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い
わ
ゆ
る
人
生
相
渉
論
争
は
、
山
路
愛
山
の
「
頼
裏
を
論
ず
」
(
「
国
民
之
友
」
第
一

七
八
号
、
明
お
・

1
・
U
)
に
対
し
て
、
北
村
透
谷
が
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂

ぞ
」
(
「
文
学
界
』
第
二
号
、
明
お
・

2
・

m)
を
以
て
駁
撃
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
透

谷
の
そ
れ
は
、
「
文
章
即
ち
事
業
な
り
」
と
い
う
「
頼
裏
を
論
ず
」
の
冒
頭
の
一
文
を

取
り
上
げ
、
そ
の
功
利
的
な
文
学
観
を
批
判
し
、
愛
山
の
否
定
し
た
「
空
の
空
な
る
」

『
文
学
界
』
に
お
け
る
〈
狂
〉
の
意
識

文
学
の
価
値
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
論
争
は
、
周
知
の
よ
う
に
愛

山
の
応
酬
が
透
谷
へ
の
反
撃
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
文
学
界
」
派
の
作
品
傾
向
へ
の
批
判

に
及
ん
だ
こ
と
か
ら
、
「
文
学
界
」
同
人
た
ち
を
も
巻
き
込
み
、
ま
た
、
徳
富
蘇
峰
の

愛
山
へ
の
掩
護
射
撃
も
加
わ
っ
て
、
事
態
は
『
文
学
界
」
派
対
民
友
社
の
論
争
と
い
っ

た
様
相
を
呈
す
る
。

「
文
学
界
」
第
五
号
(
明
お
・

5
・
訂
)
で
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
、
透

「
人
生
の
意
義
」

谷
の
反
駁
・
弁
明
文
四
編
(
「
頑
執
妄
排
の
弊
」

「
賎
事
業
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「
内
部
生
命
論
」
)
と
と
も
に
、
愛
山
へ
の
反
撃
を
意
図
し
た
戸
川
秋
骨
「
俳

人
の
性
行
を
想
ふ
」
・
星
野
天
知
「
狂
僧
志
道
軒
」
を
一
挙
に
掲
載
し
、
愛
山
や
蘇
峰

の
執
劫
な
非
難
に
応
酬
す
る
と
い
う
異
例
の
編
集
と
な
っ
て
い
る
。

排
こ
れ
ま
で
人
生
相
渉
論
争
の
検
討
に
お
い
て
、
透
谷
の
そ
の
四
編
の
評
文
が
注
目
を

集
め
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
、
秋
骨
「
俳
人
の
性
行
を
想

ふ
」
・
天
知
「
狂
僧
志
道
軒
」
の
二
評
論
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
問
題
祝
さ
れ
て
は
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
透
谷
へ
の
掩
護
射
撃
と
も
い
う
べ
き
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」

と
「
狂
僧
志
道
軒
」
の
二
評
論
が
、
い
ず
れ
も
「
狂
」
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
狂
」
を
以
て
、
「
文
学
界
』
派
を
「
不
健
全
」
と
す
る
愛
山
や
蘇
峰
の
攻
撃
に
対
抗
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
人
生
相
渉
論
争
の
展
開
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意

味
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

透
谷
は
こ
の
論
争
に
お
い
て
、
文
学
が
「
人
生
に
相
渉
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否

定
し
た
り
、
ま
た
、
「
事
業
」
を
賎
し
め
た
り
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
「
文
学
界
」
第

五
号
に
掲
載
さ
れ
た
透
谷
の
弁
明
文
「
人
生
の
意
義
」
・
「
賎
事
業
排
」
は
、
そ
の
こ

と
を
裏
付
け
て
い
る
が
、
愛
山
の
『
文
学
界
」
派
攻
撃
は
、
「
禅
僧
の
知
き
山
人
の
知

ひ
と
り

き
、
世
の
所
謂
す
ね
者
の
知
き
超
然
独
を
楽
し
む
主
我
的
観
念
」
や
「
事
業
を
賎
し

み
、
之
を
俗
人
の
事
と
な
し
、
超
然
と
し
て
物
外
に
術
伴
せ
ん
と
す
る
」
)
傾
向
に
向
け

ら
れ
て
い
た
。
蘇
峰
の
批
判
も
同
じ
く
「
性
命
を
高
談
し
、
洗
礼
を
受
け
た
る
禅
僧
の

如
く
、
絶
て
社
会
と
相
渉
る
こ
と
な
く
、
自
他
漫
に
標
佑
し
て
竹
林
の
七
賢
を
学
ぶ
」

態
度
を
「
高
踏
派
」
と
名
付
け
、
そ
れ
を
「
不
健
全
の
毒
素
」
と
し
て
難
じ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
世
俗
を
逸
脱
す
る
「
狂
」
の
あ
り
ょ
う
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
し
く

そ
の
よ
う
な
「
狂
」
を
高
く
評
価
す
る
「
文
学
界
」
派
の
意
識
と
そ
の
在
り
方
そ
の
も

の
が
問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
そ
の
「
狂
」
を
以
て
、
秋
骨
と
天
知
は
愛
山
や
蘇
峰
の

非
難
に
応
酬
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
、
彼
ら
の
ど
の
よ
う
な
論
理
(
問
題
意

識
)
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
透
谷
と
ど
う
つ
な
が
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
と
「
狂
僧
志
道
軒
」
と
に

示
さ
れ
た
、
秋
骨
と
天
知
の
「
狂
」
の
意
識
の
内
実
が
関
わ
れ
て
く
る
。

本
稿
で
は
、
秋
骨
と
天
知
の
「
狂
」
の
意
識
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
彼
ら
の
「
狂
」
の
主
張
が
人
生
相
渉
論
争
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
問
題
を
苧
ん
で

い
た
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
文
学
界
」
同
人
と
「
狂
」

秋
骨
や
天
知
が
、
愛
山
や
蘇
峰
の
『
文
学
界
』
派
批
判
に
対
し
、
あ
え
て
「
狂
」
を

問
題
化
す
る
こ
と
で
対
抗
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
「
狂
」
や
「
風
狂
」
へ
の
傾
斜
が
、

『
文
学
界
』
同
人
た
ち
に
共
通
す
る
傾
向
と
し
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

創
刊
号
で
は
、
禿
木
が
「
吉
田
兼
好
」
に
お
い
て
、
「
月
花
に
狂
せ
し
」
「
美
し
き

デ
イ
ヴ
ハ
イ
ン
マ
ァ
ド
マ
ン

狂
人
」
か
ら
「
道
の
前
に
狂
す
る
神
聖
な
る
狂
者
」
に
転
じ
た
兼
好
法
師
を
論
じ
、
ま

た
、
透
谷
が
「
富
獄
の
詩
神
を
思
ふ
」
に
お
い
て
、
古
来
の
英
雄
や
自
称
憂
国
家
に

「
風
流
雅
客
」
を
対
置
し
、
我
が
国
の
詩
精
神
の
伝
統
と
し
て
の
「
風
狂
」
に
思
い
を

馳
せ
「
風
狂
も
亦
た
一
種
の
変
調
子
、
風
狂
も
亦
た
一
種
の
変
調
子
な
り
と
せ
ば
、
人

間
い
か
に
し
て
変
調
子
な
ら
ざ
る
事
を
得
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
同
号
掲

載
の
藤
村
の
詩
「
バ
イ
ロ
ン
を
あ
は
れ
み
て
戸
川
棲
月
に
寄
す
」
に
、
「
パ
イ
ロ
ン
や
、

い
か
に
狂
ひ
の
た
け
く
と
も
、
花
に
は
ゆ
る
せ
春
の
あ
け
ぼ
の
」
の
詩
句
が
見
ら
れ

る。
第
二
号
で
は
、
藤
村
の
「
石
山
寺
へ

「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
納
む
る
の
辞
」
の
な
か
に
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自
ら
を
「
風
雅
に
狂
す
る
身
」
と
か
「
狂
客
」
と
称
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

「
狂
」
や
「
風
狂
」
に
直
接
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
人
生
相
渉
論
争
の
火
蓋
を

切
っ
た
透
谷
の
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
に
は
、
「
空
の
空
な
る
」
文
学
の

代
表
と
し
て
風
狂
の
詩
人
西
行
・
芭
蕉
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
彼
ら
を
援
用
す
る
か
た
ち

で
自
己
の
文
学
的
立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

第
三
号
で
は
、
禿
木
「
知
心
影
に
題
す
」
に
、
「
こ
の
五
六
の
円
顧
愚
か
狂
か
果
た

迷
か
、
迷
か
大
に
迷
へ
、
狂
か
大
に
狂
へ
、
狂
る
ひ
迷
ふ
て
香
世
界
」
と
あ
り
、
天
知

「
五
禿
顧
の
賛
」
に
は
、
「
世
外
の
月
、
世
外
の
花
、
塵
に
動
ご
め
く
死
人
を
懲
み
正
覚

に
迷
ふ
狂
者
を
悲
む
」
と
か
「
風
狂
に
も
だ
え
風
狂
に
解
脱
し
」
と
あ
る
。
ま
た
、
藤

村
「
か
た
つ
む
り
」
に
は
、
「
透
谷
子
が
富
獄
の
詩
神
を
思
ふ
と
い
へ
る
一
文
を
味
ふ
。

樺
り
あ
る
こ
と
な
が
ら
セ
l
ク
ス
ピ
ア
、
ダ
ン
テ
、
ミ
ル
ト
ン
、
ウ
オ
ル
ヅ
オ
1
ス
の

徒
ま
こ
と
に
滅
西
の
詩
仙
な
り
、
う
ら
む
ら
く
は
未
だ
こ
の
富
士
山
を
見
ず
な
ど
お
ろ

か
な
る
風
狂
に
う
か
れ
て
富
士
川
を
渡
る
」
と
あ
る
。

第
四
号
で
は
、
透
谷
「
対
花
小
録
」
に
、
西
行
の
歌
を
評
し
て
「
花
に
狂
ふ
は
ま
こ

と
に
花
に
狂
ふ
こ
と
か
は
。
花
を
観
る
眼
は
む
な
し
く
唯
だ
花
の
色
に
の
み
心
を
奪
は

る
、
も
の
か
は
」
と
あ
り
、
秋
骨
「
花
幻
」
に
は
、
夢
に
現
わ
れ
た
「
乙
女
」
を
描
い

て
「
花
の
嵐
に
此
は
又
何
の
変
化
ぞ
、
人
か
、
否
、
天
使
か
、
あ
ら
ず
、
花
神
か
知
ら

ず
、
わ
れ
知
ら
ざ
れ
ど
も
其
面
影
の
美
し
さ
、
今
も
猶
あ
り
/
¥
と
我
眼
の
前
に
在

す
な
り
、
そ
も
や
、
こ
れ
は
此
れ
、
わ
が
風
狂
の
迷
か
」
と
あ
る
。
ま
た
、
天
知
「
対

茶
寂
話
」
に
は
、
「
古
藤
庵
の
情
け
に
一
タ
の
袖
ぬ
ら
す
を
厭
は
ず
、
(
中
略
)

本
の
噂
さ
今
更
の
よ
う
思
は
れ
て
、
唯
花
に
迷
ひ
花
に
狂
ひ
花
に
酔
ひ
花
に
あ
く
が

れ
、
塵
界
幾
斗
の
汚
気
を
吐
き
て
仙
気
漸
く
骨
に
鳴
る
」
と
あ
る
。
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以
上
は
、
「
文
学
界
」
の
創
刊
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
な
か
で
、

『
文
学
界
」
に
お
け
る
〈
狂
〉
の
意
識

「
狂
」
や
「
風
狂
」
に
言
及
し
た
も
の
の
概
略
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
い
か
に
彼

ら
が
「
狂
」
や
「
風
狂
」
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
「
文
学
界
』
同

人
た
ち
に
と
っ
て
、
愛
山
や
蘇
峰
の
『
文
学
界
』
派
批
判
は
、
一
面
で
こ
う
し
た
彼
ら

の
「
狂
」
へ
の
志
向
性
を
論
理
化
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
。
「
文
学
界
」
第
五
号
に

掲
載
さ
れ
た
秋
骨
の
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
と
天
知
の
「
狂
僧
志
道
軒
」
は
、
そ
の

最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

秋
骨
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」

「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
は
、
内
容
の
上
か
ら
、
俳
人
の
自
然
観
を
問
題
に
し
た
前

半
部
と
、
俳
人
の
奇
行
を
問
題
に
し
た
後
半
部
と
に
分
け
ら
れ
る
。
全
体
を
通
じ
て
の

秋
骨
の
関
心
は
、
俳
人
た
ち
の
性
行
の
「
依
て
来
る
べ
き
理
想
」
を
捉
え
ん
と
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。

前
半
部
で
は
、
歌
人
の
自
然
観
が
「
落
花
を
見
て
は
雪
と
云
ひ
月
を
見
て
は
悲
し
と

云
ふ
の
外
別
に
見
る
べ
き
も
の
」
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
「
俳
人
の
詩
眼
」
は
同
じ

天
地
山
川
を
見
て
も
「
其
の
眼
光
は
高
く
其
の
想
は
深
く
、
口
を
開
け
ば
天
を
語
り
宇

宙
万
有
を
談
ず
」
と
し
、
俳
人
の
自
然
観
が
「
宇
宙
万
有
に
対
し
て
有
せ
し
観
念
」
に

根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
「
老
荘
の
学
と
禅
教
の
幽
玄
」

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
の
「
観
念
」
(
「
理
想
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
)
の

高
さ
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
世
に
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
断
ず
る
。

後
半
部
で
は
、
そ
の
自
然
観
と
俳
人
の
奇
行
(
「
狂
」
)
と
を
関
連
づ
け
、
彼
ら
の
奇

行
(
「
狂
」
)
を
、
そ
の
「
理
想
」
の
高
さ
と
そ
れ
を
理
解
し
な
い
「
時
勢
」
と
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
と
見
倣
し
、
ま
た
、
そ
の
境
地
を
、
「
彼
等
既
に
天
に
遊
ぶ
、
道
義
自

ら
其
の
内
に
あ
り
何
ぞ
直
々
と
し
て
束
縛
主
義
の
内
に
あ
ら
ん
や
、
彼
等
は
自
由
の
空

一五
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気
を
呼
吸
し
、
自
由
に
道
義
の
内
に
遊
べ
り
」
と
捉
え
て
い
る
。

こ
の
秋
骨
の
論
の
骨
子
が
、
愛
山
の
「
平
民
的
短
歌
の
発
達
」
(
「
国
民
之
友
』
第
一

六
七
1
一
六
九
号
、
明
お
・

9
1
m
)
へ
の
反
論
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
愛
山
は
、
そ
の
な
か
で
、
和
歌
と
発
句
と
の
共
通
す
る
欠
点
と
し
て
、

川
唯
自
然
を
歌
う
だ
け
で
サ
プ
ラ
イ
ム
を
欠
く
こ
と
、
凶
人
物
を
題
目
と
し
た
も
の
が

少
な
い
こ
と
、
同
道
義
の
観
念
に
乏
し
い
こ
と
、
凶
厭
世
的
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
の
四

点
を
挙
げ
て
い
る
。
秋
骨
の
論
の
前
半
部
は
、
主
に
そ
の
川
と
凶
を
意
識
し
た
も
の

で
、
愛
山
の
「
凡
そ
自
然
の
態
度
と
変
化
と
に
因
り
て
人
心
に
生
ず
る
漣
波
の
如
き
感

情
を
彼
等
は
捉
へ
り
」
と
か
、
「
和
歌
と
発
句
の
詩
人
は
唯
自
然
の
懐
に
在
る
小
児
に

し
て
、
彼
等
は
唯
自
然
を
歌
ふ
の
み
、
彼
等
の
眼
は
人
の
意
志
な
る
も
の
を
映
ぜ
ず
、

英
雄
豪
傑
の
行
為
を
映
せ
ず
」
と
い
う
捉
え
方
に
対
抗
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
半
部

は
、
主
に
そ
の
同
と
凶
を
意
識
し
た
も
の
で
、
愛
山
の
「
彼
等
は
真
面
目
に
倫
教
を
聞

く
こ
と
を
厭
へ
り
、
彼
等
は
唯
暗
夜
に
梅
が
香
を
臭
ぐ
如
く
、
幽
か
に
之
を
味
へ
り
。

彼
等
は
厳
重
な
る
意
味
に
て
の
善
悪
を
弁
へ
知
ら
ざ
り
し
な
り
」
と
い
う
捉
え
方
に
対

抗
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
の
こ
う
し
た
論
点
が
す
べ
て
秋
骨
の
独
創
か
と
い
え
ば
そ

う
で
は
な
く
、
「
平
民
的
短
歌
の
発
達
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
透
谷
が
「
人
生
に
相

渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
で
取
り
上
げ
、
「
宗
教
な
し
、
サ
プ
ラ
イ
ム
な
し
と
廟
け
ら
れ

た
る
芭
蕉
は
振
り
向
き
て
廟
り
た
る
者
を
見
も
せ
ま
じ
」
、
「
サ
プ
ラ
イ
ム
と
は
形
の
判

断
に
あ
ら
ず
し
て
想
の
領
分
な
り
」
と
痛
烈
な
批
判
を
展
開
し
て
い
た
。
「
俳
人
の
性

行
を
想
ふ
」
に
見
ら
れ
る
形
而
上
的
自
然
観
や
「
束
縛
主
義
」
に
対
す
る
精
神
の
「
自

由
」
の
観
点
は
、
透
谷
の
そ
こ
で
の
論
点
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ

の
論
の
骨
子
だ
け
を
見
れ
ば
、
秋
骨
の
論
は
、
透
谷
の
そ
れ
の
二
番
煎
じ
と
い
っ
た
感

一ムハ

が
あ
る
。

「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
で
の
秋
骨
の
独
自
な
着
想
は
、
む
し
ろ
そ
の
透
谷
的
な
芭

蕉
観
(
な
い
し
は
俳
諦
観
)
に
、
俳
人
の
奇
行
と
し
て
の
「
狂
」
を
、
「
道
を
重
ん
ず

る
精
神
」
の
問
題
と
し
て
論
理
化
し
組
み
込
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

理
想
一
世
に
高
く
志
望
一
代
に
大
な
る
も
の
、
誰
れ
か
狂
せ
ざ
る
も
の
あ
る
、
う

た
か
た
の
記
に
刈
叶
川
が
狂
人
よ
狂
人
よ
と
叫
ぴ
し
こ
と
、
実
に
大
人
を
達
観
せ

る
警
句
な
る
か
な
、
ぺ
引
叫
も
狂
せ
り
刈
叶
パ
明
も
狂
せ
り
太
白
も
狂
せ
り
ぺ
引

同
計
も
狂
せ
り
、
彼
等
果
し
て
狂
ひ
し
か
世
狂
へ
る
か
、
彼
等
は
到
底
一
代
の
大

人
な
り
、
神
な
ら
ぬ
俳
人
何
ぞ
独
り
狂
せ
ざ
ら
ん
や
、
凡
そ
大
人
君
子
は
其
の
匹

を
失
ふ
其
の
友
を
失
ふ
、
故
に
膜
想
し
て
其
の
理
想
に
遊
ぶ
、
基
督
は
屡
々
人
を

避
け
て
祈
祷
し
、
孔
子
も
子
弟
と
共
に
陳
察
の
聞
に
飢
ゑ
た
り
、
彼
等
は
天
に
遊

び
神
と
交
は
れ
り
、
俳
人
相
集
り
て
類
を
な
し
時
に
奇
行
を
な
し
て
人
を
驚
か
せ

し
も
宜
な
ら
ず
や
、
思
へ
ば
彼
等
の
胸
中
も
懸
れ
な
る
か
な
。
(
傍
線
は
原
文
。
)

こ
こ
に
は
、
秋
骨
の
「
狂
」
に
対
す
る
高
い
評
価
が
何
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
の
背

景
が
う
か
が
わ
れ
注
目
さ
れ
る
。

「
う
た
か
た
の
記
」
と
は
、
『
志
が
ら
み
草
紙
』
第
十
一
号
(
明
お
・

8
)
初
出
、
明

治
お
年
7
月
『
水
沫
集
」
(
春
陽
堂
刊
)
に
収
録
さ
れ
た
森
鴎
外
の
小
説
の
こ
と
で
、

「
メ
リ
l
」
と
は
、
「
マ
リ
イ
」
の
誤
植
な
い
し
は
誤
記
で
あ
令
)
ま
た
、
そ
の
「
ん
リ
ド
」

が
「
狂
人
よ
狂
人
よ
と
叫
び
し
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
次
の
箇
所
を
念
頭
に

置
い
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
り
だ

美
術
家
ほ
ど
世
に
行
儀
悪
し
き
も
の
な
け
れ
ば
、
独
立
ち
て
交
る
に
は
、
し
ば
し

も
油
断
す
べ
か
ら
ず
。
寄
ら
ず
、
障
ら
ぬ
や
う
に
せ
ば
や
と
お
も
ひ
て
、
計
ら
ず
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見
玉
ふ
知
き
不
思
議
の
癖
者
に
な
り
ぬ
。
を
り
/
¥
は
我
身
、
み
づ
か
ら
も
狂

人
に
は
あ
ら
ず
や
と
疑
ふ
ば
か
り
な
り
。
こ
れ
に
は

M
刻
斗
に
て
読
み
し
ふ
み

も
、
小
し
崇
を
な
す
か
と
お
も
へ
ど
、
若
し
然
ら
ば
世
に
博
士
と
呼
ば
る
、
人

は
、
抑
と
い
か
な
る
狂
人
な
ら
む
。
わ
れ
を
狂
人
と
罵
る
美
術
家
等
、
お
の
れ
ら

が
狂
人
な
ら
ぬ
を
憂
へ
こ
そ
す
べ
き
な
れ
。
英
雄
豪
傑
、
名
匠
大
家
と
な
る
に

は
、
多
少
の
狂
気
な
く
て
憶
は
ぬ
こ
と
は
、
剖
刻
刻
が
論
を
も
、
判
司
汁
列
刻
凶
制
パ

が
言
を
も
待
た
ず
。
見
玉
へ
、
我
学
問
の
博
き
を
。
狂
人
に
し
て
見
ま
ほ
し
き
人

の
、
狂
人
な
ら
ぬ
を
見
る
、
そ
の
悲
し
さ
。
狂
人
に
な
ら
で
も
よ
き
国
王
は
、
狂

人
に
な
り
ぬ
と
聞
く
、
そ
れ
も
悲
い
「
(
傍
線
は
原
文
。
)

こ
れ
は
、
「
マ
リ
イ
」
が
日
本
の
画
家
「
巨
勢
」
に
語
る
自
己
の
身
の
上
話
の
一
部

で
あ
り
、
美
術
家
た
ち
の
モ
デ
ル
を
務
め
る
現
況
に
触
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
問

題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
己
れ
の
内
な
る
闇
と
し
て
の
「
狂
気
」
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
「
狂
気
」
と
天
才
の
独
創
性
と
の
深
い
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
、
秋
骨
が

つ
っ
た
か
た
の
記
に
ん
リ
ド
が
狂
人
よ
狂
人
よ
と
叫
び
し
こ
と
、
実
に
大
人
を
達
観
せ

る
警
句
な
る
か
な
、
パ
ウ
ロ
も
狂
せ
り
ス
ピ
ノ
ザ
も
狂
せ
り
太
白
も
狂
せ
り
バ
イ
ロ
ン

も
狂
せ
り
、
彼
等
果
し
て
狂
ひ
し
か
世
狂
へ
る
か
、
彼
等
は
到
底
一
代
の
大
人
な
り
」

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
独
創
を
支
え
る
情
念
と
し
て
の
「
狂
気
」
を
問
題
に
し
て
い

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
つ
づ
く
後
半
の
「
凡
そ
大
人
君
子
は
其
の
匹
を
失
ふ
友
を
失

ふ
、
故
に
膜
想
し
て
其
の
理
想
に
遊
ぶ
」
以
下
の
論
の
展
開
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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「
凡
そ
大
人
君
子
は
其
の
匹
を
失
ふ
友
を
失
ふ
」
と
い
う
表
現
は
、
「
大
人
君
子
」
の

「
狂
」
を
発
す
る
契
機
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
近
親
者
の
死
と
い
う

不
遇
や
失
意
が
「
狂
」
を
発
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
は
分
か
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で

『
文
学
界
』
に
お
け
る
〈
狂
〉
の
意
識

発
し
た
「
狂
」
が
ど
う
し
て
「
膜
想
」
や
「
理
想
」
と
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
前

半
で
の
人
間
の
内
な
る
閤
と
し
て
の
「
狂
気
」
の
問
題
か
ら
、
直
接
出
て
く
る
発
想
で

は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
近
親
者
の
死
と
い
う
不
遇
や
失
意
を
乗
り
越
え
る
道
と
し
て
の

「
狂
」
が
発
想
さ
れ
て
お
か
ヤ
)
そ
の
「
狂
」
の
在
り
方
が
、
「
膜
想
し
て
其
の
理
想
に
遊

ぶ
」
境
地
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
西
行
や
芭
蕉
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
は
、
『
孟
子
」
尽
心
篇
で
「
狂
者
」
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、

『
荘
子
』
大
宗
師
篇
で
は
「
崎
人
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
琴
張
が
介
在
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

秋
骨
は
、
「
狂
」
を
発
す
る
契
機
に
触
れ
た
先
の
一
文
に
つ
づ
け
て
、
「
基
督
は
屡
々

人
を
避
け
て
祈
祷
し
、
孔
子
も
子
弟
と
共
に
陳
察
の
聞
に
飢
ゑ
た
り
、
彼
等
は
天
に
遊

び
神
と
交
は
れ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
基
督
や
孔
子
も
狂
者
の
一
人
に
数

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
思
い
つ
き
は
と
も
か
く
、
秋
骨
が
取
り
上
げ
て
い
る
孔
子
の

有
名
な
陳
察
で
の
受
難
(
「
陳
察
の
厄
」
)
は
、
儒
教
で
は
孔
子
の
「
狂
簡
」
の
思
想
と

関
連
す
る
。
「
論
語
」
公
治
長
第
五
に
は
、
「
子
、
陳
に
在
り
て
日
く
、
帰
ら
ん
か
、
帰

ら
ん
か
。
五
口
が
党
の
小
子
、
狂
簡
に
し
て
斐
然
と
し
て
章
を
成
す
。
之
を
裁
す
る
所
以

を
知
ら
ず
」
と
あ
る
。
「
孟
子
」
尽
心
章
句
下
で
は
、
そ
れ
を
説
明
し
て
、

孟
子
日
く
、
孔
子
は
、
中
道
を
得
て
之
に
与
せ
ず
ん
ば
、
必
ず
や
狂
猿
か
。
狂
者

は
進
ん
で
取
り
、
猿
者
は
為
さ
ざ
る
所
有
る
な
り
、
と
。
孔
子
量
中
道
を
欲
せ
ざ

ら
ん
や
。
必
ず
し
も
得
可
か
ら
ず
。
故
に
其
の
次
を
思
ふ
な
り
、
と
。
敢
て
問

ふ
、
如
何
な
れ
ば
斯
に
狂
と
謂
ふ
可
き
、
と
。
日
く
、
琴
張
・
曾
哲
・
牧
皮
の
知

き
者
は
、
孔
子
の
所
謂
狂
な
り
、
と
。
何
を
以
て
之
を
狂
と
謂
ふ
や
、
と
。
日

く
、
其
の
志
、
謬
謬
然
た
り
。
古
の
人
、
古
の
人
と
日
ふ
も
、
其
の
行
を
夷
考
す

こ
れ

(8)

れ
ば
、
駕
を
掩
は
ざ
る
者
な
り
。

七
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と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
儒
教
で
は
、
狂
者
は
中
庸
の
人
物
に
次
ぐ
第
二
等
の
人
物
と
評

価
さ
れ
、
進
取
志
大
に
し
て
今
世
を
蔑
視
し
古
人
を
慕
う
が
、
言
論
の
方
が
実
行
よ
り

も
高
く
、
言
行
が
一
致
し
な
い
者
と
さ
れ
る
。
秋
骨
の
「
理
想
一
世
に
高
く
志
望
一
代

に
大
な
る
も
の
、
誰
れ
か
狂
せ
ざ
る
も
の
あ
る
」
と
い
う
そ
の
理
想
主
義
的
な
「
狂
」

の
捉
え
方
は
、
儒
教
の
こ
う
し
た
「
狂
簡
」
の
思
想
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
儒
教
で
は
、
「
狂
」
を
、
秋
骨
の
よ
う
に
「
天
に
遊
び
神
と
交
は
れ
り
」

と
い
う
ふ
う
に
絶
対
化
し
た
り
は
し
な
い
。
秋
骨
の
そ
の
発
想
の
背
景
に
は
、
さ
ら
に

「
荘
子
」
大
宗
師
篇
が
想
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
孟
子
』
尽
心
章
句
下
で
「
狂
者
」

の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
琴
張
は
、
「
荘
子
』
大
宗
師
篇
で
も
採
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
琴
張
は
そ
こ
で
は
、
親
友
の
遺
体
を
前
に
し
て
歌
を
歌
い
琴
を
弾
ん
じ
た
人
物

と
さ
れ
、
孔
子
を
し
て
「
彼
は
方
の
外
に
遊
ぶ
者
な
り
」
と
か
「
彼
は
方
に
造
物
者
と

人
と
為
り
、
天
地
の
一
気
に
遊
ば
ん
と
す
」
と
謂
わ
し
め
、
さ
ら
に
は
、
「
崎
人
」
と
称

ひ
と

(9)

さ
れ
て
「
崎
人
と
は
、
人
に
崎
に
し
て
天
に
侯
し
」
と
称
揚
さ
れ
て
い
る
。
俳
人
の
「
狂
」

を
「
彼
等
既
に
天
に
遊
ぶ
、
道
義
自
ら
其
の
内
に
あ
り
何
ぞ
直
々
と
し
て
束
縛
主
義
の

内
に
あ
ら
ん
や
」
と
結
論
づ
け
て
い
く
秋
骨
の
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
『
荘
子
」
大
宗
師

篇
に
示
さ
れ
た
「
崎
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
秋
骨
が
俳
人
た
ち
の
奇
行

(
「
狂
」
)
を
論
理
化
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
孟
子
』
尽
心
篇
の
「
狂
者
」
と
と
も
に
「
荘

子
」
大
宗
師
篇
の
「
崎
人
」
を
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い
得
な
い
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
秋
骨
の
論
は
、
人
間
の
内
な
る
「
狂
気
」
の
問
題
か

ら
、
儒
教
や
老
荘
思
想
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
た
「
狂
」
者
の
在
り
方
に
及
ん
で
い

て
、
そ
こ
に
、
論
と
し
て
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
ば
い
え
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
で
の

秋
骨
の
モ
チ
ー
フ
も
ま
た
、
芸
術
や
思
想
の
創
造
と
深
く
関
わ
る
情
念
と
し
て
の
「
狂

気
」
の
問
題
|
|
「
う
た
か
た
の
記
」
を
通
じ
て
で
は
あ
る
が
ー
ー
を
、
伝
統
的
な

)¥ 

「
狂
」
の
意
識
と
結
び
つ
け
て
論
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の

論
は
、
人
間
の
内
な
る
闇
と
し
て
の
「
狂
気
」
の
問
題
と
、
「
道
」
の
観
念
の
な
か
で

人
間
の
在
り
方
を
問
う
伝
統
的
な
「
狂
」
の
思
想
と
を
無
条
件
に
結
び
つ
け
た
だ
け
の

も
の
で
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
て
い
く
論
理
を
欠
い
た
未
消
化
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
「
狂
」
を
発
す
る
契
機
に
し
て
も
、
近
親
者
の
死
(
「
其
の
匹
を
失
ふ
其
の

友
を
失
ふ
」
)
と
い
う
型
ど
お
り
の
捉
え
方
で
す
ま
せ
て
い
て
、
内
面
的
な
洞
察
を
欠

い
た
き
わ
め
て
観
念
的
な
理
解
に
と
ど
ま
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
秋
骨
は
、
先
の
引
用
し
た
箇
所
に
つ
づ
け
て
、
さ
ら
に
俳
人
た
ち
の
生

き
た
時
代
を
問
題
に
し
、

家
康
の
天
下
を
掌
握
し
て
よ
り
制
度
秩
序
と
し
て
整
ひ
、
東
洋
流
の
キ
ャ
ス
ト
は

其
の
極
に
発
達
し
、
白
石
一
流
の
儒
宗
世
に
時
め
き
ぬ
、
此
の
時
に
当
り
審
美
眼

は
社
会
の
下
層
を
僅
か
に
流
れ
来
り
し
が
芭
蕉
を
得
て
元
禄
の
春
に
暴
発
せ
り
、

社
会
の
状
態
斯
く
の
如
く
俳
人
の
地
位
彼
れ
の
知
し
、
彼
等
理
想
界
に
遊
ぶ
も
の

知
何
で
狂
せ
ざ
ら
ん
や
、
蕉
翁
子
弟
を
誠
め
て
か
り
に
も
狂
す
べ
か
ら
ず
と
教
へ

し
が
、
彼
等
は
時
勢
と
其
の
理
想
と
よ
り
狂
す
る
に
及
べ
り
、
彼
等
の
狂
せ
し
は

巳
を
得
ず
し
て
な
り
彼
等
量
に
奇
を
好
み
て
な
ら
ん
や
、

と
述
べ
て
い
る
。
舌
足
ら
ず
な
論
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
徳
川
時
代
の
封
建
制
度
の
な

か
で
俳
人
の
社
会
的
地
位
が
き
わ
め
て
低
か
っ
た
こ
と
が
、
俳
人
た
ち
の
「
狂
」
の
原

因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
論
点
な
ら
、
愛
山
の
「
俳
人
の
奇
行
と
い
ふ
も
の
皆
彼
等
が

知
何
に
社
会
よ
り
軽
蔑
せ
ら
れ
た
る
か
を
映
ず
る
反
影
に
過
ぎ
ず
、
大
才
の
処
を
得
ず

し
て
崎
形
の
発
達
を
為
せ
し
も
の
た
る
に
過
ぎ
ず
」
(
「
平
民
的
短
歌
の
発
達
」
)
と
い

う
発
言
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
差
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
ま
た
、
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「
蕉
翁
子
弟
を
誠
め
て
か
り
に
も
狂
す
べ
か
ら
ず
と
教
へ
し
が
」
と
い
っ
た
文
脈
の
な

か
で
、
そ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
な
ら
ば
、
門
弟
た
ち
と
は
区
別
さ
れ
る
芭
蕉

自
身
の
寸
風
狂
」
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
、
と
改
め
て
問
い
質
し
て
み
た
く
も
な
る
。

「
此
の
時
に
当
り
審
美
眼
は
社
会
の
下
層
を
僅
か
に
流
れ
来
り
し
が
芭
蕉
を
得
て
元

禄
の
春
に
暴
発
せ
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
、
透
谷
の
「
徳

川
氏
時
代
の
平
民
的
理
想
」
(
明
お
・

7
)
の
「
地
底
の
水
脈
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
も
思
え
る
。
人
間
の
「
自
由
」
へ
の
「
願
欲
」
を
軸
に
歴
史
や
思
想
を
捉
え
る

透
谷
的
主
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
愛
山
の
「
其
中
(
注
、
発

句
)
に
は
自
由
平
等
の
為
め
に
争
ふ
の
元
気
な
く
、
有
為
の
精
神
な
し
」
(
「
平
民
的
短

歌
の
発
達
」
、
注
は
筆
者
)
と
い
っ
た
一
面
的
な
捉
え
方
と
は
全
く
対
照
的
な
俳
人
論

が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
に
は
、
「
彼
等
既
に
天
に
遊
ぶ
、
道
義

自
ら
其
の
内
に
あ
り
何
ぞ
直
々
と
し
て
束
縛
主
義
の
内
に
あ
ら
ん
や
、
彼
等
は
自
由
の

空
気
を
呼
吸
し
、
自
由
に
道
義
の
内
に
遊
べ
り
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
、
俳
人
の
「
狂
」

を
、
「
束
縛
主
義
」
に
対
す
る
精
神
の
「
自
由
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
観
点
が
一
応

は
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
透
谷
的
主
題
が
充
分
論
理
化
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ

に
、
こ
の
時
点
で
の
秋
骨
の
弱
点
が
見
て
取
れ
よ
う
。

「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
で
の
、
秋
骨
の
「
狂
」
に
関
す
る
言
説
は
、
以
上
の
よ
う

な
内
容
で
あ
る
。
西
欧
浪
漫
主
義
の
傾
向
と
結
び
つ
く
「
狂
気
」
へ
の
着
目
は
注
目
さ

れ
る
も
の
の
、
伝
統
的
な
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
が
り
、
「
狂
」
を
絶
対
化
し
て
い
く

こ
う
し
た
秋
骨
の
論
が
、
透
谷
の
援
護
射
撃
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
い
ま
さ
ら
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
問
題
と
し
て
異
質
な
も
の
が
混
在
し
、
ま
た
、
そ
れ
故
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の
論
理
の
混
乱
も
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
残
さ
れ
た
課
題
は
、
秋
骨
の
な
か
で
な
お
持
続
し
、
「
変

「
文
学
界
』
に
お
け
る
〈
狂
〉
の
意
識

、.
ーー ペ

調
論
」
(
『
文
学
界
』
第
二
二
号
、
明
幻
・

1
・

m)
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
は
「
狂
気
」
に
関
す
る
彼
の
問
題
意
識
が
、
伝
統
的
な
「
狂
」
の
枠
組

を
超
え
て
、
人
間
の
「
自
由
」
や
「
生
命
」
の
問
題
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
新
た
な
展
開

を
も
た
ら
し
て
い
る
。

天
知
「
狂
僧
志
道
軒
」

天
知
の
「
狂
僧
志
道
軒
」
は
、
大
道
講
釈
僧
深
井
志
道
軒
栄
山
の
評
伝
で
あ
り
、
そ

の
題
目
の
示
す
と
お
り
志
道
軒
の
「
狂
」
を
問
題
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
き
起
こ
し

の
一
節
に
「
狂
」
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
言
説
が
見
ら
れ
る
。

白
眼
一
顧
静
か
に
人
世
を
観
よ
、
敦
れ
か
花
に
浮
か
れ
月
に
悲
む
狂
人
の
歴
史
に

あ
ら
ず
と
せ
ん
、
詩
人
、
恋
人
、
哲
学
者
、
遁
世
者
等
は
言
ふ
に
し
も
及
ば
ず
、

侠
客
、
愛
国
者
の
類
、
凡
そ
一
道
に
身
を
捧
げ
一
意
に
深
く
涙
を
注
か
ん
と
す
る

者
、
誰
か
物
狂
は
し
か
ら
ざ
る
べ
き
、
(
中
略
)
た
ず
処
世
利
巧
の
名
家
、
売
徳

の
偽
君
等
の
み
能
く
遁
狂
無
味
の
人
た
る
を
得
る
也
。
(
傍
点
は
原
文
。
)

こ
の
「
狂
」
の
理
解
が
儒
教
の
「
狂
簡
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
「
一

道
に
身
を
捧
げ
一
意
に
深
く
涙
を
注
か
ん
と
す
る
者
」
を
最
も
「
狂
」
に
近
い
と
す
る

捉
え
方
や
、
ま
た
、
そ
の
「
狂
」
の
在
り
方
と
対
眠
的
な
人
物
と
し
て
「
処
世
利
巧
の

名
家
、
売
徳
の
偽
君
等
」
を
挙
げ
て
い
る
点
か
ら
知
ら
れ
る
。
「
一
道
に
身
を
捧
げ
一

意
に
深
く
涙
を
注
か
ん
と
す
る
者
」
と
い
う
表
現
は
、
『
孟
子
」
(
尽
心
章
句
下
)
で
い

う
〈
進
取
志
大
に
し
て
今
世
を
蔑
視
し
古
人
を
慕
う
〉
狂
者
の
在
り
方
と
通
じ
て
お

り
、
ま
た
、
「
処
世
利
巧
の
名
家
、
売
徳
の
偽
君
等
」
と
は
、
同
じ
く
「
孟
子
」
(
尽
心

章
句
下
)
で
狂
者
や
稿
者
と
対
置
さ
れ
「
徳
の
賊
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
「
郷

原
」
(
専
ら
今
世
の
俗
に
従
い
、
人
に
娼
び
、
人
に
善
と
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
、

九
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徳
に
似
て
非
な
る
者
)
と
一
致
す
る
。
天
知
の
志
道
軒
論
は
、
一
面
で
禅
僧
一
休
の

「
風
狂
」
を
も
意
識
し
て
い
る
が
、
主
に
は
こ
の
儒
教
的
「
狂
」
の
枠
組
の
な
か
で
展

開
さ
れ
て
い
る
。

天
知
の
論
点
は
、
志
道
軒
の
「
狂
」
の
契
機
を
、
堕
落
し
た
「
僧
侶
の
社
会
」
の
な

か
で
、
「
篤
く
大
徳
寺
の
老
和
尚
(
注
、
一
休
)
が
遺
風
を
慕
ふ
て
凡
々
た
る
俗
僧
の

鉄
面
厚
顔
た
る
に
痛
憤
」
(
注
は
筆
者
)
し
た
こ
と
に
求
め
、
「
戒
律
を
直
々
の
桂
桔
と

し
て
終
に
袈
裟
を
売
り
経
巻
を
器
用
ぎ
、
酒
を
飲
み
て
又
六
の
杉
葉
に
昔
、
え
を
忍
び
、
肉

を
喰
ふ
て
地
獄
太
夫
の
面
影
を
ゆ
か
し
が
り
、
酒
色
に
溺
る
冶
の
青
道
心
を
廟
笑
」
ふ

と
い
っ
た
志
道
軒
の
「
狂
」
が
、
一
面
で
仏
教
界
の
「
偽
善
偽
徳
」
に
対
す
る
「
サ
タ

イ
ヤ
」
を
意
味
し
て
い
た
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
志
道
軒
は
「
終
に
善

悪
を
破
り
て
更
に
一
善
を
認
め
、
社
会
を
破
り
て
更
に
人
生
の
香
美
社
会
を
認
め
、
宗

教
を
破
り
て
更
に
絶
無
の
一
偉
教
を
認
」
め
た
「
想
界
の
菩
薩
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
天
知
の
志
道
軒
論
の
問
題
は
、
志
道
軒
を
「
想
界
の
菩
薩
」
と
評
し
て
い
な
が

ら
、
ま
た
、
一
方
で
は
、
「
物
界
の
譲
鬼
」
(
「
失
敗
の
生
涯
」
・
「
破
戒
乞
食
の
道
楽

坊
主
、
人
世
に
一
点
相
渉
る
こ
と
な
き
半
銭
無
価
の
無
頼
漢
」
)
と
も
評
し
、
そ
の
捉

え
方
を
も
肯
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
要
は
、
「
想
界
」
と
「
物
界
」
と
の
こ
の

対
立
す
る
関
係
を
天
知
が
ど
う
把
握
し
て
い
た
か
が
関
わ
れ
よ
う
。
天
知
の
い
う
「
想

界
の
菩
薩
」
と
は
、
「
天
と
人
間
と
の
関
係
を
論
拠
と
し
て
〉
ロ

E
B
gの
心
情
を
説
」

い
た
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
「
物
界
の
譲
鬼
」
と
は
、
「
社
会
を
論
拠
と
し
て
〉

B
Sを

論
じ
」
た
も
の
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
「
想
界
」
が
「
物

界
」
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
意
識
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、

彼
の
論
理
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
対
立
・
矛
盾
は
単
に
観
点
の
違
い
か
ら
生
ず
る
も

の
と
し
て
相
対
化
さ
れ
、
結
局
、
「
物
界
」
の
見
方
も
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で

二
O

は
、
透
谷
と
愛
山
と
の
対
立
点
か
ら
そ
れ
は
ズ
レ
た
も
の
に
な
ろ
う
。

天
知
の
志
道
軒
論
が
こ
の
よ
う
に
不
徹
底
な
も
の
と
な
っ
た
そ
の
一
因
に
は
、
彼
が

「
狂
」
を
、
人
の
性
質
の
問
題
と
し
て
、
「
癖
」
や
「
器
」
の
次
元
で
理
解
し
て
い
た
事

情
が
さ
ら
に
介
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

天
知
に
も
秋
骨
と
同
様
、
人
間
の
内
な
る
闇
と
し
て
の
「
狂
気
」
に
触
れ
た
箇
所
が

あ
る
。
あ
り
ふ
れ
た
捉
え
方
だ
が
、
そ
こ
で
は
、

マ

ッ

ド

子

ス

は

ね

ば

L

人
の
性
に
狂
な
る
一
橋
あ
り
、
此
橋
や
常
設
に
非
ず
し
て
例
橋
な
り
、
時
来
ら
ず

ん
ば
架
せ
ず
、
架
す
れ
ば
必
ず
急
過
せ
し
め
て
猿
り
に
帰
る
を
許
さ
ず
、
許
さ
ず

と
難
ど
も
渡
り
し
人
は
到
底
故
郷
を
離
る
h

も
の
に
非
ず
、
(
傍
点
は
原
文
。
)

と
述
べ
て
い
る
。
「
渡
り
し
人
は
到
底
故
郷
を
離
る
、
も
の
に
非
ず
」
と
は
、
志
道
軒

の
「
狂
」
が
、
堕
落
し
た
仏
教
界
の
現
実
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
も
の

で
、
「
郷
原
」
(
偽
君
子
)
と
対
立
す
る
儒
教
的
「
狂
」
の
枠
組
が
こ
こ
で
も
押
さ
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
「
狂
」
の
意
識
と
、
「
人
の
性
」
と
し
て
の
「
狂

気
」
の
問
題
と
を
結
び
つ
け
て
論
ず
る
点
で
は
、
秋
骨
の
論
と
共
通
し
て
い
る
が
、
た

だ
し
、
天
知
の
場
合
、
こ
う
し
た
「
狂
」
の
問
題
が
、
結
局
は
「
癖
」
や
「
器
」
の
次

元
の
問
題
に
収
赦
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
彼
の
限
界
が
あ
る
。
次
の
部
分
は
、
お
そ
ら

く
愛
山
の
「
荻
生
茂
卿
」
(
「
国
民
之
友
」
第
一
八
一

1
一
八
三
号
、
明
お
・

2
1
3
)

を
意
識
し
た
箇
所
で
あ
ろ
う
。

唯
一
境
の
標
準
を
以
て
万
境
を
速
断
軽
論
せ
ん
と
し
物
質
界
の
脳
質
を
以
て
霊
想

の

れ

ん

ず

も

う

界
を
悉
く
論
難
解
釈
せ
ん
と
せ
ば
、
危
い
か
な
、
徒
ら
に
暖
簾
角
低
を
演
ず
る
の

戯
に
庶
幾
か
ら
ん
か
、
彼
れ
に
一
是
非
あ
り
是
れ
に
一
是
非
あ
り
、
錐
は
突
く
に

ぜ是
に
し
て
斬
る
に
非
な
り
、
小
万
之
れ
を
見
て
無
用
と
せ
ば
知
何
、
万
は
斬
る
に

得
て
突
く
に
失
ふ
、
錐
こ
れ
を
痴
と
し
て
無
用
と
せ
ば
知
何
、
天
の
各
々
に
賜
ふ
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所
総
て
良
か
ら
ざ
る
な
く
、
是
非
の
上
更
に
超
然
た
る
一
是
あ
る
の
み
、
人
各
々

其
本
領
を
論
じ
て
安
住
境
内
の
是
非
を
論
ぜ
ば
足
ら
ん
、
何
ぞ
徒
ら
に
他
領
を
論

じ
て
得
意
を
学
ぼ
ん
や
。
(
圏
点
は
原
文
。
)

「
錐
」
(
「
鑓
」
ま
た
は
「
鎗
」
の
誤
植
か
。
)
と
「
万
」
の
例
は
、
直
接
に
は
「
癖
」

や
「
器
」
を
醤
え
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
例
は
、
荻
生
但
来
の
「
政
談
」
巻
之
三

の
次
の
一
節
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
ま
た
人
を
知
る
に
筋
・
き
っ
か
け
の
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
概
く
せ
の

あ
る
人
に
勝
れ
た
る
人
あ
る
も
の
な
り
。
(
中
略
)
聖
賢
の
書
に
は
こ
れ
を
器
と

や
り

い
う
。
器
と
い
う
物
は
、
た
と
え
ば
鑓
は
突
く
わ
ざ
ば
か
り
に
て
、
切
る
わ
ざ
は

な
し
。
万
は
切
る
業
ば
か
り
に
て
、
突
く
わ
ざ
疎
し
。
錐
は
尖
り
て
さ
い
づ
ち
の

役
に
な
ら
ず
。
さ
い
づ
ち
は
鈍
く
し
て
錐
の
役
に
な
ら
ず
。
総
じ
て
刃
も
の
は
鞘

に
入
れ
て
置
か
ね
ば
け
が
を
す
る
大
き
な
る
く
せ
あ
り
。
こ
れ
皆
器
也
r

但
来
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
門
弟
平
野
金
華
や
安
藤
東
野
の
奇
矯

を
「
狂
」
と
し
て
愛
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
か
〆
、
天
知
は
そ
の
辺
の
事
情
に
通
じ
て

い
た
に
違
い
な
い
。
天
知
が
「
狂
」
を
こ
の
「
癖
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
、
後

の
透
谷
追
悼
文
「
狂
ひ
の
い
の
り
」
(
「
文
学
界
」
第
一
七
号
明
幻
・

5
-
m
)
に
お

い
て
、
「
狂
児
」
と
同
じ
意
味
で
「
大
癖
物
」
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
る
。
従
っ
て
、
彼
が
あ
え
て
「
錐
」
と
「
万
」
の
そ
の
例
を
引
合
い
に
出
す
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
警
え
話
が
、
但
来
を
論
じ
て
「
狂
」
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
愛
山
へ

の
皮
肉
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
愛
山
を
皮
肉
っ
た
つ
も
り
の
そ
の
警
え
話

が
、
さ
ら
に
天
知
自
身
の
論
理
的
な
欠
陥
を
も
露
呈
し
て
い
て
、
そ
れ
は
二
重
の
意
味

で
度
肉
な
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
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天
知
の
い
う
「
想
界
」
(
「
霊
想
界
」
)
が
「
天
と
人
間
と
の
関
係
」
に
基
づ
く
世
界

『
文
学
界
」
に
お
け
る
〈
狂
〉
の
意
識

で
あ
り
、
「
物
界
」
(
「
物
質
界
」
)
が
現
実
の
「
社
会
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
か
ら
い

え
ば
、
そ
れ
ら
は
次
元
の
異
な
る
世
界
で
あ
り
、
そ
の
「
想
世
界
」
と
「
実
世
界
」
と

の
対
立
と
い
っ
た
透
谷
的
主
題
が
一
応
は
意
識
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
「
想
界
」
と
「
物
界
」
と
を
「
鉱
」
と
「
万
」
に
警
え
て
し
ま
え
ば
、
そ

れ
ら
は
同
次
元
の
対
立
物
と
な
り
、
結
局
は
「
天
の
各
々
に
賜
ふ
所
総
て
良
か
ら
ざ
る

な
く
、
是
非
の
上
更
に
超
然
た
る
一
是
あ
る
の
み
」
と
い
う
ふ
う
に
、
す
べ
て
を
相
対

的
な
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
論
理
と
な
っ
て
し
ま
う
。
「
暖
簾
角
低
」
と
い
っ
た
発
想

も
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
同
様
の
矛
盾
は
、
志
道
軒
を
一
方
で
「
終
に
善
悪
を
破
り
て

更
に
一
善
を
認
め
、
社
会
を
破
り
て
更
に
人
生
の
香
美
社
会
を
認
め
、
宗
教
を
破
り
て

更
に
絶
無
の
一
偉
教
を
認
」
め
た
「
想
界
の
菩
薩
」
と
捉
え
な
が
ら
、
他
方
で
「
失
敗

の
生
涯
」
と
言
い
「
不
得
止
の
生
涯
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
天
知
の
矛
盾
は
、
彼
の
な
か
で
、
「
想
界
」
が
「
物
界
」
を
根
拠
づ
け
る

次
元
の
異
な
る
世
界
と
し
て
充
分
に
構
造
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

が
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
た
一
因
は
、
「
狂
」
の
問
題
を
、
「
癖
」
や
「
器
」
の
次
元
の
問

題
と
結
び
つ
け
る
彼
の
そ
う
し
た
発
想
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
狂
」

が
人
の
性
質
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
思
想
的
な
レ
ベ
ル
の
問
題
と
は
な
り
え
ず
、

結
局
は
好
み
の
問
題
に
脱
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
先
の
「
人
各
々
其
本
領
を
論
じ

て
安
住
境
内
の
是
非
を
論
ぜ
ば
足
ら
ん
、
何
ぞ
徒
ら
に
他
領
を
論
じ
て
得
意
を
学
ぼ
ん

や
」
と
い
っ
た
天
知
の
言
説
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

四

結
び

女
学
雑
誌
社
発
行
の
「
評
論
」
第
五
号
(
明
お
・

6
・
3
)
に
は
、
植
村
正
久
の

「
高
踏
派
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
評
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
透
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谷
へ
の
掩
護
射
撃
と
も
い
う
べ
き
一
文
だ
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
『
文
学
界
』
派
へ
の

全
面
的
掩
護
射
撃
で
な
か
っ
た
こ
と
肉
、
次
の
よ
う
な
表
現
か
ら
う
か
が
え
る
。

所
謂
高
踏
と
は
何
ぞ
や
。
人
間
の
生
命
に
疎
遠
な
る
俳
諾
的
禅
僧
一
流
の
精
神
を

指
し
て
然
か
名
付
く
る
も
の
な
ら
ば
、
忌
む
べ
き
は
高
踏
派
な
り
、
厭
ふ
べ
き
は

之
を
代
表
す
る
の
文
芸
な
り
。
余
等
は
愛
山
先
生
と
、
も
に
之
を
撲
滅
せ
ん
と
心

懸
く
る
も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
余
等
は
真
正
な
る
高
踏
的
精
神
を
要
す
る
時
代
、

今
日
よ
り
も
甚
し
き
も
の
無
か
る
べ
し
と
信
ず
る
な
り
。

秋
骨
の
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
と
天
知
の
「
狂
僧
志
道
軒
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
文

学
界
』
第
五
号
の
発
行
日
が
明
治
お
年
5
月
担
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
植
村
の
一
文
が

そ
れ
ら
を
直
接
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
植
村
の
「
人
間
の
生
命
に
疎
遠

な
る
俳
諸
的
禅
僧
一
流
の
精
神
」
と
い
う
評
言
は
、
秋
骨
と
天
知
の
両
作
品
に
も
当
て

は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
〈
論
争
〉
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
秋
骨
の
「
俳
人
の
性
行
を
想

ふ
」
と
天
知
の
「
狂
僧
志
道
軒
」
は
、
論
争
の
対
立
点
を
ぼ
や
け
さ
せ
、
論
敵
の
さ
ら

な
る
攻
撃
の
格
好
の
餌
食
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
援
護
す
る
立
場
か
ら
も
批
判

の
対
象
に
さ
れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
人
生
相
渉
論
争
に
お
い
て
意
味
を

も
っ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
透
谷
の
投
げ
掛
け
た
問
題
を
「
文
学
界
」
の
同
人
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
う
自
覚
化
し
主
体
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
端
緒
を
こ
れ
ら
が

示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
透
谷
の
抱
え
込
ん

だ
問
題
の
一
面
を
こ
れ
ら
の
作
品
が
ど
う
倍
り
、
だ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
。秋

骨
と
天
知
の
「
狂
」
の
意
識
に
お
い
て
、
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
伝
統
的
素

地
に
関
す
る
部
分
は
と
も
か
く
、
彼
ら
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
狂
気
」
へ

の
関
心

i
l
そ
れ
が
西
欧
文
学
の
感
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
o
l
-
-
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
そ
の
「
狂
気
」
の
問
題
を
、
文
学
伝
統
と
し
て
の
「
狂
」

ま
た
は
「
風
狂
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ど
う
位
置
づ
け
て
い
る
か
が
問
わ
れ
る
。

マ
ッ
ド
子
ス

天
知
の
場
合
、
「
人
の
性
」
と
し
て
の
「
狂
」
の
問
題
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

「
癖
」
や
「
器
」
と
い
っ
た
次
元
の
問
題
に
収
数
し
、
儒
教
的
「
狂
」
の
枠
組
の
な
か

に
矛
盾
対
立
す
る
こ
と
な
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
辺
の
事
情
は
、
後
の
透
谷

追
悼
の
文
「
狂
ひ
の
い
の
り
」
に
お
い
て
も
全
く
変
わ
ら
ず
、
透
谷
と
の
径
庭
は
大
き

い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
秋
骨
の
場
合
は
、
「
狂
気
」
の
問
題
が
伝
統
的
な
「
狂
」
や
「
風

狂
」
の
枠
組
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
過
程
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
で
は
、
俳
人
の
奇
行
(
風
狂
)
を
問
題
と
す
る
に
当
た

っ
て
、
鴎
外
の
「
う
た
か
た
の
記
」
を
通
じ
て
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
天
才
と
狂
気
の
問

題
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
狂
気
」
を
意
味
づ
け
る
思
想
と
し
て
、
儒
教
の

「
狂
簡
」
の
思
想
や
老
荘
の
「
崎
」
の
思
想
を
援
用
す
る
わ
け
だ
が
、
「
道
」
の
観
念
の

な
か
で
人
間
の
在
り
方
を
問
う
そ
う
し
た
伝
統
的
な
枠
組
で
、
人
間
の
内
な
る
闇
と
し

て
の
「
狂
気
」
の
問
題
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
も
と
も
と
無
理
が
あ

る
。
秋
骨
の
論
は
そ
こ
で
足
を
掬
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
秋
骨
は
こ
の
評
論
を
契
機

に
、
風
雅
に
撤
し
て
自
然
へ
向
か
う
「
風
狂
」
の
問
題
と
、
内
な
る
闇
と
し
て
の
人
間

性
そ
の
も
の
へ
の
問
い
に
向
か
う
「
狂
気
」
の
問
題
と
の
異
質
性
に
気
づ
か
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
俳
人
の
性
行
を
想
ふ
」
か
ら
「
変
調
論
」
へ
、
そ
し
て

「
自
然
私
観
」
(
「
文
学
界
』
第
二
五
号
、
明
お
・

1
・
ぬ
)
へ
と
至
る
そ
の
道
程
は
こ

の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
透
谷
の
「
富
山
獄
の
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詩
神
を
思
ふ
」
か
ら
「
熱
意
」
(
『
評
論
」
第
六
号
、
明
お
・

6
・
げ
)

へ
の
道
程
と
照
応
し
て
い
る
。

「
情
熱
」

(
「
評
論
」
第
二
一
号
、
明
お
・

9
・
9
)

(
注
)

(
1
)
「
凡
神
的
唯
心
的
傾
向
に
就
て
」
(
『
国
民
新
聞
」
明
お
・

4
-
M
)

(
2
)
「
唯
心
的
、
凡
神
的
傾
向
に
就
て
」
(
「
国
民
新
聞
」
明
お
・

4
-
m
)

(
3
)
「
社
会
に
於
け
る
思
想
の
三
潮
流
」
(
「
国
民
之
友
』
第
一
八
八
号
、
明
お
・

4
・
お
)

(
4
)
「
文
学
界
」
第
五
号
の
葉
報
欄
に
、
「
山
房
論
文
」
と
題
し
た
記
事
が
あ
る
。

そ
の
記
事
の
な
か
で
、
「
水
沫
集
』
所
収
の
つ
っ
た
か
た
の
記
」
に
言
及
し
た

箇
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
「
マ
リ
i
」
と
あ
る
。

(
5
)
引
用
は
、
鶴
外
全
集
第
二
巻
(
岩
波
書
庖
、
昭
必
・
ロ
)
に
よ
る
。

(
6
)
田
岡
嶺
雲
の
「
「
平
民
的
短
歌
の
発
達
』
第
二
を
読
む
」
(
「
亜
細
亜
』
第
六
一

号
、
明
お

-m
・
口
、
田
岡
嶺
雲
全
集
第
一
巻
所
収
、
五
頁
参
照
)
に
は
、

そ
れ
と
同
様
の
発
想
が
見
ら
れ
る
。

(
7
)
引
用
は
、
新
釈
漢
文
大
系
第
一
巻
「
論
語
」
(
明
治
書
院
、
昭
お
・

5
)
に
よ
る
。

(
8
)
引
用
は
、
新
釈
漢
文
大
系
第
四
巻
「
孟
子
」
(
明
治
書
院
、
昭
幻
・

6
)
に
よ
る
。

(
9
)
引
用
は
、
新
釈
漢
文
大
系
第
七
巻
「
老
子
・
荘
子
(
上
)
』
(
明
治
書
院
、
昭

日
制
・
日
)
に
よ
る
。

(
叩
)
中
野
三
敏
「
狂
文
意
識
の
背
景
|
狂
者
の
文
|
|
」
(
季
刊
「
文
学
・
語
学
」

第
五
四
号
、
昭
必
・
ロ
)
に
よ
れ
ば
、
近
世
的
な
「
狂
」
の
意
識
と
は
、
「
中
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世
以
来
の
風
狂
・
風
流
の
伝
統
に
、
新
し
く
「
論
語
』
に
所
謂
る
狂
簡
・
狂

狛
の
思
想
を
加
味
し
た
も
の
」
と
あ
る
。

「
文
学
界
」
に
お
け
る
〈
狂
v

の
意
識

(
日
)
引
用
は
、
岩
波
文
庫
「
政
談
』
(
辻
達
也
校
注
、
昭
位
・

7
)
に
よ
る
。

(
ロ
)
野
々
村
勝
英
「
文
人
精
神
と
儒
学
思
相
γ

|
『
狂
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
「
言

語
と
文
芸
」
第
五
一
号
、
昭
必
・

3
)
参
照
。

(
日
)
佐
藤
善
也
「
「
人
生
相
渉
論
争
」
の
波
紋
(
下
)
」
(
「
立
教
大
学
研
究
報
告

〈
人
文
科
学
〉
」
昭

ω
・
2
)
に
よ
れ
ば
、
植
村
の
そ
の
一
文
は
、
「
一
種
の

「
文
学
界
」
攻
撃
と
も
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
た
」
と
さ

れ
、
「
巌
本
・
透
谷
等
『
評
論
」
関
係
者
と
、
天
知
・
禿
木
等
『
文
学
界
」
関

係
者
と
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
あ
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕

人
生
相
渉
論
争
・

「
風
狂
」

「崎」

狂
lE 
メL

「
狂
簡
」

日
本
語
文
化
専
攻
)

(二
C
O
O
-
一
0
・
一
六
月
又
理
)

(
言
語
文
化
学
科

一
一一一一




