字
を
得
る
こ

と
は
、
中
国
の
昔
の
学
者
が
既
に
解
し
て
い
た
。
露
伴
先
生
は
、
そ
の
考
察

を
進
め
て
、
こ
の
十
六
句
の
中
に
、
魏
伯
陽
造
の
四
字
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
詳
細
は
、
『
露
伴
全
集
』
の
月
報
の
中
で
、
既
に

武
内
博
士
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
署
名
す
ら
も
字
謎
の
中
に
隠
し
た
こ
の
魏
子
の
異
書
は
、
葛
洪
以
後
も
引
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き
つ
づ
き
隠
微
の
書
と
し
て
、
不
当
に
無
視
さ
れ
て
き
た
。
『
隋
書
』
経
籍

志
に
も
そ
の
記
載
が
な
く
、
『
旧
唐
書
』
経
籍
志
に
到
っ
て
、
初
め
て
五
行

家
の
中
に
録
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
も
五
行
家
と
い
う
の
は
誤

り
で
あ
っ
て
、
『
周
易
参
同
契
』
は
決
し
て
五
行
家
の
書
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
を
弾
呵
し
て
い
る
書
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
『
参
同
契
』
が
唐

時
代
に
な
っ
て
も
、
な
お
な
ん
ら
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く

分
る
で
あ
ろ
う
。

『
周
易
参
同
契
』
の
唱
え
る
内
丹
の
道
が
、
急
に
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
宋
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
魏
伯
陽
以
後
五

代
の
頃
ま
で
の
八
百
年
に
及
ぶ
長
い
年
代
は
、
ま
だ
古
代
神
仙
思
想
の
余
燼

時
代
で
あ
っ
た
。
魏
伯
陽
以
前
、
即
ち
春
秋
戦
国
の
世
か
ら
後
漢
の
後
期
ま
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で
の
六
百
年
以
上
に
わ
た
る
長
い
間
、
こ
の
神
仙
思
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
変

妖
術
の
温
床
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
弊
害
余
毒
は
、
魏
伯
陽
の
時
代

に
お
い
て
、
既
に
著
し
く
表
面
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
魏
伯
陽
が
あ
ら
ゆ

る
神
仙
外
道
を
強
く
排
斥
し
て
い
る
語
気
の
中
に
、
そ
の
間
の
事
情
が
よ
く

う
か
が
え
る
。
後
世
か
ら
見
れ
ば
喜
劇
の
連
続
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
い

得
る
の
で
あ
る
が
、
一
度
神
異
魔
法
の
妖
美
に
眩
惑
さ
れ
た
古
代
人
に
と
っ

て
は
、
そ
の
境
地
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。
魏
伯

陽
以
後
も
、
な
お
八
百
年
の
間
、
そ
の
余
燼
が
も
え
続
い
た
の
で
あ
る
。
三

国
の
虞
翻
、
晋
の
葛
洪
及
び
仙
人
抱
朴
子
、
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
五
行
風

角
の
道
と
太
一
遁
甲
の
術
と
に
達
し
て
い
た
陶
弘
景
、
唐
の
仙
人
呂
洞
賓
な

ど
、
博
学
能
文
で
超
常
の
精
神
力
を
も
っ
て
い
た
傑
い
人
た
ち
が
、
厳
密
に
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い
え
ば
、
皆
形
而
下
の
神
仙
道
に
組
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
丹
道
で
い
え
ば
、

外
丹
の
道
が
依
然
と
し
て
勢
力
を
占
め
、
内
丹
の
道
は
わ
ず
か
に
余
喘
を
保

っ
て
い
た
程
度
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
根
強
く
古
代
中
国
人
の
各
層
に
浸
み
込
ん
で
い
た
神
異

妖
怪
の
思
想
も
、
流
石
さ
す
が
に
千
数
百
年
の
後
に
は
、
幾
分
下
火
に
な
っ
た
。
唐

の
末
期
か
ら
五
代
に
か
け
て
、
有
識
者
の
間
に
は
、
よ
う
や
く
そ
の
迷
妄
か

ら
目
覚
め
る
人
が
出
て
き
た
。
五
代
の
道
士
真
一
子
彭
暁
が
、
孟
蜀
の
広
政

十
年
（
西
紀
九
四
七
年
）
に
、
『
周
易
参
同
契
分
章
通
義
』
本
を
著
わ
し
た

の
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
今
日
伝
わ
っ
て
い
る
『
参
同
契
』

諸
本
中
の
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
著
述
以
来
八
百
年
も
埋
れ
て
い
て
、

再
び
世
に
出
た
と
い
う
の
は
、
い
く
ら
中
国
で
も
珍
し
い
例
で
あ
ろ
う
。
不
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幸
に
し
て
こ
の
本
は
、
註
者
の
意
に
よ
っ
て
割
裂
さ
れ
、
か
つ
伝
写
の
久
し

き
に
よ
っ
て
、
原
本
の
真
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
宋
末
の
兪
琰
が
、

当
時
存
在
し
て
い
た
各
本
を
合
校
し
て
、
『
周
易
参
同
契
釈
疑
』
一
巻
を
作

っ
た
が
、
こ
の
方
が
善
本
で
あ
る
。
露
伴
先
生
も
、
主
と
し
て
こ
の
『
釈
疑
』

に
よ
っ
て
解
説
を
さ
れ
た
。

　
そ
の
外
に
も
宋
か
ら
明
に
か
け
て
、
た
く
さ
ん
の
『
参
同
契
』
本
が
出
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
善
本
と
は
い
わ
れ
な
い
。
「
明
の
楊
慎
が
南

方
の
遠
郷
で
地
を
掘
っ
て
石
函
中
よ
り
得
た
と
称
し
」
古
文
『
参
同
契
』
の

完
本
な
る
も
の
を
出
し
た
が
、
こ
の
学
者
は
偽
古
書
製
造
の
常
習
犯
人
で
あ

る
由
で
、
露
伴
先
生
は
信
用
さ
れ
て
い
な
い
。
中
国
の
学
者
の
中
に
は
、
こ

の
本
に
基
づ
い
て
、
註
解
を
し
て
い
る
人
も
か
な
り
あ
る
。
地
を
掘
っ
て
石
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函
中
よ
り
得
た
と
い
う
の
も
、
い
か
に
も
昔
の
支
那
ら
し
い
話
で
あ
る
。

　
露
伴
先
生
の
最
初
の
考
証
は
、
こ
の
『
参
同
契
』
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

で
あ
る
。
彭
暁
の
言
に
よ
れ
ば
、
魏
伯
陽
は
「
古
文
竜
虎
経
」
な
る
も
の
を

得
て
、
妙
旨
を
悟
り
、
周
易
を
か
り
て
こ
の
『
参
同
契
』
を
撰
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
存
の
「
古
文
竜
虎
経
」
な
る
も
の
は
、
後

世
の
偽
撰
で
あ
る
ら
し
い
。
『
参
同
契
』
と
「
竜
虎
経
」
と
の
文
章
を
精
細

に
比
較
検
討
し
た
結
果
、
「
竜
虎
経
」
の
方
が
『
参
同
契
』
に
よ
っ
て
言
を

為
し
た
後
代
の
偽
撰
で
あ
る
と
し
て
、
露
伴
先
生
は
「
竜
虎
経
」
を
抹
殺
さ

れ
た
。
そ
し
て
魏
伯
陽
を
、
わ
れ
よ
り
し
て
古
を
な
し
た
も
の
と
、
高
く
評

価
し
て
お
ら
れ
る
。
世
を
挙
げ
て
滔
々
と
し
て
外
丹
の
道
に
走
っ
て
い
た
時

代
に
、
ひ
と
り
深
奥
な
る
内
丹
の
正
道
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
魏
伯
陽
の
思
想
を
濃
く
彩
っ
て
い
る
も
の
は
、
幽
玄
思
想
で
あ
る
。

同
じ
く
神
異
的
と
い
っ
て
も
、
神
変
幻
術
を
主
と
す
る
外
丹
に
は
魔
法
の
妖

美
が
あ
り
、
内
丹
の
奥
儀
に
は
思
考
を
超
絶
し
た
幽
玄
思
想
が
あ
る
。
こ
の

内
丹
の
道
が
、
き
わ
め
て
内
省
的
な
い
わ
ゆ
る
宋
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ

れ
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
案
外
に
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
宋
学
に
始

ま
り
、
長
く
中
国
及
び
我
が
国
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
東
洋
的
な
幽
玄
思

想
は
、
魏
伯
陽
の
内
丹
の
奥
儀
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
、
そ

の
余
波
が
我
が
国
の
鎌
倉
時
代
の
思
想
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
、
注
目

す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

『
参
同
契
』
が
急
に
そ
の
威
を
張
り
出
し
た
の
は
、
宋
の
大
儒
朱
子
が
、

『
参
同
契
考
異
』
を
撰
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
以
後
、
宋
、
元
、
明
、
清
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の
世
に
か
け
て
、
た
く
さ
ん
の
註
釈
評
論
が
出
て
、
近
代
ま
で
そ
の
生
命
が

つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。
朱
子
は
よ
く
『
参
同
契
』
を
読
ん
だ
人
で
、
慶
元
三

年
、
蔡
元
定
と
寒
泉
精
舎
に
宿
し
て
、
夜
『
参
同
契
』
を
論
じ
た
こ
と
が
、

「
朱
子
年
譜
」
に
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
朱
子
が
『
考
異
』
を
撰
し
な
い
前

か
ら
、
隠
微
の
う
ち
に
、
既
に
『
参
同
契
』
は
宋
学
に
大
き
い
陰
影
を
投
げ

か
け
て
い
る
。
そ
れ
は
太
古
の
神
秘
を
ひ
め
た
河
図
洛
書
の
思
想
を
宋
学
へ

反
影
さ
せ
る
の
に
、
『
参
同
契
』
の
内
丹
の
思
想
が
、
一
つ
の
役
割
を
演
じ

た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
『
参
同
契
』
的
の
香
気
が
、
河
図
洛
書
の
説
、
太
極

図
説
、
先
天
図
な
ど
の
幽
玄
思
想
を
宋
学
へ
導
入
す
る
の
に
役
立
ち
、
そ
れ

が
朱
子
の
静
坐
持
敬
の
論
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
子
は
正
統
的
な
周

孔
の
儒
者
で
、
神
仙
道
は
彼
の
博
学
の
一
つ
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
朱
子
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の
静
坐
は
、
大
学
の
正
心
誠
意
、
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
祷
か
ら
展
開
し
た
も
の

で
、
何
も
仏
家
僊
家
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
宋
学
の
甚
だ
し
く

内
向
的
な
傾
向
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
内
丹
の
幽
玄
思
想
に
通
じ
、
「
樹

石
の
雲
畑
と
相
擁
し
て
お
の
ず
か
ら
一
渓
の
景
象
を
為
」
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
七
　
『
参
同
契
』
の
解
説

　
以
上
で
『
周
易
参
同
契
』
の
背
景
及
び
そ
の
思
想
史
上
の
地
位
は
、
一
応

の
説
明
を
つ
く
し
た
。
そ
れ
で
は
『
参
同
契
』
自
身
は
ど
う
い
う
本
で
あ
る

か
。
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『
参
同
契
』
は
、
漢
の
古
書
の
例
に
も
れ
ず
、
散
文
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

詩
で
あ
っ
て
、
四
言
又
は
五
言
の
詩
の
古
体
を
以
て
、
ほ
と
ん
ど
全
文
を
為

し
て
い
る
。
そ
の
題
名
は
「
周
易
を
仮
り
て
丹
道
を
説
き
、
双
方
参
同
し
て

符
契
の
合
す
る
が
如
き
も
の
あ
る
故
に
斯
く
名
づ
け
た
」
と
、
平
易
に
解
釈

し
た
方
が
、
か
え
っ
て
そ
の
実
を
得
た
も
の
と
、
露
伴
先
生
は
い
わ
れ
て
い

る
。

　
こ
の
書
は
一
言
に
つ
く
せ
ば
、
丹
道
証
得
の
道
を
、
『
周
易
』
の
変
化
消

長
の
有
様
に
比
擬
し
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
還
丹
の
術
が
既
に
魏
子
み
ず

か
ら
「
以
て
口
訳
す
べ
し
、
書
を
以
て
伝
へ
難
し
」
と
し
た
難
解
な
も
の
で

あ
る
上
に
、
譬
喩
に
と
ら
れ
た
『
周
易
』
が
又
、
現
代
人
に
は
甚
だ
縁
の
遠

い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
在
流
通
し
て
い
る
『
周
易
』
の
知
識
は
、
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大
天
才
王
弼
の
易
註
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
王
弼
は
彼
以
前
の
旧
説
を

こ
と
ご
と
く
抹
殺
し
た
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
魏
伯
陽
は
王
弼
以
前
の
人
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
譬
喩
を
理
解
す
る
に
は
、
現
在
普

通
に
知
ら
れ
て
い
る
『
周
易
』
で
は
駄
目
で
、
漢
の
京
房
あ
た
り
の
易
説
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
か
ら
本
書
に
は
、
独
特
の
術
語
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。
電

気
学
の
書
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
イ
ン
ダ
ク
タ
ン
ス
と
か
、
キ
ャ
パ
シ
テ

ィ
と
か
い
う
術
語
の
意
味
を
熟
知
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
、
本
書
を
読
む
に
は
、
ま
ず
丹
道
の
術
語
を
十
分
に
理
解
し
て
お
く
こ

と
が
、
絶
対
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
汞
と
い
い
鉛
と
い
う
字
は
、
字
面
で
は

汞
は
水
銀
で
あ
り
、
鉛
は
金
属
の
鉛
で
あ
る
が
、
丹
道
で
は
同
時
に
汞
に
は
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神
霊
作
用
の
根
本
即
ち
脳
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
鉛
に
は
生
殖
作
用
の
兆
基

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
水
銀
と
鉛
と
が
一
体
の
ア
マ
ル
ガ
ム
を
成
し
、
そ
れ

が
ま
た
展
開
し
て
、
水
銀
と
な
り
鉛
と
な
る
如
く
、
神
霊
作
用
と
生
殖
作
用

と
が
渾
然
と
し
て
熔
合
し
た
も
の
が
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
開
展
分
化

す
る
と
こ
ろ
に
生
命
が
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
的
な
考
え
で
人
間
の
精
神
を
分

析
し
て
、
霊
も
あ
り
肉
慾
も
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
分
つ
こ
と
の
出
来

な
い
ア
マ
ル
ガ
ム
が
次
ぎ
の
生
命
の
根
元
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
譬

喩
と
実
義
と
理
趣
と
を
兼
ね
た
も
の
が
、
丹
家
の
語
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
片
鱗
を
覗
い
た
だ
け
で
も
、
露
伴
先
生
を
除
い
て
は
、
『
参
同
契
』
の
解

説
は
望
み
難
い
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
。

『
周
易
』
の
体
系
は
、
乾
坤
か
ら
始
っ
て
、
水
火
に
説
き
収
め
て
あ
る
。
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「
天
地
も
人
間
も
、
有
る
が
如
く
に
し
て
無
き
坎
、
無
き
が
如
く
に
し
て
有

る
離
、
即
ち
水
火
の
作
用
に
よ
っ
て
存
在
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

易
の
六
十
四
卦
の
う
ち
で
も
、
こ
の
乾
坤
坎
離
は
特
別
に
大
切
な
も
の
、
即

ち
四
綱
と
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
乾
坤
即
ち
天
地
は
、

空
間
の
理
法
で
あ
り
、
坎
離
即
ち
虚
実
は
、
存
在
の
理
法
と
い
う
こ
と
も
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
万
物
流
行
の
理
の
深
奥
に
は
、
こ
の
外
に
ま
だ
連
続
の
問

題
及
び
時
間
の
問
題
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
。
『
参
同
契
』
は
、
「
天
地
陰
陽

運
行
已
ま
ず
し
て
、
歳
月
日
時
終
れ
ば
即
ち
復
更
始
す
る
」
こ
と
、
即
ち
日

月
交
接
の
こ
と
を
以
て
、
こ
の
理
を
説
い
て
い
る
。
歳
で
い
え
ば
年
末
年
始

の
境
、
月
で
い
え
ば
晦
日
と
朔
日
と
の
間
、
日
で
い
え
ば
深
夜
の
直
後
は
、

い
ず
れ
も
陰
き
わ
ま
り
て
陽
に
転
ず
る
微
密
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
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陰
陽
交
渉
の
初
頭
に
お
い
て
、
「
震
来
り
て
符
を
受
け
る
」
の
で
あ
る
。

「
期
の
時
に
当
り
、
天
地
其
精
を
媾
せ
、
日
月
相
※
持
す
る
」
と
い
っ
て
い

る
の
は
、
人
の
元
神
と
玄
気
と
の
交
渉
の
初
頭
、
そ
の
機
微
の
と
こ
ろ
に
意

を
致
せ
ば
、
悟
り
を
開
き
丹
を
結
ぶ
よ
す
が
を
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
晦
と
朔
旦
と
の
境
界
を
な
す
瞬
間
は
、
連
続
す
る
「
時
」
を
分
割
す
る
一

点
で
あ
る
。
晦
の
最
終
の
瞬
間
と
、
朔
旦
の
真
の
初
頭
と
は
、
数
学
的
の
連

続
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
連
続
す
る
時
の
一
点
を
、
晦
と
い
い
朔
と
い
う
の

は
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
一
つ
の
転
換
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
転
換

は
、
間
髪
を
い
れ
ず
飛
躍
的
に
生
ず
る
。
即
ち
連
続
の
中
に
飛
躍
が
あ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
精
神
活
動
は
、
後
世
に
到
っ
て
、
禅
宗
が
盛
ん
に
な
る
に
つ

れ
て
、
そ
の
悟
り
を
説
く
場
合
に
よ
く
唱
え
ら
れ
た
あ
の
頓
悟
と
非
常
に
よ
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く
似
た
も
の
で
あ
る
。
後
世
と
い
っ
た
の
は
、
達
摩
西
来
は
、
魏
伯
陽
よ
り

数
百
年
も
お
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
飛
躍
的
な
転
換
の
例
と
し
て
、
佐
久
間
博
士
は
、
禅
の
心
理
学

的
研
究
に
お
い
て
、
反
転
図
形
の
知
覚
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
こ
と
に

適
切
な
比
擬
で
あ
る
。
最
も
通
俗
な
反
転
図
形
の
一
つ
は
絵
さ
が
し
で
あ
る

が
、
巧
み
に
作
ら
れ
た
絵
さ
が
し
で
は
、
い
く
ら
さ
が
し
て
も
な
か
な
か
何

も
見
つ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
何
か
の
拍
子
に
、
は
っ
と
草
叢
の
中
に
兎
が

見
つ
か
る
。
一
度
見
え
る
と
い
つ
で
も
そ
れ
は
現
出
す
る
の
で
、
今
ま
で
見

え
な
か
っ
た
の
が
、
か
え
っ
て
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
。
あ
の
は
っ
と
見

つ
か
る
時
の
精
神
活
動
が
、
連
続
の
中
の
飛
躍
な
の
で
あ
る
。
こ
の
飛
躍
が

あ
る
と
、
一
瞬
の
う
ち
に
全
体
が
入
れ
か
わ
っ
て
、
全
然
別
な
景
象
が
現
出
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す
る
。
禅
の
頓
悟
で
も
、
丹
家
の
還
丹
で
も
、
す
べ
て
証
得
の
道
は
、
こ
の

飛
躍
あ
る
い
は
転
換
と
非
常
に
よ
く
類
似
し
た
精
神
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
『
参
同
契
』
は
、
『
周
易
』
を
仮
り
て
、
空
間
、
時
間
、
連
続
、
存
在

の
問
題
を
提
出
し
、
そ
れ
を
材
料
と
し
て
、
全
精
神
的
転
換
に
達
す
る
道
を

説
い
た
も
の
と
解
す
る
の
が
、
現
代
人
に
は
一
番
分
り
や
す
い
解
釈
で
あ
ろ

う
。

　
以
上
は
本
旨
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
ど
う
い
う
修
煉
に
よ
っ
て
、

『
周
易
』
の
比
喩
か
ら
還
丹
の
境
地
を
悟
得
す
べ
き
か
、
肝
腎
の
こ
と
が
全

然
分
ら
な
い
。
そ
れ
で
『
参
同
契
』
は
、
次
に
得
遷
の
術
を
詳
し
く
説
い
て

い
る
。
魏
伯
陽
の
内
丹
で
は
服
丹
餌
丹
の
法
や
、
各
種
の
観
法
及
び
符
咒
は

も
ち
ろ
ん
強
く
斥
け
て
い
る
の
で
、
修
煉
の
第
一
と
し
て
は
、
「
自
然
の
観
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察
を
誤
ら
ず
し
て
能
く
之
に
順
ふ
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に

面
白
い
点
で
あ
っ
て
、
現
代
の
自
然
科
学
と
全
く
同
じ
方
法
が
、
第
一
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
は
、
「
禾
を
植
う
る
に
は
当
に
黍
を
以
て

す
べ
し
、
覆
鶏
に
は
其
卵
を
用
ふ
、
類
を
以
て
自
然
を
輔
く
、
物
の
成
る
陶

冶
し
易
し
」
と
し
て
、
鶏
の
卵
か
ら
鳶
の
雛
を
期
待
す
る
よ
う
な
こ
と
を
警

め
て
い
る
。
こ
の
点
、
神
変
妖
異
と
は
全
く
反
対
で
あ
っ
て
、
現
代
の
科
学

と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
金
丹
と
い
い
仙
薬
と
い
う
も
の
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
身
外
非
類
の
も
の
で
は
な
く
、
神
菌
霊
芝
こ
と
ご
と
く
我
が
身
内
に

在
る
こ
と
を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
人
は

自
然
の
中
に
存
す
る
も
の
で
、
自
然
は
又
人
の
中
に
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
我
に
於
て
悠
久
な
る
自
然
を
体
得
し
て
、
自
然
に
於
て
霊
妙
な
る
我
を
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認
得
」
す
る
。
生
死
を
超
越
す
る
道
は
、
我
と
自
然
と
が
一
枚
の
紙
の
表
裏

で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
開
け
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
自
然
を
正
し
く
観
る
た
め
、
ま
た
自
己
と
外
界
と
の

一
致
を
感
得
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
状
態
が
最
も
適
し
て
い
る
か
、
そ

の
点
に
説
き
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
虚
空
の
談
に
終
る
。
そ
の
点

に
つ
い
て
、
魏
子
は
「
吾
身
の
陰
陽
交
加
、
生
死
始
終
の
有
様
を
観
察
証
知

す
る
こ
と
」
を
勧
め
て
い
る
。
「
耳
目
口
の
三
宝
、
固
塞
し
て
発
揚
す
る
勿

れ
」
と
説
い
て
い
る
の
は
、
二
千
年
後
の
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、

少
々
耳
の
痛
い
言
葉
で
あ
る
。
終
日
紛
紜
と
し
て
、
精
神
の
外
に
身
を
馳
せ

て
い
て
は
、
「
水
濁
つ
て
影
を
映
ぜ
ず
、
鏡
汚
れ
て
像
全
か
ら
ざ
る
道
理
で
」

生
死
一
如
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
こ
こ
で
魏
子
は
「
都
べ
て
精
神
の
外
馳

61



を
避
け
て
、
純
粋
に
吾
が
身
内
の
自
然
の
景
像
を
観
照
す
る
」
こ
と
を
、
提

唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
甚
だ
大
切
な
問
題
が
あ
る
。
自
ら
我
が

精
神
を
純
粋
に
観
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
の
情
慾
は
消
滅
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
、
小
乗
的
教
法
に
お
け
る
対
治
の
法
門
の
如
き
も
の

は
、
全
然
含
ま
れ
て
い
な
い
。
小
乗
的
教
法
で
は
、
例
え
ば
「
婬
慾
に
対
し

て
は
之
を
治
す
る
に
九
相
観
不
浄
観
を
以
て
し
、
世
間
慾
に
対
し
て
は
之
を

治
す
る
に
虚
妄
観
、
乃
至
因
縁
観
等
を
以
て
破
却
掃
蕩
す
る
が
、
丹
道
で
は

別
に
小
治
の
法
門
を
取
ら
ぬ
。
丹
道
は
た
だ
神
を
凝
ら
し
気
を
聚
む
る
こ
と

を
主
と
し
て
」
最
も
端
的
に
、
全
精
神
の
飛
躍
的
転
換
に
邁
進
す
る
こ
と
を

勧
め
て
い
る
。
大
乗
仏
教
渡
来
よ
り
五
百
年
も
以
前
に
、
こ
う
い
う
教
義
が

既
に
、
中
国
の
一
隅
に
出
現
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
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こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
こ
の
聚
気
凝
神
の
た
め
に
は
、
「
体
を
緩
う
し

て
空
房
に
処
り
」
「
志
を
委
し
て
虚
無
に
帰
し
、
念
々
以
て
常
と
為
す
」
べ

し
と
、
魏
子
は
教
え
て
い
る
。
こ
の
空
房
は
、
後
世
に
到
っ
て
、
道
教
の
道

室
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
閑
静
に
し
て
太
明
太
暗
な
ら
ざ
る
部
屋
、
例
え

ば
窓
を
北
側
だ
け
に
大
き
く
と
っ
た
画
室
の
よ
う
な
も
の
が
、
理
想
的
な
空

房
で
あ
る
。
禅
室
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
と
似
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
空
房

に
座
し
て
、
志
を
虚
無
に
帰
し
て
丹
道
の
修
煉
を
す
る
と
い
え
ば
、
座
禅
と

同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
前
に
も
い
っ

た
よ
う
に
、
『
参
同
契
』
の
撰
は
達
摩
西
来
よ
り
数
百
年
も
前
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
座
禅
の
方
が
還
丹
の
修
煉
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
目
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指
す
と
こ
ろ
は
、
禅
法
門
で
は
寂
定
を
主
と
し
て
い
る
の
で
、
い
わ
ば
純
陰

的
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
丹
道
の
修
煉
は
煉
行
的
か
つ
法
術
的
で
あ
っ

て
、
陽
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
て
い
る
。
そ
の
点
、
窮
極
は
同
じ
こ
と
で
あ

っ
て
も
、
色
彩
の
上
で
禅
と
丹
道
と
は
著
し
い
差
が
あ
る
。

　
さ
て
体
を
緩
う
し
て
空
房
に
座
し
、
気
を
聚
め
神
を
凝
ら
し
て
、
修
煉
を

重
ね
る
う
ち
に
、
和
気
が
身
内
に
漲
っ
て
、
「
淫
々
と
し
て
春
沢
の
如
く
、

液
々
と
し
て
解
氷
に
象
り
、
頭
よ
り
流
れ
て
足
に
達
し
、
究
竟
復
上
升
」
す

る
心
境
に
達
し
、
「
自
然
に
気
は
神
を
恋
ひ
、
神
は
気
を
慕
ひ
、
二
者
相
結

ば
ん
と
慾
す
る
こ
と
、
た
と
へ
ば
男
女
相
引
く
が
如
き
」
に
到
る
。
こ
の
神

と
気
と
の
交
渉
は
、
晦
つ
き
て
朔
に
転
じ
、
陰
極
ま
り
て
陽
発
す
る
の
機
微

に
通
ず
る
。
こ
の
時
適
当
に
法
炉
に
火
が
進
め
ら
れ
る
と
、
「
鉛
は
飛
ん
で
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乾
宮
に
上
り
、
汞
は
結
ん
で
神
舎
に
復
」
り
、
豁
然
と
し
て
一
景
象
を
得
る
。

こ
れ
を
「
聖
胎
を
結
ん
だ
」
と
い
う
。
こ
の
景
象
は
、
も
ち
ろ
ん
描
写
し
得

る
も
の
で
は
な
い
が
、
魏
子
は
こ
の
と
こ
ろ
を
五
行
論
及
び
河
図
洛
書
を
引

い
て
詳
し
く
説
い
て
い
る
の
で
、
河
図
洛
書
の
こ
と
を
解
し
て
い
る
者
に
は
、

大
略
は
感
得
し
得
る
由
で
あ
る
。
か
く
て
聖
胎
を
結
ん
だ
な
ら
ば
、
こ
れ
を

長
養
す
れ
ば
、
仙
と
成
り
得
る
。
即
ち
有
限
の
人
間
の
生
命
の
中
に
、
無
限

の
自
然
の
生
命
を
体
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
「
即
ち
在
来
の
我

よ
り
言
へ
ば
、
身
外
の
身
を
得
る
。
此
身
は
一
元
で
あ
る
。
又
在
来
の
我
よ

り
言
へ
ば
、
身
内
に
身
を
得
る
、
旧
身
は
蝉
殻
蛇
蛻
、
劫
風
の
将
去
る
に
委

順
す
る
に
任
す
を
得
る
の
で
あ
る
。
既
に
一
元
に
還
る
を
得
、
生
死
又
何
く

に
か
存
せ
ん
や
」
と
い
う
の
が
、
得
僊
の
窮
極
で
あ
る
。

65



　
以
上
で
『
参
同
契
』
の
大
略
を
解
説
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
深

奥
の
教
義
が
、
後
漢
の
時
代
に
忽
然
と
し
て
、
中
国
の
一
角
に
出
現
し
た
こ

と
は
、
い
か
に
も
不
思
議
で
あ
る
。
書
、
詩
な
ど
の
経
典
に
も
、
老
荘
管
墨

の
諸
子
に
も
、
『
参
同
契
』
の
前
身
ま
た
は
胚
芽
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
全

然
な
い
由
で
あ
る
。
魏
子
は
「
素
前
識
の
資
無
し
、
師
に
因
っ
て
こ
れ
を
覚

悟
す
」
と
い
い
ま
た
「
火
記
六
百
篇
、
趣
く
所
等
し
く
し
て
殊
な
ら
ず
」
と

い
っ
て
い
る
の
で
、
何
か
因
る
所
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
「
古
文

竜
虎
経
」
な
る
も
の
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
後
世
の
偽
撰
と
思
わ
れ

る
。
火
記
と
い
う
名
前
に
は
印
度
イ
ン
ド
の
匂
い
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
露
伴
先
生

は
印
度
古
代
の
婆
羅
門

バ
ラ
モ
ン

教
が
、
南
方
海
路
か
ら
呉
越
の
地
に
伝
え
ら
れ
、
そ

れ
が
中
国
固
有
の
上
帝
天
帝
の
思
想
と
結
び
つ
い
て
、
こ
の
『
参
同
契
』
の
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思
想
を
産
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
婆
羅
門
教
の
一
支

派
た
る
瑜
伽
の
道
は
、
内
丹
修
煉
の
法
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
学
的
考
証
に
ま
で
は
立
ち
入
っ
て
い
ら
れ
な
い
が
、
「
支
那
で
仙

と
い
ふ
字
の
用
ひ
ら
れ
た
最
初
か
ら
婆
羅
門
の
影
が
さ
し
て
ゐ
る
」
こ
と
は

確
か
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
書
に
納
め
た
「
露
伴
先
生
と
神
仙
道
」
に
詳
し
く
書
い
た
よ
う
に
、

先
生
は
死
の
前
日
、
危
篤
の
病
人
が
よ
く
見
せ
る
あ
の
小
康
を
得
て
、
文
さ

ん
と
か
な
り
長
い
間
話
を
さ
れ
、
最
後
に
「
じ
ぁ
、
い
い
か
い
」
と
聞
か
れ

た
そ
う
で
あ
る
。
文
さ
ん
が
「
は
い
、
よ
ろ
し
ゅ
う
御
座
い
ま
す
」
と
答
え

る
と
、
「
そ
れ
じ
ぁ
、
俺
は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
が
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最
後
で
あ
っ
て
、
あ
と
再
び
意
識
は
戻
ら
な
か
っ
た
由
で
あ
る
。
こ
の
先
生

の
最
後
の
言
葉
に
は
、
何
か
民
族
の
郷
愁
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
捕
え
ん
と
す
れ
ば
跡
形
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
前
文

『
露
伴
先
生
と
神
仙
道
』
及
び
本
文
は
、
い
わ
ば
先
生
臨
終
の
「
じ
ぁ
、
俺

は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
と
い
う
言
葉
の
解
説
で
あ
る
。
あ
の
最
後
の
言
葉

は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
琴
に
不
思
議
な
響
を
残
す
。
そ
れ
は
古
代
東
洋
人
の
血

が
、
今
も
な
お
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
中
を
流
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
神
怪
妖
異
の
外
丹
的
神
仙
道
は
し
ば
ら
く
お
き
、
神
仙
道
の
真
髄
で
あ
る

参
同
契
の
思
想
は
、
今
日
ま
で
猶
生
命
を
保
っ
て
い
て
も
、
少
し
も
不
思
議

で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
現
代
の
科
学
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
無

い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
全
く
新
し
い
未
知
の
分
野
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
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科
学
者
が
、
『
参
同
契
』
を
熟
読
翫
味
す
る
な
ら
ば
、
一
種
の
啓
示
を
得
は

し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
『
参
同
契
と
科
学
』
に

就
い
て
は
、
次
の
機
会
に
譲
る
。
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
）
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