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は
じ
め
に

　

伊
籘
仁
齋
に
對
し
て
は
、
他
者
と
の
關
係
性
を
重
視
す
る
思
想
家
で

あ
る
と
い
う
評
價
が
定
着
し
て
い
る（

１
）。

こ
の
評
價
は
誤
り
で
は
な
い
。

仁
齋
は
確
か
に
對
他
關
係
を
重
視
す
る
思
想
家
で
あ
る
。だ
が
仁
齋
は
、

註
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
、
他
者
と
の
關
係
性
を
重

視
す
る
の
み
で
な
く
、
自
己
の
內
面
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
も
そ
の

思
想
的
課
題
と
し
て
い
た
。
自
己
の
內
面
性
の
向
上
を
企
圖
す
る
こ
と

は
儒
學
思
想
と
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。し
か
し
仁
齋
は
さ
ら
に
、

內
面
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
獨
自
の
理
論
を
も
組
み
立
て
て
い
た
。

こ
の
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

江
戶
思
想
史
の
流
れ
に
朱
子
學
の
解
體
過
程
を
讀
み
取
り
、
こ
の
過

程
を
、
近
代
的
思
惟
を
準
備
す
る
も
の
と
し
て
評
價
し
よ
う
と
し
た
丸

山
眞
男
は
、
週
知
の
よ
う
に
荻
生
徂
徠
を
高
く
評
價
し
た
。
そ
の
理
由

の
一
つ
は
、
衟
は
禮
樂
刑
政
で
あ
る
と
す
る
徂
徠
の
思
想
が
、
衟
を
個

人
衟
德
か
ら
制
度
へ
と
外
在
化
さ
せ
る
こ
と
で
公
私
の
領
域
の
分
離
を

可
能
に
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

２
）。

そ
し
て
伊
籘
仁
齋
は
こ
の
硏
究

の
中
で
、
衟
の
內
在
性
を
否
定
す
る
こ
と
を
推
し
進
め
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
衟
を
政
治
的
制
度
に
ま
で
外
在
化
さ
せ
た
徂
徠
を
準
備
し
た
思
想

家
と
し
て
評
價
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

３
）。
こ
の
よ
う
な
、
衟
を
個
人
の

內
面
か
ら
外
在
化
さ
せ
た
と
い
う
仁
齋
へ
の
評
價
は
以
後
の
硏
究
に
影

響
を
與
え
る
こ
と
に
な
り
、
他
者
と
の
關
係
性
を
重
視
す
る
思
想
家
と

し
て
仁
齋
を
評
價
す
る
こ
と
が
定
着
し
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
自
己

の
內
面
性
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
儒
學
思
想
が
廣
く
共
有
す
る
課
題
を

　
　
　

伊
籘
仁
齋
に
お
け
る
「
誠
」
と
「
本
體
」「
修
爲
」

益　

田　

貴　

裕



伊
籘
仁
齋
に
お
け
る
「
誠
」
と
「
本
體
」「
修
爲
」（
益
田
）

（ 149 ）

仁
齋
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
に
は
從
來
の
硏
究

は
あ
ま
り
註
意
を
拂
っ
て
い
な
い
。
だ
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い

に
も
關
わ
ら
ず
、
自
己
の
內
面
性
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
課
題
を
仁
齋

は
手
放
し
て
は
い
な
い
。

　

仁
齋
學
に
お
け
る
內
面
性
の
向
上
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の

が
、「
誠
」
で
あ
り
、「
本
體
」
と
「
修
爲
」
で
あ
る
。
誠
と
は
、
衟
德

が
內
面
に
養
わ
れ
て
充
實
し
て
い
る
狀
態
、
ま
た
は
衟
德
と
內
面
と
が

お
の
ず
か
ら
一
致
し
て
い
る
狀
態
を
指
す
。
こ
の
誠
な
る
狀
態
を
目
標

と
し
て
、內
面
性
の
向
上
が
圖
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
體
と
は
、

內
面
に
養
わ
れ
る
德
で
あ
り
、
修
爲
と
は
、
他
者
へ
の
善
な
る
働
き
掛

け
で
あ
る
。
內
面
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
仁
齋
の
理
論
を
理
解
す
る

に
は
、
こ
れ
ら
の
語
、
つ
ま
り
「
誠
」
と
「
本
體
」「
修
爲
」
が
い
か

な
る
關
係
に
あ
る
の
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず

誠
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
か
ら
本
體
と
修
爲
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

だ
が
考
察
に
入
る
前
に
、
そ
の
見
取
り
圖
を
次
に
示
し
て
お
く
。

　

ま
ず
「
誠
」
に
つ
い
て

單
に
說
明
し
て
お
く
。
仁
齋
に
お
け
る
內

面
性
の
向
上
の
目
的
は
、
衟
德
的
行
爲
を
つ
と
め
て
な
す
段
階
か
ら
、

衟
德
的
行
爲
を
お
の
ず
か
ら
行
う
こ
と
の
で
き
る
段
階
へ
と
移
行
す
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
、お
の
ず
か
ら
の
段
階
は
「
誠
」「
自
然
」

と
い
う
言
葉
で
形
容
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
內
面
と
衟
德
と
の
一
體
性

を
示
す
と
こ
ろ
の
誠
と
は
、
お
の
ず
と
衟
德
的
に
振
る
舞
う
こ
と
の
で

き
る
狀
態
を
指
す
語
で
も
あ
っ
た
。
從
っ
て
仁
齋
に
お
け
る
內
面
性
の

向
上
は
、

「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ

と
い
う
圖
式
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
內
面
性
の
向
上
は
、
圣
人
の
境
地
へ
接
近
す
る
過
程
で
も
あ
る
。
と

い
う
の
も
、「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
に
お
い
て

そ
の
最
終
的
な
目
標
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
圣
人
の
至
誠
な
る
境
地
だ

か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
「
本
體
」
と
「
修
爲
」
に
つ
い
て
說
明
し
て
お
く
。
仁
齋
は
衟

德
を
本
體
と
修
爲
の
二
つ
に
分
類
し
た
。
そ
し
て
右
に
示
し
た
、「
つ

と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
は
、
具
體
的
に
は
、
本
體

と
修
爲
の
交
互
の
反
復
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
本
體
と
修
爲
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、

本
體
と
は
、
內
面
に
養
わ
れ
る
德
で
あ
り

修
爲
と
は
、
他
者
に
向
け
ら
れ
る
善
な
る
行
爲
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
二
つ
は
、

修
爲
は
本
體
を
養
う
が
（
○
→
●
）

本
體
は
修
爲
を
通
し
て
發
揮
さ
れ
る
（
●
→
○
）

と
い
う
雙
方
向
的
な
關
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
行
爲
は
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內
面
に
影
響
を
乁
ぼ
す
が
、
內
面
も
ま
た
行
爲
に
影
響
を
乁
ぼ
す
、
と

仁
齋
は
考
え
た
の
で
あ
る
。そ
し
て
衟
德
と
內
面
と
の
一
體
性
の
獲
得
、

つ
ま
り
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
は
、
相
互
に

影
響
を
與
え
合
う
本
體
と
修
爲
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
漸
次
に
實
現
さ

れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
「
誠
」
と
「
本
體
」「
修
爲
」
の
關
係
は
次

の
圖
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

圖
の
、
下
か
ら
上
へ
の
方
向
は
、「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」

へ
の
向
上
を
示
し
て
い
る
。「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の

移
行
の
先
に
は
、
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
、
至
誠
な
る
圣
人
の
境
地
が

位
置
付
く
。
そ
し
て
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
上
昇
は
、

修
爲
か
ら
本
體
へ
、
本
體
か
ら
修
爲
へ
、
と
い
う
二
つ
の
方
向
を
徃
還

的
に
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
行
爲
か
ら
內
面

へ
の
影
響
と
、
內
面
か
ら
行
爲
へ
の
影
響
、
こ
の
二
つ
が
繰
り
返
さ
れ

る
こ
と
で
、
圣
人
の
境
地
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
、
本
體
と
修
爲
の
反
復
に
よ
る
誠
の
獲
得
過
程
を
圖
で
示
し
て
い

る
の
が
、
稻
妻
型
に
上
昇
す
る
矢
印
で
あ
る
。

一
、「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ

　

仁
齋
に
お
い
て
「
誠
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
衟
德
的
行
爲
を

つ
と
め
て
な
す
段
階
を
脫
し
て
、
衟
德
を
お
の
ず
か
ら
行
い
得
る
段
階

へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
、
仁
齋
の
內
面
性
向
上
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
後
者
の
段
階
、
つ
ま
り
衟
德
を
お
の
ず
か
ら
行
う
こ
と
の
で
き
る

理
想
的
狀
態
を
指
す
言
葉
が
、
誠
で
あ
っ
た
。
誠
に
つ
い
て
『
語
孟
字

義
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
誠
は
實
な
り
。
一
毫
の
虛
假
無
く
、
一

毫
の
僞
餝
無
き
、
正
に
是
れ
誠
」（
語
孟
・
誠
・
一
）。
つ
ま
り
誠
と
は

虛
僞
で
な
く
實
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
で
は
何
に
對
し
て
實
で
あ
る
こ

と
が
誠
な
の
か
。「
所
謂
仁
義
禮
智
、
所
謂
孝
弟
忠
信
、
皆
な
誠
を
以

て
之
れ
が
本
と
爲
す
。
而
し
て
誠
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
仁
、
仁
に
非
ず
、

義
、
義
に
非
ず
、
禮
、
禮
に
非
ず
、
智
、
智
に
非
ず
、
孝
弟
忠
信
も
亦

た
孝
弟
忠
信
爲
る
こ
と
を
得
ず
」（
語
孟
・
誠
・
三
）。
こ
の
よ
う
に
誠

と
は
、
仁
を
は
じ
め
と
す
る
衟
德
に
對
し
て
實
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

衟
德
が
內
面
に
充
實
し
衟
德
を
完
全
に
實
現
で
き
る
狀
態
に
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
だ
が
さ
ら
に
、
誠
と
い
う
言
葉
を
仁
齋
が
實
際
に
用
い
る
場

合
に
は
、
つ
と
め
て
そ
う
し
な
く
と
も
お
の
ず
か
ら
衟
德
を
維
持
し
實

聖人聖人

至誠

修爲 本體

誠　

・　

自　

然

つ　

と　

め　

る
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行
で
き
る
、
と
い
う
意
味
合
い
が
誠
に
は
含
ま
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
衟
德
を
お
の
ず
か
ら
維
持
で
き
る
狀
態
を
指
す
仁
齋
の

用
語
に
は
、
誠
の
ほ
か
に
「
自
然
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
「
自
然
」

の
用
例
を
擧
げ
て
み
る
。『
論
語
』述
而
・
三
七
の「
子
は
溫
に
し
て
厲
し
。

威
あ
り
て
猛
け
か
ら
ず
。
恭
に
し
て
安
し
」
を
仁
齋
は
次
の
よ
う
に
解

說
し
て
い
る
。

此
れ
、
圣
人
盛
德
の
容
、
力
を
用
う
る
を
待
た
ず
し
て
自
ず
か
ら

偏
倚
無
き
を
言
う
な
り
。
學
者
の
若
き
、
唯
だ
當
に
仁
を
以
て
心

に
存
し
禮
を
以
て
心
に
存
す
べ
し
。
苟
く
も
仁
熟
し
禮
立
つ
と
き

は
、
則
ち
然
る
を
期
せ
ず
し
て
自
然
。
徒
ら
に
力
を
以
て
之
れ
を

持
守
せ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
則
ち
恭
に
し
て
安
き
こ
と
成
ら
ざ

る
者
有
り
。
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。（
論
語
古
義
・
述
而
・
三
七
）

こ
こ
で
は
「
自
ず
か
ら
」「
自
然
」
と
い
う
表
現
が
、つ
と
め
る
こ
と
、

つ
ま
り
「
力
を
用
う
る
」
こ
と
や
「
力
を
以
て
之
れ
を
持
守
」
す
る
こ

と
と
は
反
對
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
圣
人
盛
德
の
容
」
つ
ま
り

德
の
充
實
し
た
圣
人
の
樣
子
は
「
力
を
用
う
る
を
待
た
ず
し
て
自
ず
か

ら
」に
偏
り
が
無
い
。
そ
し
て
圣
人
た
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
學
者
は
、

仁
と
禮
に
常
に
心
掛
け
て
い
れ
ば
次
第
に
、「
然
る
を
期
せ
ず
し
て
自

然
」
に
仁
や
禮
と
一
致
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仁
齋
の

內
面
性
向
上
の
目
的
は
、
つ
と
め
る
段
階
か
ら
お
の
ず
か
ら
の
段
階
へ

と
移
行
す
る
こ
と
に
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
の
段
階
は
「
自
然
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
誠
と
い
う
語
を
、
仁
齋
は
こ
の
「
自
然
」
と
ほ

ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

仁
を
好
む
者
、
不
仁
を
惡
む
者
、
其
の
等
異
な
る
と
雖
も
然
れ
ど

も
皆
な
誠
心
に
發
し
、
勉
强
の
能
く
此
に
乁
ぶ
所
に
非
ず
。（
論
語

古
義
・
里
仁
・
六
）

圣
人
の
心
は
卽
ち
天
地
の
心
。
徃
く
と
し
て
仁
に
非
ざ
る
無
し
。

…
…
皆
な
至
誠
懇
惻
の
意
よ
り
出
で
て
、勉
强
し
て
然
る
に
非
ず
。

（
論
語
古
義
・
衞
靈
公
・
四
一
）

蓋
し
至
誠
無
妄
は
、
自
然
の
功
用
、
力
を
以
て
企
て
乁
ぶ
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。（
中
庸
發
揮
下
・
二
六―

四
）

最
初
の
例
で
は
「
誠
心
」
に
發
す
る
狀
態
が
仁
の
條
件
と
さ
れ
、
こ
の

誠
の
狀
態
は
、
つ
と
め
て
な
す
狀
態
つ
ま
り
「
勉
强
」
よ
り
上
位
に
置

か
れ
て
い
る
。
次
の
例
で
は
、
圣
人
の
仁
は
「
至
誠
懇
惻
の
意
」
よ
り

出
る
も
の
で
、
つ
と
め
て
そ
う
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、「
勉
强
し
て

然
る
に
非
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
誠
と
は
、
自
然
と
同
樣
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に
、
つ
と
め
て
な
す
在
り
方
と
は
反
對
の
、
お
の
ず
か
ら
の
狀
態
を
指

す
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
番
目
の
例
で
は
「
至
誠
無
妄
」
は
「
自
然

の
功
用
」
と
さ
れ
、
こ
の
狀
態
が
「
力
を
以
て
」
す
る
よ
り
も
上
位
の

段
階
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
誠
と
は
、
お
の
ず
か
ら
の
狀
態
、

つ
ま
り
自
然
な
る
狀
態
を
指
す
言
葉
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら

次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
衟
德
を
つ
と
め
て
維
持
す
る
段
階
か
ら
、

衟
德
を
お
の
ず
か
ら
維
持
で
き
る
段
階
へ
の
移
行
を
、「
誠
」ま
た
は「
自

然
」
な
る
狀
態
の
獲
得
と
し
て
仁
齋
は
考
え
て
い
る
。
從
っ
て
、

「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ

と
い
う
圖
式
に
よ
っ
て
、
仁
齋
に
お
け
る
內
面
性
の
向
上
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る（

４
）。

　

加
え
て
强
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。「
つ
と
め
る
」か
ら「
誠
」

「
自
然
」
へ
の
移
行
は
、
圣
人
の
境
地
へ
の
接
近
過
程
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
仁
齋
は
圣
人
の
境
地
を
「
至
誠
」
と
い
う
言
葉
で
形

容
し
て
い
る
。「
儒
者
は
、
仁
智
合
一
至
誠
息
む
こ
と
無
き
者
を
以
て

圣
人
と
爲
す
」（
童
・
下
・
十
八
）。「
圣
人
の
心
、
至
誠
明

」（
論
語
古
義
・

子
罕
・
十
一
）。
こ
の
よ
う
に
圣
人
は
至
誠
な
る
境
地
の
持
ち
主
で
あ
る
。

つ
ま
り
衟
德
と
內
面
と
が
一
體
と
な
っ
て
い
る
狀
態
、
衟
德
を
お
の
ず

か
ら
維
持
し
實
行
で
き
る
狀
態
を
、
最
も
完
全
に
實
現
し
て
い
る
の
が

圣
人
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
圣
人
の
境
地
が
至
誠
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
至
誠
な
る
圣
人
の
境
地
を
目
標
に
し
て
、
學
者
は
內
面
性
の
向
上

に
勵
む
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
仁
齋
は
し
ば
し
ば
、
衟
德
に
つ
と
め
る
段
階
か
ら
衟
德
と

お
の
ず
か
ら
に
一
致
し
て
い
る
段
階
へ
の
移
行
を
、
誠
や
自
然
と
い
う

言
葉
を
使
用
せ
ず
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
も
、
そ
の
背

後
に
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
と
內
面
性
を
向
上
さ
せ

る
取
り
組
み
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
讀
む
必
要
が
あ
る
。
次
の
文
章

で
は
仁
齋
は
、
內
面
性
が
向
上
す
る
過
程
を
、
書
が
上
逹
す
る
さ
ま
を

例
に
引
き
な
が
ら
說
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
つ
と
め
る
段
階
に
該

當
す
る
の
が
「
效
」
で
あ
り
、お
の
ず
か
ら
の
段
階
へ
の
移
行
が
「
覺
」

に
該
當
す
る
。

學
と
は
、
效
な
り
、
覺
な
り
。
法
を
效
う
所
有
り
て
、
覺
悟
す
る

な
り
。
…
…
學
の
字
の
訓
、
此
の
二
義
を

ね
て
、
而
る
後
、
其

の
義
始
め
て
全
し
。
所
謂
效
と
は
、
犹
お
、
書
を
學
ぶ
者
、
初
め

は
只
だ
法
帖
に
臨
摹
し
、
其
の
筆
意
點
畫
を
效
う
こ
と
を
得
る
が

ご
と
し
。
所
謂
覺
と
は
、
犹
お
、
書
を
學
ぶ
こ
と
既
に
久
う
し
て
、

而
る
後
、
自
ず
か
ら
古
人
筆
を
用
う
る
の
妙
を
覺
悟
す
る
が
ご
と

し
。（
語
孟
・
學
・
一
）
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書
を
學
ぶ
こ
と
に
お
い
て
「
效
」
と
は
、
手
本
と
し
て
の
古
人
の
筆
跡

に
な
ら
っ
て
字
を
練
習
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
な
ら
う
こ

と
を
繼
續
す
る
こ
と
「
久
う
し
て
」、古
人
の
筆
法
に
次
第
に
習
熟
し
、

遂
に
は「
自
ず
か
ら
古
人
筆
を
用
う
る
の
妙
を
覺
悟
す
る
」と
い
う「
覺
」

の
狀
態
に
至
る
。
つ
ま
り
古
人
の
筆
遣
い
の
模
倣
の
果
て
に
「
覺
」
に

至
る
な
ら
ば
、
手
本
を
氣
に
せ
ず
と
も
お
の
ず
か
ら
古
人
の
よ
う
に
筆

を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
效
」

と
は
つ
と
め
て
筆
を
動
か
し
て
い
る
段
階
に
、「
覺
」
と
は
お
の
ず
か

ら
筆
を
揮
い
得
る
段
階
に
對
應
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
學
と
は
、
效
な

り
、
覺
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
過
程
は
學
問
的
向
上
に
も
同
樣

に
當
て
は
ま
る
。
衟
德
を
養
う
こ
と
を
內
實
と
す
る
學
問
は
、
衟
德
に

つ
と
め
る
段
階
つ
ま
り
「
效
」
の
繼
續
に
よ
っ
て
、
衟
德
と
お
の
ず
か

ら
一
致
し
て
い
る
段
階
つ
ま
り
「
覺
」
に
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

仁
齋
が
右
の
よ
う
に
學
問
を
書
に
な
ぞ
ら
え
た
の
は
、
字
が
次
第
に

上
逹
す
る
の
と
同
樣
に
、「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移

行
も
漸
次
に
進
展
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に

も
記
し
て
い
る
。

蓋
し
學
者
の
衟
に
進
む
、
其
の
初
め
、
學
問
と
日
用
と
扞
格
齟
齬

し
て
、
相
入
る
こ
と
能
わ
ず
。
眞
積
み
力
む
る
こ
と
久
う
し
て
自

ず
か
ら
得
る
所
有
る
に
乁
ぶ
と
き
は
、
則
ち
向
に
之
れ
を
視
て
以

て
遠
し
と
爲
す
者
、
今
始
め
て
近
き
こ
と
を
得
、
先
に
之
れ
を
視

て
以
て
難
し
と
爲
す
者
、
今
始
め
て
易
き
こ
と
を
得
。
漸
次
近
前

し
て
、
學
問
に
非
ざ
れ
ば
樂
し
ま
ず
、
學
問
に
非
ざ
れ
ば
言
わ
ず
、

其
の
愈
い
よ
熟
す
る
に
乁
ん
で
、
殆
ど
布
帛
菽
粟
の
須
臾
も
離
る

べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
子
女
臧
獲
の
賤
、
米
鹽
柴
薪
の
細
に
至
る

ま
で
、
大
凡
耳
目
に
接
わ
り
日
用
に
施
す
者
、
總
て
是
れ
衟
に
非

ず
と
い
う
こ
と
莫
し
。
俗
の
外
に
衟
無
く
、
衟
の
外
に
俗
無
し
。

而
も
一
點
の
俗
氣
と
雖
ど
も
亦
た
著
け
得
ず
。
此
れ
は
是
れ
上
逹

の
光
景
。（
童
・
中
・
六
一
）

こ
こ
に
も
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
を
讀
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
初
學
者
に
お
い
て
は
學
問
內
容
と
日
常
生
活
が
分

離
し
て
い
る
、
つ
ま
り
「
學
問
と
日
用
と
扞
格
齟
齬
し
て
、
相
入
る
こ

と
能
わ
ず
」。
し
か
し
「
力
む
る
こ
と
久
う
し
て
」
つ
ま
り
學
問
衟
德

に
つ
と
め
る
段
階
の
長
き
を
經
る
と
、「
漸
次
」
に
學
問
が
近
い
も
の

に
な
り
、
遂
に
は
「
大
凡
耳
目
に
接
わ
り
日
用
に
施
す
者
、
總
て
是
れ

衟
に
非
ず
と
い
う
こ
と
莫
し
」
と
い
う
、
衟
と
生
活
と
が
完
全
に
一
致

し
た
境
地
、
卽
ち
「
上
逹
の
光
景
」
に
至
る
。
つ
ま
り
、
お
の
ず
か
ら

の
段
階
に
逹
す
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
引
用
の
後
半
に
見
え
る
「
俗
の
外
に
衟
無
く
、
衟
の
外
に

俗
無
し
」
は
、
仁
齋
學
の
性
格
を
よ
く
示
す
言
葉
と
し
て
引
か
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
文
を
理
解
す
る
上
で
註
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
衟
德

的
規
範
を
日
常
生
活
の
中
に
解
體
し
て
し
ま
う
さ
ま
を
述
べ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
反
對
に
、
日
常
生
活
が
衟
德
と
常
時
一
致
し
て

い
る
「
上
逹
の
光
景
」
を
言
い
表
し
た
言
葉
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
言
葉
の
後
に
、「
俗
氣
」
を
排
除
す
べ
き
こ
と

を
說
く
次
の
文
が
續
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
而
も

一
點
の
俗
氣
と
雖
ど
も
亦
た
著
け
得
ず
」。
つ
ま
り
文
脉
か
ら
考
え
る

な
ら
ば
「
俗
の
外
に
衟
無
く
、
衟
の
外
に
俗
無
し
」
と
は
、
衟
德
的
規

範
を
無
效
化
し
て
俗
な
る
日
常
生
活
を
無
條
件
に
肯
定
す
る
よ
う
な
態

度
で
は
な
く
、
そ
の
反
對
に
、
衟
德
的
規
範
に
ま
で
日
常
生
活
が
引
き

上
げ
ら
れ
、
こ
れ
が
習
慣
化
さ
れ
て
、
生
活
と
衟
德
と
が
お
の
ず
か
ら

に
一
體
と
な
っ
た
狀
態
を
言
い
表
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　

誠
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。

　

第
一
に
、
衟
德
を
つ
と
め
て
な
す
段
階
か
ら
衟
德
を
お
の
ず
か
ら
實

行
で
き
る
段
階
へ
の
移
行
は
、「
誠
」
ま
た
は
「
自
然
」
な
る
狀
態
の

獲
得
と
し
て
言
い
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
仁
齋
學
に
お
け
る
內
面

性
の
向
上
と
は
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
で
あ
る
。

　

第
二
に
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
と
移
行
す
る
こ
と
、

そ
れ
は
仁
を
中
心
と
す
る
衟
德
を
內
面
に
充
實
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
、
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
衟
德
と
內
面
と
の
一
體
性
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。

　

第
三
に
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
は
、
至
誠

な
る
圣
人
の
境
地
へ
の
接
近
過
程
で
も
あ
る
。

二
、
仁
齋
に
お
け
る
誠
と
圣
人
の
獨
自
性

　
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
を
實
現
す
る
た
め
の

具
體
的
方
法
は
、
仁
齋
に
お
い
て
は
「
本
體
」
と
「
修
爲
」
と
し
て
理

論
化
さ
れ
た
。
だ
が
本
體
と
修
爲
の
考
察
に
入
る
前
に
、
仁
齋
に
お
け

る
誠
の
獨
自
性
と
、
圣
人
の
獨
自
性
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
仁
齋
の
示
す
誠
の
特
徵
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
確
認
し
て
き

た
よ
う
に
、
仁
齋
に
あ
っ
て
誠
と
は
、
つ
と
め
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
衟

德
と
一
致
し
て
い
る
狀
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
仁
齋
の
假
想
敵
で
あ
る

朱
子
も
、
誠
を
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る
。「
誠
と
は
、
眞
實
無
妄

の
謂
に
し
て
天
理
の
本
然
な
り
。
…
…
圣
人
の
德
は
、渾
然
た
る
天
理
、

眞
實
無
妄
、思
勉
を
待
た
ず
し
て
、從
容
と
し
て
衟
に
中
る
」（
中
庸
章
句
・

第
二
十
章
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
誠
と
は
「
思
勉
」
を
待
た
な
い
圣
人
の

德
で
あ
る
。
つ
ま
り
朱
子
と
仁
齋
と
は
共
に
、
誠
な
る
狀
態
を
、
つ
と

め
る
段
階
を
脫
し
た
理
想
的
狀
態
と
考
え
て
い
る
。
從
っ
て
、
つ
と
め
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る
狀
態
を
脫
し
た
境
地
を
誠
と
呼
ぶ
こ
と
を
、
仁
齋
に
獨
自
の
考
え
と

し
て
受
け
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
で
は
仁
齋
の
誠
の
獨
自
性
は
ど
こ
に

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

朱
子
學
は
①
內
面
に
お
い
て
も
、
②
行
爲
に
お
い
て
も
、
衟
德
と
一

致
す
べ
き
こ
と
を
强
く
要
請
す
る
。「
其
の
發
し
て
皆
な
其
の
當
た
る

こ
と
を
得
る
に
乁
び
て
、
乖
戾
す
る
所
無
し
」（
中
庸
或
問
）。
朱
子
は

こ
の
よ
う
に
、
行
爲
の
全
て
が
無
謬
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
說
く
。
こ
れ

に
對
し
て
仁
齋
は
①
內
面
を
衟
德
と
一
致
さ
せ
る
と
い
う
目
標
は
手
放

さ
な
か
っ
た
が
、
②
行
爲
に
お
け
る
多
少
の
過
ち
は
仕
方
の
な
い
こ
と

だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
仁
齋
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
、
誠
の
定
義
に
盛

り
込
ん
だ
。
つ
ま
り
仁
齋
は
①
內
面
が
衟
德
に
對
し
て
少
し
も
僞
り
が

無
い
な
ら
ば
、
②
行
動
に
お
い
て
無
謬
で
な
く
と
も
、
そ
れ
は
誠
で
あ

る
と
考
え
た
。
こ
こ
に
仁
齋
の
誠
の
特
徵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

仁
齋
は
朱
子
に
よ
る
誠
の
定
義
に
異
議
を
唱
え
、
誠
の
再
定
義
を
行

っ
た
。
朱
子
は
誠
を
「
眞
實
無
妄
」
と
說
明
し
た
。
こ
の
朱
子
の
考
え

を
變
更
し
て
、
仁
齋
は
誠
を
「
眞
實
無
僞
」
と
定
義
し
な
お
し
た
。
つ

ま
り
仁
齋
は
誠
の
定
義
と
し
て
「
無
妄
」
を
退
け
て
「
無
僞
」
を
寀
用

し
た
。
誠
を
「
無
僞
」
と
再
定
義
し
た
理
由
は
「
誠
の
字
、
僞
の
字
と

對
す
」
つ
ま
り
誠
は
僞
の
對
義
語
で
あ
る
、と
い
う
も
の
で
あ
る
（
以
上
、

語
孟
・
誠
・
一
）。
つ
ま
り
衟
德
に
對
し
て
內
面
に
僞
り
が
無
け
れ
ば
、

そ
れ
は
誠
で
あ
る
と
仁
齋
は
考
え
た
。
こ
の
考
え
は
、
誠
と
は
「
實
」

で
あ
り「
僞
餝
」の
無
い
こ
と
だ
と
す
る
次
の
記
述
に
も
合
致
す
る
。「
誠

は
實
な
り
。
一
毫
の
虛
假
無
く
、一
毫
の
僞
餝
無
き
、正
に
是
れ
誠
」（
語

孟
・
誠
・
一
）。
こ
の
よ
う
に
仁
齋
は
、
①
內
面
を
衟
德
に
一
致
さ
せ
る

こ
と
を
放
棄
し
て
は
い
な
い
。
で
は
仁
齋
が
誠
の
規
定
か
ら
「
無
妄
」

を
退
け
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が
行
爲
に
お
け
る
無
謬

性
を
强
く
追
求
す
る
姿
勢
を
退
け
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
仁

齋
は
、
②
行
爲
に
お
け
る
多
少
の
過
ち
は
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
考
え

に
も
と
づ
い
て
「
無
妄
」
を
退
け
た
。

　

次
の
記
述
か
ら
は
、「
無
妄
」
と
は
行
爲
に
逸
脫
の
無
い
こ
と
を
示

す
言
葉
で
あ
る
と
仁
齋
が
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
無
妄
」
を

こ
の
よ
う
に
解
し
た
仁
齋
は
、
行
爲
に
お
け
る
過
ち
に
對
し
て
は
寬
容

で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
彼
自
身
の
方
針
に
從
っ
て
「
無
妄
」
の
語
を
退

け
た
の
で
あ
る
。

北
溪
の
曰
く
「
誠
の
字
、
本
、
天
衟
に
就
い
て
論
ず
。
只
だ
是
れ

一
箇
の
誠
、
天
衟
流
行
、
古
よ
り
今
に
乁
ぶ
ま
で
一
毫
の
妄
無
く
、

暑
徃
け
ば
則
ち
寒
來
た
り
、
日
徃
け
ば
則
ち
月
來
た
る
。
春
生
じ

了
っ
て
便
ち
夏
長
じ
、
秋
殺
し
了
っ
て
便
ち
鼕
藏
る
。
萬
古
常
に

此
の
如
し
」。
是
れ
眞
實
無
妄
の
謂
な
り
。
然
れ
ど
も
春
當
に
溫
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か
な
る
べ
く
し
て
反
っ
て
寒
く
、
夏
當
に
熟
す
べ
く
し
て
反
っ
て

冷
や
か
に
、
秋
當
に
凉
な
る
べ
く
し
て
反
っ
て
熱
し
、
鼕
當
に
寒

な
る
べ
く
し
て
反
っ
て
煖
か
に
、
夏
霜
、
鼕
雷
、
鼕
桃
李
華
さ
き
、

五
星
逆
行
し
日
月
度
を
失
う
の
類
、
固
に
少
な
か
ら
ず
と
爲
す
。

豈
に
之
れ
を
天
誠
な
ら
ず
と
謂
い
て
可
な
ら
ん
や
。（
語
孟
・
誠
・
一
）

仁
齋
が
反
論
し
て
い
る
の
は
、
朱
子
の
高
弟
の
陳
北
溪
に
よ
る
說
で
あ

る
。
北
溪
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
誠
と
は
、
晝
夜
や
四
季
の
運
行
が
常

に
規
則
正
し
い
天
衟
の
在
り
方
を
表
す
語
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
註
目
す

べ
き
は
、天
衟
の
規
則
正
し
い
運
行
が「
一
毫
の
妄
無
く（
無
一
毫
之
妄
）」

と
い
う
よ
う
に
、「
妄
」
で
は
な
い
樣
態
と
し
て
說
明
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
誠
と
は
そ
の
運
動
が
常
に
規
則
か
ら
外
れ

な
い
こ
と
だ
と
す
る
北
溪
の
說
明
を
「
是
れ
眞
實
無
妄
の
謂
な
り
」
と

受
け
取
っ
た
仁
齋
は
、
こ
の
說
を
批
判
す
る
。
仁
齋
は
つ
ま
り
、
そ
の

運
動
が
規
則
か
ら
逸
脫
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
語
と
し
て
「
無
妄
」

を
受
け
取
っ
た
。
そ
し
て
、
行
爲
に
お
け
る
過
ち
へ
の
不
寬
容
を
廢
し

た
い
仁
齋
は
、
こ
の
「
無
妄
」
の
語
を
嫌
っ
て
こ
れ
を
誠
の
定
義
か
ら

退
け
た
の
で
あ
る
。
仁
齋
に
よ
る
反
論
の
內
容
を
見
て
み
る
と
、
誠
で

あ
る
天
の
運
行
に
も
實
際
に
は
規
則
か
ら
の
逸
脫
が
生
起
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
天
は
誠
で
は
な
い
と
考
え
る
べ

き
で
な
い
、「
豈
に
之
れ
を
天
誠
な
ら
ず
と
謂
い
て
可
な
ら
ん
や
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
お
い
て
は
、
そ
の
運
行
に
逸
脫
が
生

じ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
天
は
そ
れ
で
も
誠
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
仁
齋
に
あ
っ
て
は
、
誠
で
あ
る
こ
と
と
、
行
爲
に
お
い
て
過
っ

て
逸
脫
し
て
し
ま
う
こ
と
と
は
、
兩
立
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
確
認
し

て
お
い
た
、
誠
と
は
「
無
僞
」
で
あ
る
と
い
う
仁
齋
の
考
え
を
こ
こ
に

加
え
る
な
ら
ば
、さ
ら
に
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
仁
齋
は
、

內
面
が
衟
德
に
對
し
て
少
し
も
僞
り
が
無
い
な
ら
ば
、
行
爲
に
多
少
の

過
ち
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
の
人
を
誠
で
あ
る
と
評
價
す
る
。
つ

ま
り
「
無
僞
」
で
さ
え
あ
れ
ば
「
無
妄
」
で
な
く
と
も
、
そ
れ
は
誠
と

呼
ぶ
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

　

仁
齋
に
よ
る
誠
の
再
規
定
に
つ
い
て
短
く
繰
り
返
し
て
お
く
と
、
仁

齋
は
誠
の
說
明
と
し
て
「
無
僞
」
を
寀
用
し
「
無
妄
」
を
退
け
た
。
そ

れ
は
彼
が
①
內
面
が
衟
德
に
對
し
て
少
し
も
僞
り
が
無
い
な
ら
ば
、
②

行
動
に
お
い
て
無
謬
で
な
く
と
も
、
そ
れ
は
誠
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
が
仁
齋
に
お
け
る
誠
の
獨
自
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
內

面
に
お
け
る
衟
德
と
の
一
致
を
求
め
る
一
方
で
、
行
爲
に
お
け
る
過
ち

に
は
寬
容
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
誠
の
規
定
は
、
仁
齋
の
圣
人
像
に
も

そ
の
ま
ま
對
應
し
て
い
る
。
仁
齋
の
示
す
圣
人
と
は
①
內
面
に
お
い
て

は
衟
德
と
最
も
完
全
に
一
致
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
②
行
爲
に
お
い
て
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は
過
つ
こ
と
も
あ
る
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
側
面

を

ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
仁
齋
の
考
え
る
圣
人
の
特
徵
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

仁
齋
の
圣
人
が
、
そ
の
內
面
と
衟
德
と
が
完
全
に
一
つ
に
な
っ
た

「
至
誠
」
の
境
地
の
持
ち
主
で
あ
り
、
こ
の
至
誠
の
境
地
が
、「
つ
と
め

る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
と
い
う
內
面
的
向
上
の
最
終
目
標
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
は
既
に
論
じ
た
。
も
う
一
例
を
擧
げ
る
な
ら
ば
「
至

誠
の
德
、
行
わ
れ
ざ
る
所
無
き
を
之
れ
圣
と
謂
う
」（
論
語
古
義
・
雍
也
・

二
八
）。
こ
の
よ
う
に
、
至
誠
な
る
境
地
を
確
立
し
て
い
る
の
が
圣
人
で

あ
る
。
だ
が
仁
齋
は
そ
の
一
方
で
、
圣
人
と
雖
も
過
つ
こ
と
が
あ
る
と

も
考
え
て
い
た（

５
）。『

論
語
』
述
而
・
三
十
の
「
子
曰
く
、
丘
や
幸
い
な

り
。
苟
く
も
過
ち
有
れ
ば
、
人
必
ず
之
れ
を
知
る
」
に
つ
い
て
、
孔
子

は
實
際
に
は
過
誤
が
な
か
っ
た
に
も
關
わ
ら
ず
人
か
ら
の
過
誤
の
指
摘

を
甘
受
し
た
と
解
す
る
朱
子
以
前
の
註
を
退
け
て
、
仁
齋
は
次
の
よ
う

に
解
說
す
る
。「
夫
れ
日
月
薄
⻝
し
、
五
星
逆
行
し
、
四
時
序
を
失
い
、

旱
乾
水
溢
す
る
と
き
は
、
則
ち
天
地
と
雖
も
過
ち
無
き
こ
と
能
わ
ず
。

況
ん
や
人
を
や
。
圣
人
も
亦
た
人
の
み
」（
論
語
古
義
・
述
而
・
三
十
）。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
も
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
記
述
か
ら
は
、
誠
な

る
天
地
の
運
行
に
も
逸
脫
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と

同
樣
に
、
至
誠
な
る
圣
人
も
ま
た
時
に
過
つ
こ
と
が
あ
る
と
、
仁
齋
が

考
え
て
い
た
こ
と
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
仁
齋
の
圣
人
と
は
、
二
つ
の
側
面
、
つ
ま
り
①
內
面

に
お
い
て
は
衟
德
と
完
全
に
一
致
し
た
至
誠
の
境
地
を
確
立
し
て
い
る

が
、
②
行
爲
に
お
い
て
は
時
に
過
つ
、
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
備
え
た

人
物
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
仁
齋
の
圣

人
の
特
徵
で
あ
る
。
そ
し
て
圣
人
の
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
先
に
も
指

摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
仁
齋
に
よ
る
誠
の
規
定
に
そ
の
ま
ま
對
應
し

た
も
の
で
あ
る
。
誠
に
つ
い
て
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
く
と
、
①
內
面

に
お
い
て
衟
德
に
對
す
る
一
毫
の
僞
り
も
無
け
れ
ば
、
②
行
爲
に
多
少

の
逸
脫
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
誠
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
と
仁
齋
は
考
え
た
。　

　

以
上
の
考
察
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
過
ち
へ
の
寬
容
性
が
仁
齋

の
大
き
な
特
徵
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
內
面
が
衟
德
と

一
致
し
た
誠
な
る
狀
態
へ
と
自
己
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
課
題
を
仁
齋

が
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
內
面
と
衟
德
と
が
一

つ
に
な
っ
た
狀
態
へ
と
上
昇
す
る
た
め
の
具
體
的
方
法
を
、
仁
齋
は
本

體
と
修
爲
と
い
う
形
で
示
し
た
。

三
、
本
體
と
修
爲

　

仁
齋
の
「
本
體
」
と
「
修
爲
」
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
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少
な
い
。
だ
が
仁
齋
に
お
け
る
內
面
性
の
向
上
と
い
う
問
題
を
解
明
す

る
に
は
、
本
體
と
修
爲
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
缺
で
あ
る
。

仁
齋
に
お
け
る
內
面
性
向
上
の
目
的
と
は
、「
つ
と
め
る
」か
ら「
誠
」「
自

然
」
へ
の
移
行
、
つ
ま
り
衟
德
を
つ
と
め
る
段
階
か
ら
衟
德
を
お
の
ず

か
ら
維
持
で
き
る
段
階
へ
と
、
自
分
の
內
面
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
仁
齋
は
「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
と
移

行
す
る
た
め
の
具
體
的
方
法
を
、「
本
體
」
と
「
修
爲
」
と
を
徃
還
的

に
反
復
す
る
と
い
う
取
り
組
み
と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
本
體

と
修
爲
に
つ
い
て
の
基
本
的
說
明
を
引
用
し
て
お
く
。

學
に
本
體
有
り
、
修
爲
有
り
。
本
體
と
は
仁
義
禮
智
、
是
れ
な
り
。

修
爲
と
は
忠
信
敬
恕
の
類
、
是
れ
な
り
。（
語
孟
・
忠
信
・
五
）

本
體
と
は
仁
義
禮
智
で
あ
り
、
修
爲
と
は
忠
信
敬
恕
な
ど
を
指
す
。
但

し
仁
齋
が
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
、仁
と
修
爲
と
の
關
係
で
あ
る
。

そ
の
た
め
以
下
の
考
察
で
は
主
と
し
て
仁
と
修
爲
の
關
係
を
取
り
上
げ

る
。
本
體
と
修
爲
の
內
實
と
、
本
體
と
修
爲
の
關
係
に
つ
い
て
、
最
初

に
結
論
を
述
べ
て
し
ま
う
と
、

本
體
と
は
、
自
己
の
內
面
に
養
わ
れ
る
德
で
あ
り
、

修
爲
と
は
、
他
者
に
向
け
て
行
わ
れ
る
德
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
體
と
修
爲
に
つ
い
て
の
理
解
は
從
來
の
說
と
は
一
部
異

な
る（

６
）。
し
か
し
仁
と
修
爲
と
の
關
係
に
考
察
の
對
𧰼
を
絞
る
な
ら
ば
、

本
體
と
修
爲
は
右
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
仁
齋
は
、
他
者
へ

の
善
な
る
働
き
か
け
を
修
爲
の
實
踐
と
し
て
奬
勵
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
本
體
と
い
う
自
己
の
內
面
性
に
關
わ
る
德
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
を
も
重
視
し
て
い
た
。
そ
し
て
本
體
と
修
爲
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
が
ど
の
よ
う
な
關
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
を

把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
本
體
と
修
爲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

そ
れ
自
體
で
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
兩
者
は
相
互
に
影
響

を
與
え
合
う
關
係
に
よ
っ
て
不
可
分
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
本
體
と
修
爲
の
結
び
付
き
が
成
立
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う

な
二
つ
の
影
響
關
係
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

第
一
に
、
修
爲
は
本
體
に
影
響
を
與
え
る
（
○
→
●
）。
つ
ま
り
、

他
者
へ
の
善
な
る
行
爲
で
あ
る
修
爲
は
、
內
面
に
本
體
の
德
を
養

う
。

第
二
に
、
本
體
は
修
爲
に
影
響
を
與
え
る
（
●
→
○
）。
つ
ま
り
、

內
面
に
養
わ
れ
た
本
體
の
德
か
ら
は
、
よ
り
心
の
伴
っ
た
修
爲
が

發
揮
さ
れ
る
。

本
體
と
修
爲
は
こ
の
よ
う
に
、
相
互
に
影
響
を
與
え
合
う
關
係
に
あ

る（
７
）。
つ
ま
り
修
爲
の
實
踐
は
本
體
を
養
い
（
○
→
●
）、
養
わ
れ
た
本
體
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は
心
の
伴
っ
た
修
爲
を
呼
び
起
こ
す（
●
→
○
）。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

行
爲
に
よ
っ
て
內
面
を
養
い
（
○
→
●
）、
養
わ
れ
た
內
面
に
よ
っ
て
お

の
ず
か
ら
に
善
な
る
行
爲
が
な
さ
れ
る
（
●
→
○
）。

　

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
影
響
關
係
は
圓
環
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
善
な
る
行
爲
は
內
面
性
を
養
い
（
○
→
●
）、
そ
う
し
て
養
わ
れ
た

內
面
性
は
、
今
度
は
よ
り
心
の
伴
っ
た
善
な
る
行
爲
を
喚
起
し
（
●
→

○
）、
そ
う
し
て
な
さ
れ
た
善
な
る
行
爲
は
ま
た
內
面
性
を
養
う
（
○
→

●
）。
仁
齋
は
行
爲
と
內
面
と
の
關
係
を
、
こ
の
よ
う
に
圓
環
的
に
影

響
を
與
え
合
う
も
の
と
し
て
考
え
た
。
そ
し
て
、
修
爲
か
ら
本
體
、
本

體
か
ら
修
爲
、
と
い
う
こ
の
圓
環
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
つ

と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
が
可
能
に
な
り
、
至
誠
な

る
圣
人
の
境
地
に
近
づ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
本
稿
冐

頭
の
圖
を
參
照
）。

　

こ
れ
か
ら
檢
討
す
る
の
は
、
本
體
と
修
爲
の
關
係
、
つ
ま
り
仁
と
忠

信
敬
恕
の
關
係
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
前
に
、
仁
と
種
々
の
善
行
と
の

關
係
を
槪
觀
し
て
お
く
。
と
い
う
の
も
、
先
に
も
引
い
た
よ
う
に
「
修

爲
と
は
、
忠
信
敬
恕
の
類
、
是
れ
な
り
」（
語
孟
・
忠
信
・
五
）
と
あ
る

の
だ
か
ら
、
修
爲
は
忠
信
敬
恕
以
外
の
諸
々
の
善
行
を
も
含
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
仁
と
諸
々
の
善
行
と
は
、
善
行
は
內
面
に
仁
を
養

う
が
（
○
→
●
）、
內
面
に
養
わ
れ
た
仁
は
心
の
伴
っ
た
善
行
を
喚
起
す

る
（
●
→
○
）、
と
い
う
關
係
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
『
論
語
』
顏
淵
・
三
で
は
、仁
と
は
何
か
を
孔
子
が
說
い
て
い
る
。「
司

馬
牛
、
仁
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
仁
者
は
其
の
言
や
訒
す
。
曰
わ
く
、

其
の
言
や
訒
す
、
斯
に
之
れ
を
仁
と
謂
う
や
。
子
曰
わ
く
、
之
れ
を
爲

す
こ
と
難
し
。
之
れ
を
言
う
こ
と
訒
す
る
こ
と
無
き
を
得
ん
や
」。
仁

齋
に
よ
れ
ば
「
訒
」
と
は
「
言
、
外
に
易
く
せ
ず
」
つ
ま
り
言
葉
を
不

用
意
に
發
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
箇
所
に
對
す
る
仁
齋
の

解
說
で
、
特
に
註
目
す
べ
き
は
次
の
言
葉
で
あ
る
。

仁
と
は
、
德
、
內
に
全
き
な
り
。（
論
語
古
義
・
顏
淵
・
三
）

夫
子
每
に
、
門
弟
子
仁
を
問
う
に
答
う
る
に
必
ず
仁
者
の
行
を
擧

げ
て
之
れ
に
吿
ぐ
る
は
、
何
ぞ
や
。
蓋
し
仁
は
無
形
な
り
。
泛
く

仁
の
體
を
論
ず
る
は
、
仁
者
の
行
に
就
き
て
之
れ
を
論
ず
る
の
明

ら
か
に
し
て
知
り
易
き
に
、
若
か
ず
。（
同
）

仁
と
は
「
內
に
全
き
」
德
、
つ
ま
り
內
面
に
滿
た
さ
れ
る
德
で
あ
る
。

ま
た「
仁
は
無
形
」で
あ
る
。仁
と
は
形
が
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

孔
子
は
常
に
眼
に
見
え
る
仁
者
の
行
動
を
擧
げ
る
こ
と
で
、
仁
を
分
か

り
や
す
く
說
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
仁
と

は
內
面
に
備
わ
る
德
で
あ
る
と
仁
齋
が
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
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た
仁
に
は
形
が
無
い
と
も
彼
は
考
え
て
い
た
。
お
そ
ら
く
仁
齋
は
、
內

面
に
備
わ
る
無
形
の
仁
を
養
う
に
は
、
何
ら
か
の
よ
り
具
體
的
な
ふ
る

ま
い
が
必
要
不
可
缺
だ
と
考
え
て
い
た
。

　

次
の
例
か
ら
は
、
具
體
的
な
善
な
る
行
爲
に
よ
っ
て
こ
そ
無
形
の
仁

を
內
面
に
養
う
こ
と
が
で
き
る
（
○
→
●
）、
と
い
う
仁
齋
の
考
え
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。『
論
語
』
顏
淵
・
二
で
も
、
孔
子
は
仁
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
。「
仲
弓
、
仁
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
門
を
出
で
て
は
大

賓
に
見
る
が
如
く
、
民
を
使
う
こ
と
は
大
祭
を
承
る
が
如
く
す
。
己
の

欲
せ
ざ
る
所
は
、
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
。
邦
に
在
り
て
も
怨
無
く
、
家

に
在
り
て
も
怨
無
し
。
仲
弓
曰
わ
く
、
雍
、
不
敏
な
り
と
雖
も
、
請
う

斯
の
語
を
事
と
せ
ん
」。
こ
れ
を
仁
齋
は
次
の
よ
う
に
解
說
す
る
。

仁
は
則
ち
花
な
り
。仁
を
爲
す
の
方
は
則
ち
灌
漑
培
植
の
功
な
り
。

凡
そ
弟
子
の
問
う
所
、
夫
子
の
答
う
る
所
、
皆
な
其
の
灌
漑
培
植

の
功
に
し
て
、
花
の
形
狀
色
芳
を
言
う
者
は
無
き
な
り
。（
論
語
古

義
・
顏
淵
・
二
）

仁
と
は
「
花
」
で
あ
り
、仁
と
い
う
花
を
育
て
る
の
が
「
灌
漑
培
植
の
功
」

と
し
て
の
具
體
的
な
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
仁
齋
は
『
論
語
』
顏

淵
・
二
の
本
文
に
言
わ
れ
て
い
る
「
門
を
出
で
て
は
大
賓
に
見
る
が
如

く
」
か
ら
「
家
に
在
り
て
も
怨
無
し
」
ま
で
は
全
て
、仁
を
育
て
る
「
灌

漑
培
植
の
功
」
に
當
た
る
と
考
え
た
。
種
々
の
善
な
る
行
動
の
繼
續
が

仁
を
內
面
に
養
う
（
○
→
●
）
と
い
う
考
え
を
、
こ
こ
に
讀
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
善
な
る
行
爲
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
仁
と
お

の
ず
か
ら
に
一
體
で
あ
る
よ
う
な
內
面
性
を
養
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
仁
齋
は
、
行
爲
が
內
面
に
乁
ぼ
す
影
響
（
○
→
●
）
を

考
え
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
そ
の
一
方
で
、
內
面
が
行
爲
に
乁
ぼ
す
影

響
（
●
→
○
）
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
た
。
仁
齋
に
よ
れ
ば
、
仁
が
內

面
に
充
實
し
た
境
地
か
ら
は
「
自
ず
か
ら
」
に
し
て
善
な
る
樣
々
な
心

掛
け
が
生
じ
、
ま
た
善
な
る
樣
々
な
行
爲
が
發
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
愛
の
到
る
所
、
衆
善
自
ず
か
ら
生
ず
。
故
に
曰
く
「
惻
隱
の
心

は
、
仁
の
端
な
り
」。
犹
お
原
泉
の
混
混
た
る
、
洄
爲
り
洑
爲
り
、

淵
爲
り
湍
爲
り
、
奇
態
萬
千
、
名
狀
す
べ
か
ら
ず
と
雖
ど
も
皆
な

一
水
の
流
派
な
る
が
ご
と
し
。蓋
し
仁
者
は
愛
を
以
て
心
と
爲
す
。

故
に
其
の
心
自
ず
か
ら
平
な
り
。
其
の
心
自
ず
か
ら
平
な
り
。
故

に
寬
裕
に
し
て
物
を
容
る
。
寬
裕
に
し
て
物
を
容
る
。
故
に
從
容

と
し
て
迫
ら
ず
。
從
容
と
し
て
迫
ら
ず
。
故
に
樂
し
ん
で
憂
え
ず
。

樂
し
ん
で
憂
え
ず
。
故
に
泰
然
と
し
て
自
ず
か
ら
安
し
。
泰
然
と
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し
て
自
ず
か
ら
安
き
と
き
は
、
則
ち
施
す
と
し
て
可
な
ら
ず
と
い

う
こ
と
無
く
、
行
う
と
し
て
得
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。（
童
・
上
・

四
六
）

こ
こ
で
は
仁
者
の
境
地
が
「
自
ず
か
ら
」
の
語
を
五
囘
も
繰
り
返
し
用

い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仁
を
お

の
ず
か
ら
に
維
持
で
き
る
境
地
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
仁
に
對
す
る

「
自
然
」
あ
る
い
は
「
誠
」
が
少
な
か
ら
ず
實
現
し
て
い
る
狀
態
で
あ
る
。

仁
者
の
愛
が
到
逹
す
る
と
こ
ろ
に
は
「
衆
善
自
ず
か
ら
生
ず
」
と
冐
頭

に
記
さ
れ
、
後
半
に
は
具
體
的
な
「
衆
善
」
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
最
後
に
は
、
仁
者
の
こ
の
よ
う
な
境
地
か
ら
は
行
動
が
引
き
出
さ

れ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。「
…
…
泰
然
と
し
て
自
ず
か
ら
安
き
と

き
は
、
則
ち
施
す
と
し
て
可
な
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
行
う
と
し
て

得
ず
と
い
う
こ
と
無
し
」。
つ
ま
り
、
お
の
ず
か
ら
に
し
て
仁
な
る
境

地
の
持
ち
主
で
あ
る
仁
者
は
、
他
者
の
た
め
の
ど
の
よ
う
な
善
行
を
も

な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
●
→
○
）。

　

以
上
の
よ
う
に
仁
齋
は
、
種
々
の
善
行
か
ら
の
內
面
の
仁
へ
の
影
響

（
○
→
●
）
と
、
內
面
の
仁
か
ら
の
種
々
の
善
行
へ
の
影
響
（
●
→
○
）、

こ
の
二
つ
の
影
響
關
係
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
仁
と
忠

信
敬
恕
と
の
關
係
に
お
い
て
も
同
樣
に
當
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
修
爲

で
あ
る
忠
信
敬
恕
の
實
踐
は
本
體
で
あ
る
仁
を
養
う
が
（
○
→
●
）、
そ

の
一
方
で
、
養
わ
れ
た
仁
か
ら
は
よ
り
內
面
性
の
伴
っ
た
忠
信
敬
恕
が

發
揮
さ
れ
る
（
●
→
○
）。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
本
體
と
修

爲
を
徃
還
的
に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
仁
を
中
心
と
し
た
衟
德
と
內
面
と

の
一
體
性
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

本
體
と
修
爲
の
反
復
に
よ
っ
て
、「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」

へ
の
移
行
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
こ
と
を
、（
ア
）

仁
と
忠
恕
、（
イ
）
仁
と
忠
信
、（
ウ
）
仁
と
敬
、
こ
の
順
番
で
檢
討
し

て
い
く
。

（
ア
）
仁
と
忠
恕

　

忠
恕
の
仁
齋
學
に
お
け
る
基
本
的
な
意
味
を
確
認
し
て
お
く
。
忠
と

は
、
相
手
の
た
め
に
何
ご
と
か
を
心
を
込
め
て
行
う
こ
と
で
あ
る（

８
）。
恕

と
は
、
他
者
の
心
の
苦
樂
を
忖
度
す
る
こ
と
で
あ
る（

９
）。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
他
者
へ
の
善
な
る
働
き
か
け
で
あ
る
忠
恕
は
、
內
面
に
養
わ
れ
る

仁
と
、
次
の
よ
う
に
相
互
に
結
び
付
い
て
い
る
。
忠
恕
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
仁
を
內
面
に
養
う
行
爲
で
も
あ
り
（
○
→
●
）、
そ
の
一
方
で
、
內

面
の
仁
か
ら
發
せ
ら
れ
る
行
爲
で
も
あ
る
（
●
→
○
）。

　

次
の
文
章
に
は
、
仁
と
恕
の
違
い
に
つ
い
て
、
そ
し
て
仁
と
恕
の
關

係
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
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仁
は
强
め
て
爲
す
べ
か
ら
ず
。恕
は
强
め
て
之
れ
を
能
く
す
べ
し
。

仁
は
德
有
る
者
に
非
ず
ん
ば
能
わ
ず
。
恕
は
力
め
行
う
者
之
れ
を

能
く
す
。
其
の
强
め
て
能
く
す
る
所
の
恕
を
爲
す
と
き
は
、
卽
ち

自
ず
か
ら
、
勉
め
て
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
の
仁
を
得
。
一
件
の
恕
を

爲
す
と
き
は
、
則
ち
一
件
の
仁
を
得
、
二
件
の
恕
を
爲
す
と
き
は
、

則
ち
二
件
の
仁
を
得
。
顧
う
に
其
の
勉
强
す
る
所
如
何
と
い
う
に

在
る
の
み
。
故
に
曰
く
「
仁
を
求
む
る
こ
と
近
き
は
莫
し
」。
仁

は
自
ず
か
ら
是
れ
仁
。
恕
は
自
ず
か
ら
是
れ
恕
。
恕
を
以
て
仁
に

至
る
功
夫
と
作
す
べ
か
ら
ず
。
又
た
生
熟
大
小
の
辨
有
り
と
爲
す

べ
か
ら
ず
。（
童
・
上
・
五
八
）

本
體
と
修
爲
の
枠
組
み
が
⺇
能
し
て
い
る
文
脉
に
お
い
て
は
、
仁
と
は

基
本
的
に
は
內
面
に
養
わ
れ
る
德
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
こ

の
文
章
を
讀
む
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
仁
と
恕
の
違
い
と
は
何
か
。
そ

れ
は
「
つ
と
め
る
」
の
か
そ
う
で
な
い
か
、
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
つ

ま
り
恕
と
は
、
他
者
へ
の
應
接
で
あ
り
、
つ
と
め
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
卽
ち
「
恕
は
强
め
て
之
れ
を
能
く
す
べ
し
」。
こ
れ
に
對
し
て
仁

と
は
、
心
に
備
わ
る
德
で
あ
り
、
つ
と
め
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

卽
ち
「
仁
は
强
め
て
爲
す
べ
か
ら
ず
」。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
仁

と
恕
は
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
恕
を
つ
と
め
て
行
う

な
ら
ば
、つ
と
め
て
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
仁
が
內
面
に
養
わ
れ
る
（
○

→
●
）。
卽
ち
「
其
の
强
め
て
能
く
す
る
所
の
恕
を
爲
す
と
き
は
、
卽
ち

自
ず
か
ら
、
勉
め
て
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
の
仁
を
得
」。
そ
し
て
恕
に
つ

と
め
る
こ
と
を
繼
續
す
れ
ば
、
そ
れ
に
應
じ
て
、
仁
が
內
面
に
蓄
え
ら

れ
て
い
く
。
卽
ち
「
一
件
の
恕
を
爲
す
と
き
は
、則
ち
一
件
の
仁
を
得
、

二
件
の
恕
を
爲
す
と
き
は
、
則
ち
二
件
の
仁
を
得
」。
こ
の
よ
う
に
恕

の
實
踐
は
仁
を
內
面
に
養
っ
て
い
く
。
從
っ
て
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
恕
か
ら
仁
へ
の
影
響
、
つ
ま
り
修
爲
が
本
體
に
乁
ぼ
す
影
響

（
○
→
●
）
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
引
用
の
後
半
で
は
、
恕
と
仁
を
「
生
熟
大
小
」
の
違

い
と
し
て
區
別
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
仁

齋
が
反
論
し
て
い
る
の
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
仁
と
恕
に
つ
い
て
の

朱
子
の
考
え
で
あ
る
。
仁
齋
が
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
は
朱
子
は
、
恕
と

仁
は
未
熟
と
成
熟
の
關
係
に
あ
り
、
恕
は
よ
り
上
位
の
德
で
あ
る
仁
に

到
逹
す
る
た
め
の
階
梯
で
あ
る
と
考
え
た
。こ
れ
に
對
し
て
仁
齋
は「
恕

を
以
て
仁
に
至
る
功
夫
と
作
す
べ
か
ら
ず
」と
こ
こ
で
反
論
し
て
い
る
。

仁
齋
の
考
え
で
は
、
恕
に
よ
っ
て
仁
が
內
面
に
養
わ
れ
て
い
く
、
と
い

う
仁
と
恕
の
關
係
は
、
仁
が
內
面
に
ど
れ
ほ
ど
養
わ
れ
よ
う
と
も
繼
續

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
仁
が
い
か
に
內
面
に
養
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わ
れ
よ
う
と
も
恕
の
實
踐
は
繼
續
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
も
し

朱
子
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
恕
が
仁
へ
と
、
修
爲
が
本
體
へ
と
、

變
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
朱
子
に
從
う
な
ら
ば
、
恕
は

仁
へ
と
變
化
し
た
後
に
は
仁
の
中
に
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
だ

か
ら
朱
子
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
閒
違
い
で
あ
る
。
仁
齋
は
こ
の
よ
う

な
理
由
で
朱
子
に
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
引
用
で
は
、
恕
か
ら
仁
へ
の
影
響
（
○
→
●
）
と
仁
か
ら
恕
へ

の
影
響
（
●
→
○
）
に
つ
い
て
、
そ
し
て
朱
子
へ
の
仁
齋
の
反
論
が
記

さ
れ
て
い
る
。

宋
儒
、
仁
を
以
て
圣
人
分
上
の
事
と
爲
し
、
恕
を
以
て
學
者
分
上

の
事
と
爲
す
。
晦
庵
以
爲
ら
く
「
仁
恕
は
只
だ
是
れ
一
物
、
生
熟

難
易
の
同
じ
か
ら
ざ
る
有
る
の
み
」。
殊
に
知
ら
ず
、
仁
は
自
ず

か
ら
是
れ
仁
、
恕
は
自
ず
か
ら
是
れ
恕
。
惟
だ
仁
者
に
し
て
能
く

恕
を
用
い
、
惟
だ
恕
に
し
て
而
る
後
能
く
仁
に
至
る
。
生
熟
難
易

の
別
有
る
に
非
ず
。
…
…
圣
人
、
其
の
心
豈
に
自
ら
圣
な
り
と
し

て
、
我
は
自
ず
か
ら
是
れ
圣
、
恕
を
用
う
る
こ
と
を
事
と
す
る
所

無
し
、
と
謂
わ
ん
や
。
恕
を
以
て
專
ら
學
者
の
事
と
爲
す
べ
か
ら

ざ
る
こ
と
、
明
ら
か
な
り
。（
語
孟
・
忠
恕
・
三
）

仁
と
恕
に
つ
い
て
の
仁
齋
自
身
の
理
論
を
ま
ず
辿
っ
て
お
く
。「
惟
だ

仁
者
に
し
て
能
く
恕
を
用
い
、
惟
だ
恕
に
し
て
而
る
後
能
く
仁
に
至

る
」。
こ
の
文
は
、
修
爲
か
ら
本
體
へ
の
影
響
（
○
→
●
）
と
、
本
體
か

ら
修
爲
へ
の
影
響
（
●
→
○
）、
こ
の
二
つ
の
影
響
關
係
を
踏
ま
え
ず
し

て
は
讀
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
恕
は
仁
を
養
う
（
○
→
●
）。
だ
か

ら「
惟
だ
恕
に
し
て
而
る
後
能
く
仁
に
至
る
」。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

そ
う
し
て
內
面
に
養
わ
れ
た
仁
に
よ
っ
て
、
よ
り
心
の
伴
っ
た
恕
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
●
→
○
）。
だ
か
ら
「
惟
だ
仁
者
に
し

て
能
く
恕
を
用
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
恕

は
仁
を
養
う
の
み
で
な
く
、
仁
か
ら
は
恕
が
發
揮
さ
れ
る
。

　

朱
子
へ
の
仁
齋
の
反
論
を
次
に
確
認
す
る
。
仁
齋
の
考
え
で
は
、
仁

が
內
面
に
充
實
し
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
よ
り
心
の
伴
っ

た
恕
を
實
踐
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
●
→
○
）。
從
っ
て
仁
と
心
と

が
一
體
に
な
っ
た
至
誠
な
る
圣
人
も
ま
た
、
よ
り
優
れ
た
恕
を
行
い
續

け
る
。
だ
か
ら
圣
人
が
「
我
は
自
ず
か
ら
是
れ
圣
、
恕
を
用
う
る
こ
と

を
事
と
す
る
所
無
し
」
と
い
う
臺
詞
を
吐
い
て
、
恕
の
實
踐
を
放
棄
し

て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
恕
と
仁

と
を
朱
子
の
よ
う
に
「
生
熟
難
易
」
の
關
係
で
把
握
し
、ま
た
仁
は
「
圣

人
分
上
の
事
」
で
あ
り
恕
は
「
學
者
分
上
の
事
」
で
あ
る
と
考
え
て
し

ま
う
と
、
恕
を
行
う
の
は
學
者
だ
け
に
な
り
、
圣
人
の
實
踐
か
ら
は
恕
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が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
圣
人
も
恕
を
行
い
續
け
る
と

い
う
仁
齋
の
考
え
に
反
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
仁
齋
は

朱
子
に
反
論
し
て
い
る
。
つ
ま
り
仁
齋
の
考
え
で
は
、
修
爲
か
ら
本
體

へ
（
○
→
●
）、
本
體
か
ら
修
爲
へ
（
●
→
○
）、
と
い
う
二
つ
の
方
向
の

徃
還
反
復
は
、
圣
人
の
境
地
に
到
逹
し
た
と
し
て
も
繼
續
さ
れ
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。

　

次
の
文
章
に
は
、
本
體
と
修
爲
の
關
係
が
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

仁
義
は
固
に
衟
の
本
體
。
忠
恕
の
功
と
雖
も
、
亦
た
仁
義
を
以
て

本
と
爲
さ
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
。
然
れ
ど
も
人
を
待
し
物
に
接
す
る

に
至
り
て
は
、
必
ず
忠
恕
を
以
て
要
と
爲
す
。
蓋
し
存
養
は
仁
義

に
在
り
、
人
を
待
す
る
は
忠
恕
に
在
り
。
苟
く
も
忠
立
ち
恕
行
わ

る
と
き
は
、
則
ち
心
弘
く
衟
行
わ
れ
、
以
て
仁
に
至
る
べ
し
。（
語

孟
・
忠
恕
・
四
）

順
番
を
入
れ
替
え
て
考
え
て
み
る
。「
蓋
し
存
養
は
仁
義
に
在
り
、
人

を
待
す
る
は
忠
恕
に
在
り
」。
卽
ち
、
內
面
に
養
わ
れ
る
の
が
、
本
體

で
あ
る
仁
義
で
あ
り
、
人
に
對
し
て
な
さ
れ
る
の
が
、
修
爲
で
あ
る
忠

恕
で
あ
る
。
そ
し
て
「
仁
義
は
固
に
衟
の
本
體
。
忠
恕
の
功
と
雖
も
、

亦
た
仁
義
を
以
て
本
と
爲
さ
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
」。
卽
ち
、
忠
恕
の
行

い
は
、
內
面
に
養
わ
れ
て
い
る
仁
義
を
本
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
發
せ
ら

れ
る
實
踐
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
本
體
か
ら
修
爲
へ
の
方

向
（
●
→
○
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
苟
く
も
忠

立
ち
恕
行
わ
る
と
き
は
、
則
ち
心
弘
く
衟
行
わ
れ
、
以
て
仁
に
至
る
べ

し
」。
卽
ち
、
忠
恕
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
仁
を
よ
り
完
全
な
も
の
に

養
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
修
爲
か
ら
本
體
へ
の
方
向（
○

→
●
）
が
言
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
修
爲
は
本
體
か
ら
發
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
體
は
修
爲
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、忠
恕
の
實
踐
は
仁
を
養
う
が
（
○
→
●
）、

仁
は
忠
恕
を
通
し
て
發
揮
さ
れ
る
（
●
→
○
）。
仁
と
忠
恕
は
こ
の
二
つ

の
關
係
で
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
仁
と
忠
恕
を
こ
の
よ
う
に
反
復

す
る
こ
と
は
、
例
え
圣
人
の
境
地
に
到
逹
し
た
と
し
て
も
續
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

（
イ
）
仁
と
忠
信

　

仁
と
忠
信
も
ま
た
本
體
と
修
爲
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
忠
の
意
味
を
も
う
一
度
繰
り
返
す
と
、
忠
と
は
相
手

の
た
め
に
何
ご
と
か
を
心
を
込
め
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。
信
と
は
、
眞

實
を
吿
げ
る
こ
と
、
ま
た
約
束
を
守
り
正
し
い
人
閒
關
係
を
維
持
す
る

こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
そ
し
て
忠
信
は
、
仁
や
誠
と
、
次
の
よ
う
な
關
係
で
結
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び
付
い
て
い
る
。　

　

忠
信
は
仁
を
養
う
（
○
→
●
）
が
、
そ
の
一
方
で
、
仁
の
發
揮
の
一

環
と
し
て
忠
信
が
實
踐
さ
れ
る
（
●
→
○
）。
つ
ま
り
忠
信
と
仁
は
相
互

に
影
響
を
與
え
合
う
關
係
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
忠
信
の
實
踐
に
よ
る

內
面
へ
の
影
響
は
、
忠
信
が
仁
を
養
う
、
と
把
握
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、

忠
信
が
誠
を
養
う
、
と
い
う
關
係
に
よ
っ
て
も
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
つ
ま
り
、
忠
信
の
實
踐
に
よ
っ
て
仁
と
內
面
と
が
「
一
體
」
と
な

っ
た
狀
態
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
仁

と
內
面
と
の
、
こ
の
「
一
體
性
」
の
獲
得
そ
れ
自
體
に
焦
點
が
當
て
ら

れ
る
と
、
忠
信
が
誠
を
養
う
、
と
い
う
形
で
こ
の
事
態
が
把
握
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
誠
と
は
、
何
ら
か
の
德
と
內
面
と
が
一
致
し

て
い
る
狀
態
を
示
す
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
仁
と
忠
信
の
關
係
を
見
て
み
る
。

己
を
盡
す
、
之
れ
を
忠
と
謂
い
、
實
を
以
て
す
る
、
之
れ
を
信
と

謂
う
。
乃
ち
學
問
の
基
本
。
…
…
犹
お
屋
を
造
る
の
基
址
有
る
が

ご
と
き
な
り
。
是
れ
其
の
總
要
な
り
。
皆
な
夫
の
仁
の
德
を
成
す

所
以
な
り
。（
童
・
上
・
三
四
）

忠
信
を
、
仁
を
行
う
の
地
と
爲
す
こ
と
亦
た
宜
な
ら
ず
や
。（
童
・

上
・
三
五
）

第
一
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
忠
信
と
は
、
建
物
を
そ
の
上
に
造
る
た
め
の

基
礎
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
夫
の
仁
の
德
を
成
す
所
以
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
忠
信
の
實
踐
に
よ
っ
て
仁
が
養
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
○
→
●
）。

だ
が
第
二
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
忠
信
は
仁
の
着
實
な
一
つ
の
實
踐
、
卽

ち
「
仁
を
行
う
の
地
（
行
仁
之
地
）」
で
あ
る
。
つ
ま
り
仁
は
忠
信
を
通

し
て
實
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
●
→
○
）。
こ
の
よ
う
に
忠
信
は
、
仁
を

養
い
も
す
る
が
（
○
→
●
）、
仁
の
實
踐
の
一
環
で
も
あ
る
（
●
→
○
）
（（
（

）。

　

と
こ
ろ
で
、
仁
が
內
面
に
養
わ
れ
る
と
は
、
仁
と
內
面
と
の
一
體
性

が
向
上
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
觸
れ
た
よ
う
に
、仁
と
內
面
と
の
、

こ
の
「
一
體
性
」
の
獲
得
に
焦
點
が
當
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
忠
信
か

ら
內
面
へ
と
乁
ぼ
さ
れ
る
影
響
は
、
忠
信
は
「
誠
」
を
養
う
、
と
い
う

形
で
把
握
さ
れ
る
。
誠
に
つ
い
て
の
考
察
で
先
に
確
認
し
て
お
い
た
よ

う
に
、
誠
と
は
衟
德
が
內
面
に
充
實
し
て
い
る
狀
態
を
指
す
語
、
つ
ま

り
衟
德
と
內
面
と
の
一
體
性
を
示
す
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

衟
、
本
よ
り
知
り
難
き
者
無
し
、
只
だ
是
れ
誠
を
盡
す
を
難
し
と

爲
す
。
苟
く
も
誠
の
盡
し
難
き
こ
と
を
知
る
と
き
は
、
則
ち
必
ず

忠
信
を
以
て
主
と
爲
さ
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
。（
語
孟
・
忠
信
・
三
）
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衟
、
卽
ち
仁
を
中
心
と
す
る
仁
齋
學
の
衟
は
、
知
る
こ
と
は
容
易
で
あ

る
が
、「
只
だ
是
れ
誠
を
盡
す
を
難
し
と
爲
す
」。
つ
ま
り
、
衟
を
內
面

に
充
實
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
衟
と
內
面
と
を
一
體
に
す
る
こ
と
は
、

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。だ
か
ら
衟
に「
誠
を
盡
す
」た
め
に
は
ま
ず「
忠

信
を
以
て
主
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
忠
信
は
こ
の
よ
う
に
衟
德

と
內
面
と
の
一
體
性
を
、
つ
ま
り
誠
を
養
っ
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
誠
が
い
か
に
養
わ
れ
よ
う
と
も
忠
信
は
繼
續
さ
れ
る
。

學
、
圣
人
に
至
る
と
雖
も
亦
た
忠
信
に
外
な
ら
ず
。（
語
孟
・
忠
信
・

三
）

誠
が
內
面
に
ど
れ
ほ
ど
養
わ
れ
、
至
誠
な
る
內
面
性
の
持
ち
主
で
あ
る

圣
人
に
逹
し
た
と
し
て
も
、や
は
り
忠
信
は
行
わ
れ
續
け
る
の
で
あ
る
。

（
ウ
）
仁
と
敬

　

仁
齋
は
、
敬
を
萬
事
の
根
本
と
位
置
付
け
る
朱
子
學
を
批
判
し
、
敬

の
み
に
專
念
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
忠
信
を
主
と
し
、
こ
れ
に

倂
せ
て
敬
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
た）

（（
（

。
ま
た
彼
に
よ
れ
ば
、
敬
と
は
相

手
を
尊
び
つ
つ
相
手
に
接
す
る
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
そ
し
て
仁
齋
が
こ
の
よ

う
に
示
す
敬
も
ま
た
、
次
の
關
係
で
、
仁
と
結
び
付
い
て
い
る
。
敬
は

仁
を
養
う
が
（
○
→
●
）、
仁
は
敬
を
通
し
て
發
揮
さ
れ
る
（
●
→
○
）。

　
　

忠
信
以
て
地
と
爲
し
、
篤
敬
以
て
之
れ
を
守
り
、
恕
以
て
之
れ
を

行
う
。
皆
な
夫
の
仁
義
を
修
む
る
所
以
な
り
。（
童
・
下
・
二
一
）

仁
に
居
り
義
に
由
り
、
忠
信
以
て
之
れ
を
守
り
、
敬
恕
以
て
之
れ

を
行
う
。（
童
・
下
・
二
三
）

こ
の
二
つ
の
引
用
に
は
、
よ
く
讀
む
と
非
常
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

最
初
の
引
用
で
は
、
忠
信
、
篤
敬
、
恕
は
、「
皆
な
夫
の
仁
義
を
修
む

る
所
以
」、
つ
ま
り
仁
義
を
養
う
手
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
修
爲
が
本

體
を
養
う
こ
と
（
○
→
●
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

二
つ
目
の
引
用
で
は
、
仁
義
が
內
面
に
備
わ
っ
て
い
る
狀
態
が
「
仁
に

居
り
義
に
由
り
」
と
言
わ
れ
、
こ
の
仁
義
を
「
守
」
る
の
が
忠
信
で
あ

り
、
ま
た
仁
義
が
敬
恕
の
實
踐
を
通
し
て
發
揮
さ
れ
る
こ
と
が
「
敬
恕

以
て
之
れ
を
行
う
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
二
番
目
の
引
用
の
、

特
に
仁
義
と
敬
恕
の
關
係
に
は
、
本
體
か
ら
修
爲
へ
の
方
向
（
●
→
○
）

を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
右
の
二
つ
の
引
用
か
ら
は
、
敬

も
ま
た
、
本
體
を
養
う
手
段
で
あ
る
が
（
○
→
●
）、
本
體
が
外
に
押
し

出
さ
れ
る
通
路
で
も
あ
る
（
●
→
○
）
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。



伊
籘
仁
齋
に
お
け
る
「
誠
」
と
「
本
體
」「
修
爲
」（
益
田
）

（ 167 ）

　

以
上
、（
ア
）
仁
と
忠
恕
、（
イ
）
仁
と
忠
信
、（
ウ
）
仁
と
敬
の
考
察
は
、

次
の
よ
う
に
總
合
で
き
る
。
修
爲
で
あ
る
忠
信
敬
恕
の
實
踐
は
、
本
體

で
あ
る
仁
を
內
面
に
養
う
（
○
→
●
）。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
內
面
に

養
わ
れ
た
本
體
の
仁
は
、
忠
信
敬
恕
と
い
う
修
爲
の
實
踐
に
よ
っ
て
發

揮
さ
れ
る
（
●
→
○
）。
そ
し
て
本
體
と
修
爲
の
こ
の
よ
う
な
徃
還
を
繰

り
返
す
こ
と
で
、
仁
を
中
心
と
す
る
衟
德
と
內
面
と
の
一
體
性
を
向
上

さ
せ
、
衟
德
と
內
面
と
が
お
の
ず
か
ら
に
一
致
し
て
い
る
圣
人
の
至
誠

な
る
境
地
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
例
え
圣
人
の
境

地
に
到
逹
し
た
と
し
て
も
、
本
體
と
修
爲
と
い
う
二
つ
の
軸
は
失
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
本
體
と
修
爲
と
の
反
復
に
よ
る
實
踐
は
繼
續
さ
れ
て
い

く
。

お
わ
り
に

　

忠
、
信
、
敬
、
恕
の
よ
う
な
他
者
へ
の
善
な
る
應
接
を
、
仁
齋
は
確

か
に
重
視
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
他
者
へ
の
こ
う
し

た
善
な
る
働
き
か
け
を
通
し
て
自
己
の
內
面
性
の
向
上
を
圖
る
こ
と
も

ま
た
、
彼
の
一
つ
の
重
要
な
思
想
的
課
題
で
あ
っ
た
。
仁
齋
に
お
け
る

內
面
性
の
向
上
と
は
具
體
的
に
は
、
衟
德
を
つ
と
め
て
維
持
し
實
踐
す

る
段
階
か
ら
、
衟
德
を
お
の
ず
か
ら
維
持
し
實
踐
で
き
る
誠
な
る
段
階

へ
と
移
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り「
つ
と
め
る
」か
ら「
誠
」「
自

然
」
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
、
仁
齋
に
お
け
る
內
面
性
向
上
の
目
的
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
內
面
を
こ
の
よ
う
に
變
容
さ
せ
る
手
段
が
、
本
體
と

修
爲
と
の
次
の
よ
う
な
徃
還
的
な
反
復
で
あ
っ
た
。
忠
信
敬
恕
の
よ
う

な
他
者
へ
の
修
爲
の
實
踐
に
よ
っ
て
、
仁
を
中
心
と
す
る
本
體
を
內
面

に
養
う
こ
と
が
で
き
る
（
○
→
●
）。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
內
面
に
養
わ

れ
た
本
體
は
、
修
爲
の
實
踐
を
通
し
て
外
へ
と
發
揮
さ
れ
他
者
に
到
逹

す
る
（
●
→
○
）。
こ
の
よ
う
な
本
體
と
修
爲
の
繰
り
返
し
の
繼
續
に
よ

り
、「
つ
と
め
る
」
か
ら
「
誠
」「
自
然
」
へ
の
移
行
が
可
能
に
な
り
、

圣
人
の
至
誠
な
る
境
地
に
接
近
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
仁
齋
は
こ

の
よ
う
に
、
對
他
關
係
へ
の
配
慮
を
說
く
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
儒
學

思
想
に
共
有
さ
れ
て
い
た
自
己
の
內
面
性
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
課
題

を
維
持
し
、
ま
た
こ
の
課
題
を
獨
自
に
再
構
筑
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

仁
齋
の
原
典
は
『
童
子
問
』『
語
孟
字
義
』（
引
用
で
は
「
童
」「
語
孟
」

と
略
記
）『
論
語
古
義
』
は
林
本
、『
中
庸
發
揮
』
は
元
祿
七
年
校
本
を
用
い

た
。
書
き
下
し
は
「
則
」
の
み
古
義
點
の
「
…
…
と
き
は
、
則
ち
」
を
寀
用

し
そ
れ
以
外
は
今
日
通
行
の
手
法
に
據
っ
た
。

（
１
）　

例
え
ば
「
仁
齋
の
說
く
衟
と
は
、
日
常
人
々
と
の
交
わ
り
に
盡
き
る
」

（
子
安
宣
邦
『
伊
籘
仁
齋　

人
倫
的
世
界
の
思
想
』
東
京
大
學
出
版
會
、

一
九
八
二
年
、
五
頁
）。
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（
２
）　
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
辿
つ
て
來
た
規
範
と
自
然
の
連
續
的
構
成

の
分
解
過
程
は
、
徂
徠
學
に
至
っ
て
規
範
（
衟
）
の
公
的
＝
政
治
的
な

も
の
へ
ま
で
の
昇
華
に
よ
つ
て
、
私
的
＝
內
面
生
活
の
一
切
の
リ
ゴ
リ

ズ
ム
よ
り
の
解
放
と
な
つ
て
現
は
れ
た
の
で
あ
る
」（『
日
本
政
治
思
想

史
硏
究
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
五
二
年
、
一
一
〇
頁
）。

（
３
）　
「
素
行―

仁
齋
と
進
行
し
來
つ
た
衟
の
客
觀
化
過
程
は
徂
徠
學
に
お

い
て
絶
頂
に
の
ぼ
り
つ
め
た
わ
け
で
あ
る
」（
前
揭
書
、
八
六
頁
）。
丸

山
氏
は
仁
齋
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。「
彼
は
仁
義
禮
智
を

あ
く
ま
で
超
越
的
な
イ
デ
ー
と
な
し
つ
つ
、
そ
の
「
四
端
」
た
る
惻
隱

の
心
・
羞
惡
の
心
・
辭
讓
の
心
・
是
非
の
心
を
ば
人
性
に
屬
せ
し
め
た
（
そ

の
際
、
衟
の
內
在
性
は
既
に
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
性
と
は
も
つ
ぱ
ら

氣
質
の
性
を
意
味
す
る
）」（
前
揭
書
、
五
六
頁
）。

（
４
）　

相
良
亨
に
よ
る
仁
齋
の
誠
、
自
然
、
お
の
ず
か
ら
の
硏
究
（『
誠
と

日
本
人
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八
年
、
五
六
～
六
一
頁
、『
伊
籘
仁
齋
』

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八
年
、
二
〇
九
～
二
四
五
頁
な
ど
）
の
問
題
點

の
一
つ
は
、
誠
や
自
然
と
い
う
境
地
に
至
る
前
に
つ
と
め
る
段
階
が
あ

る
こ
と
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
點
に
あ
る
。

（
５
）　

仁
齋
が
圣
人
も
過
つ
と
考
え
た
こ
と
は
阿
部
光
麿
が
指
摘
し
て
い
る

（「
江
戶
時
代
前
期
に
お
け
る
「
圣
人
可
學
」
の
一
展
開
」『
日
本
思
想

史
學
』
四
四
、二
〇
一
二
年
、
一
八
〇
～
一
八
一
頁
）。

（
６
）　

從
來
の
硏
究
は
本
體
と
修
爲
を
「
指
標
」
と
「
實
踐
」（
子
安
宣
邦
、

前
揭
書
、七
四
～
七
五
頁
）、そ
の
「
意
味
を
學
ぶ
」
德
と
「
つ
と
め
行
う
」

德
（
相
良
亨
『
伊
籘
仁
齋
』
七
四
頁
）、「
理
解
」
す
る
德
と
「
行
わ
れ
る
」

德
（
山
本
正
身
『
伊
籘
仁
齋
の
思
想
世
界
』
慶
應
義
塾
大
學
出
版
會
株

式
會
社
、
一
〇
一
五
年
、
一
一
四
頁
）
と
說
明
し
て
い
る
。

（
７
）　

修
爲
か
ら
本
體
へ
の
方
向
に
は
相
良
亨
が
言
乁
し
て
い
る
（
前
揭
書
、

主
に
一
四
二
～
一
六
八
頁
）。

（
８
）　
「
夫
れ
人
の
事
を
做
す
こ
と
己
が
事
を
做
す
が
如
く
、
人
の
事
を
謀

る
こ
と
己
が
事
を
謀
る
が
如
く
、
一
毫
の
盡
く
さ
ざ
る
無
き
、
方
に
是

れ
忠
」（
語
孟
・
忠
信
・
一
）、「
己
の
心
を
竭
し
盡
す
を
忠
と
爲
す
」（
語

孟
・
忠
恕
・
一
）。

（
９
）　
「
人
の
心
を
忖
り
度
る
を
恕
と
爲
す
」（
語
孟
・
忠
恕
・
１
）。「
人
を

待
す
る
こ
と
必
ず
そ
の
心
思
苦
樂
い
か
ん
を
忖
り
度
る
」（
同
上
）。

（
10
）　
「
凡
そ
人
と
說
く
、
有
れ
ば
便
ち
有
り
と
曰
い
、
無
け
れ
ば
便
ち
無

し
と
曰
い
、
多
き
は
以
て
多
き
と
爲
し
、
寡
な
き
は
以
て
寡
な
き
と
爲

し
、
一
分
も
增
減
せ
ざ
る
、
方
に
是
れ
信
」（
語
孟
・
忠
信
・
１
）。「
信

は
實
な
り
。
能
く
其
の
言
を
踐
み
て
失
わ
ざ
る
の
謂
い
。
若
し
約
し
て

兄
弟
と
爲
す
と
き
は
則
ち
終
身
兄
弟
を
以
て
之
れ
を
待
し
、
一
旦
朋
友

の
義
有
る
と
き
は
則
ち
之
れ
を
守
る
こ
と
初
め
の
如
く
に
し
て
、
始
終

變
ぜ
ざ
る
、
正
に
之
れ
を
朋
友
信
有
り
と
謂
う
。
但
だ
一
言
の
實
有
る

を
謂
う
の
み
に
非
ざ
る
な
り
」（
童
・
中
・
四
五
）。

（
11
）　

引
用
し
た
『
童
子
問
』
上
・
三
四
と
三
五
は
ひ
と
續
き
の
論
と
見
做

せ
る
が
、
忠
信
を
基
礎
に
仁
を
成
す
（
○
→
●
）
と
い
う
內
容
が
途
中

か
ら
忠
信
に
よ
っ
て
仁
を
行
う
（
●
→
○
）
と
い
う
內
容
に
ず
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
ず
れ
た
內
容
を
仁
齋
が
記
し
て
し
ま
っ
た
背
景
に
は
、

忠
信
と
仁
を
雙
方
向
的
に
結
び
付
け
る
彼
の
發
想
が
あ
っ
た
と
受
け
取
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っ
て
お
く
。

（
12
）　
「
圣
門
の
學
は
仁
義
を
以
て
宋
と
爲
し
忠
信
を
主
と
爲
す
。
…
…
未

だ
嘗
て
敬
を
以
て
圣
學
の
始
終
を
成
し
て
萬
事
の
根
本
と
爲
さ
ず
」（
語

孟
・
敬
・
二
）。

（
13
）　
「
敬
と
は
尊
崇
奉
持
の
謂
い
。
按
ず
る
に
古
え
の
經
書
、
或
い
は
天

を
敬
す
と
說
き
或
い
は
鬼
神
を
敬
す
と
說
き
、
或
い
は
君
を
敬
す
と
說

き
或
い
は

を
敬
す
と
說
き
、
或
い
は
兄
を
敬
す
と
說
き
或
い
は
人
を

敬
す
と
說
き
、或
い
は
事
を
敬
す
と
說
く
。皆
な
尊
崇
奉
持
の
意
。一
も
、

事
無
く
徒
に
敬
の
字
を
守
る
を
謂
う
者
無
し
」（
語
孟
・
敬
・
一
）。

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
誠
、
自
然
、
本
體
、
修
爲　




