
「旌孝記」における秋成の思想に関する一考察

— （（ —

「
旌
孝
記
」
に
お
け
る
秋
成
の
思
想
に
関
す
る
一
考
察

─
陽
明
学
左
派
と
の
関
連
を
中
心
に
─

岳　
　

遠
坤

一　
は
じ
め
に

「
孝
」
は
儒
教
の
徳
目
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
近
世
日
本
で
は
、
朱
子
学
を
官
学
と
す
る
幕
府
の
鼓
吹
も
あ
っ
て
、

民
間
に
も
深
く
浸
透
し
、
日
常
生
活
で
は
ほ
ぼ
自
明
の
道
徳
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
旌
表
」
と
い
う
形
で
、
孝
行
者
が
為
政
者
に
よ
っ

て
表
彰
さ
れ
、
本
来
、
家
庭
内
に
限
定
さ
れ
る
私
的
で
あ
る
は
ず
の
行
為
が
、
名
誉
・
利
益
と
地
位
を
伴
い
、
公
的
な
行
為
と
な
っ
た
。
幕
府
は

各
地
の
孝
行
者
の
話
を
ま
と
め
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
一
）
に
『
官
刻
孝
義
録
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
民
間
で
も
、
た
と
え
ば
大
坂
の
懐
徳
堂
も

「
孝
」
の
宣
伝
に
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
18
世
紀
の
初
め
ご
ろ
、
五
孝
子
事
件
を
契
機
に
、
朱
子
学
者
の
手
に
よ
っ
て
『
五
孝
子
伝
』
が
書
か

れ
、
孝
行
者
の
見
本
と
な
る
者
が
表
彰
さ
れ
る
。

上
田
秋
成
の
「
旌
孝
記
」（『
藤
簍
冊
子
』
巻
五
所
収
）
も
こ
う
い
う
時
代
風
潮
の
中
で
書
か
れ
た
孝
子
顕
彰
の
文
章
で
あ
る
。
生
涯
、
儒
学

者
・
儒
教
を
批
判
し
、
揶
揄
し
続
け
た
秋
成
の
文
章
と
し
て
違
和
感
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
読
む
と
、
必
ず
し
も
秋

成
の
持
論
か
ら
外
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

山
本
綏
子
氏
は
「
旌
孝
記
」
を
懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
と
の
関
連
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
と
主
張
し
、
こ
の
点
か
ら
秋
成
の
思
想
の
特
異
性

を
考
察
し
て
い
る
。
氏
は
「
当
時
孝
子
顕
彰
運
動
を
牽
引
し
た
」
と
さ
れ
る
懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
文
で
あ
る
『
か
わ
し
ま
も
の
が
た
り
』
を
考
察



日本漢文学研究 11

— （（ —

し
、
同
書
は
「
啓
蒙
的
な
意
図
か
ら
出
版
さ
れ
た
書
で
あ
る
だ
け
に
、
で
き
る
だ
け
主
題
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
単
純
化
と
誇
張
が
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
づ
け
た
。
こ［

１
］の

『
か
わ
し
ま
も
の
が
た
り
』
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
孝
子
顕
彰
文
の
語
り
方
は
、
氏
の
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
は
「
意
図
的
に
単
純
化
さ
れ
た
」
こ
れ
ら
の
文
章
に
比
べ
て
、
秋
成
の
文
章
は
複
雑
で
あ
り
、「
時
流
に
乗
る

こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
秋
成
の
ジ
レ
ン
マ
」
が
明
ら
か
に
現
わ
れ
た
一
篇
で
あ
る
と
も
指
摘
し
、
秋
成
の
思
想
が
「
時
流
」
と
は
異
な
る
も
の
だ

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
の
「
時
流
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
少
し
意
見
が
違
う
。
氏
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
「
時
流
」
は
あ
く
ま
で
朱
子
学
を
官
学
と
す
る
為

政
者
側
、
そ
し
て
、
そ
の
支
持
者
で
あ
る
朱
子
学
者
た
ち
の
間
で
意
識
さ
れ
て
い
る
「
時
流
」
で
あ
り
、
決
し
て
、
文
芸
を
支
配
し
て
い
る
思
想

の
「
時
流
」
で
は
な
い
。
朱
子
学
を
官
学
と
す
る
正
統
的
な
儒
学
の
言
説
環
境
の
中
で
秋
成
の
思
想
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
異
性
が
目
立
っ
て

く
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
世
中
期
以
降
の
民
間
文
芸
の
中
で
、
朱
子
学
は
必
ず
し
も
支
配
的
な
学
説
と
し
て
浸
透
し
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
徂
徠
学
か
ら
国
学
へ
と
い
う
朱
子
学
を
批
判
す
る
ル
ー
ト
が
、
脈
々
と
続
い
て
い
る
。
朱
子
学
を
批
判
す
る
思
想
の
濫
觴
で
あ
る
中
国

明
末
の
思
想
環
境
に
視
野
を
拡
大
す
れ
ば
、
秋
成
の
孝
行
観
は
ど
う
見
え
る
か
。
本
論
で
は
、
朱
子
学
の
対
抗
教
学
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
、
特
に

日
本
の
近
世
文
芸
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
陽
明
学
左
派
の
思
想
と
の
比
較
を
中
心
に
、
秋
成
思
想
と
同
時
代
思
潮
と
の
関
連
を
論
じ
て
み
た

い
。

二　
「
旌
孝
記
」
と
「
紀
今
治
人
矢
野
養
甫
蒙
藩
恩
旌
孝
之
事
」

「
旌
孝
記
」
の
文
末
に
秋
成
は
本
篇
が
書
か
れ
た
経
緯
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
伊
予
の
国
、
今
治
の
矢
野
養
甫
（「
養
父
」）
が
孝

行
者
で
あ
る
た
め
藩
に
表
彰
さ
れ
た
。
そ
の
人
の
弟
が
、
皆
川
と
い
う
儒
学
者
に
依
頼
し
て
漢
文
で
そ
の
行
状
を
記
さ
せ
、
ま
た
、
人
の
紹
介
で

秋
成
に
和
文
で
同
じ
く
旌
孝
の
文
を
書
い
て
も
ら
い
た
い
と
頼
ん
で
き
た
。
そ
こ
で
、
秋
成
は
「
我
こ
の
人
を
相
見
ず
。
且
皆
川
が
し
る
せ
し
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事
、
再
び
述
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
考
え
て
、
こ
の
和
文
を
書
い
た
と
い
う
。

こ
こ
で
秋
成
が
言
っ
て
い
る
皆
川
は
、
皆
川
淇
園
の
こ
と
で
あ
り
、
漢
文
は
『
淇
園
文
集
』（
木
活
字
版
十
三
巻
続
編
三
巻
）
巻
十
一
所
収

「
紀
今
治
人
矢
野
養
甫
蒙
藩
恩
旌
孝
之
事
」
で
あ
る
。
淇
園
が
こ
の
漢
文
を
書
い
た
の
は
、
秋
成
の
場
合
と
同
じ
く
、
養
甫
の
弟
の
宮
川
保
恭
の

依
頼
で
あ
る
と
い
う
。

秋
成
の
「
旌
孝
記
」
と
淇
園
の
「
紀
今
治
人
矢
野
養
甫
蒙
藩
恩
旌
孝
之
事
」
は
、
同
じ
人
に
頼
ま
れ
て
書
か
れ
た
同
題
の
作
文
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
文
と
和
文
で
書
か
れ
た
こ
の
両
篇
は
、
構
成
か
ら
内
容
ま
で
大
き
く
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
両
篇
を
比
較

し
て
み
る
。

淇
園
の
漢
文
は
、
冒
頭
に
矢
野
養
甫
に
対
す
る
簡
単
な
紹
介
を
し
て
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
〇
）
十
一
月
十
八
日
、
藩
邸
に
呼
び
出
さ
れ
て
、

母
に
仕
え
る
至
孝
を
顕
彰
さ
れ
て
、
褒
賞
金
を
受
け
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
孝
行
の
行
状
を
以
下
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

時
養
甫
年
六
十
、
母
窪
田
氏
年
八
十
四
、
云
養
甫
為
人
温
柔
、
性
能
堪
物
、
母
常
患
積
癖
、
有
時
起
作
、
養
甫
侍
養
、
按
抑
忘
寢
食
、
是

以
不
敢
遠
遊
者
殆
三
十
年
焉
。
而
母
平
時
呼
使
其
視
之
如
於
嬰
兒
、
不
疑
其
有
厭
意
。
養
甫
家
貧
（
後
略
（

（
読
み
下
し
：
時
に
養
甫
年
六
十
、
母
窪
田
氏
年
八
十
四
。
云
ふ
な
ら
く
、
養
甫
人
と
為
り
温
柔
に
し
て
、
性
能
く
物
に
堪
ふ
。
母
常
に

積
癖
を
患
ひ
、
時
有
り
て
、
起
作
す
。
養
甫
侍
養
し
、
按
抑
し
て
寝
食
を
忘
る
。
是
を
以
て
、
敢
て
遠
く
遊
ば
さ
ざ
る
こ
と
殆
ど
三
十
年
な

り
。
而
も
母
平
時
に
呼
び
使
ひ
、
其
の
之
を
視
る
こ
と
嬰
児
に
於
け
る
が
如
し
。
其
の
厭
意
あ
る
を
疑
わ
ず
。
養
甫
家
貧
し
く
（
後
略
（（

『
淇
園
文
集
』
巻
十
一［
２
］

以
上
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
孝
行
者
物
語
の
語
り
口
で
あ
る
。
貧
し
い
人
物
が
献
身
的
な
孝
行
に
よ
っ
て
、
特
権
的
な

地
位
と
経
済
的
利
益
を
手
に
入
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
方
こ
そ
読
者
に
は
刺
激
的
で
あ
る
。『
官
刻
孝
義
録
』
の
凡
例
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
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に
、「
褒
美
の
こ
こ
ろ
あ
ら
ハ
風
化
の
一
助
と
も
な
り
な
ん
」
［
３
］、

褒
賞
に
よ
っ
て
こ
そ
、
孝
と
い
う
道
徳
の
普
及
が
期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
、
秋
成
が
こ
の
よ
う
に
書
か
な
い
。
む
し
ろ
、
淇
園
が
書
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
い
う
の
を
口
実
に
、

ま
っ
た
く
異
な
っ
た
内
容
を
書
い
て
、
自
分
な
り
の
孝
行
観
を
述
べ
て
い
る
。
秋
成
の
「
旌
孝
記
」
の
内
容
構
成
は
次
の
と
お
り
に
な
っ
て
い

る
。ま

ず
、
冒
頭
に
お
い
て
、
親
孝
行
と
い
う
の
は
、「
真
心
」
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
名
誉
な
ど
を
思
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
自
分
の
孝

行
観
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
次
の
部
分
で
は
、
自
分
の
聞
い
た
三
つ
の
話
を
語
っ
て
孝
行
に
対
す
る
自
分
の
見
解
を
述
べ
る
。
一
つ
目
の
話
に

は
、
孝
行
は
名
誉
を
思
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
補
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
目
の
話
は
、
孝
子
伝
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
献
身

的
な
孝
行
者
の
話
で
あ
る
が
、
最
後
に
隣
人
の
言
葉
を
借
り
て
、
懐
疑
の
視
線
を
親
自
身
に
向
け
て
い
る
。
三
つ
目
の
話
は
、
高
僧
の
話
で
あ
る

が
、
作
者
の
賞
賛
の
言
葉
は
む
し
ろ
何
の
教
育
も
受
け
て
い
な
い
そ
の
母
親
に
捧
げ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
表
彰
す
べ
き
対
象
で
あ
る
矢
野

養
甫
の
行
状
を
、
先
に
引
用
し
た
淇
園
の
言
葉
を
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
簡
単
に
ま
と
め
た
形
で
書
い
た
後
、
わ
が
身
の
境
遇
と
比
較
し
て
か
ら
文
を

結
ぶ
。

秋
成
の
文
の
主
な
内
容
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
題
名
の
「
旌
孝
」
と
は
、「
孝
」
を
表
彰
す
る
意
味
で
あ
る
。「
旌
表
」
は
本
来
、
古
代

中
国
の
制
度
で
あ
り
、
李
豊
春
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
国
家
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
、
名
誉
を
象
徴
す
る
権
力
の
記
号
で
あ
り
、
古
代
王
朝
の

支
配
者
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
封
建
制
徳
行
の
形
式
で
あ
る
。
秦
・
漢
以
降
、
い
わ
ゆ
る
義
夫
・
節
婦
・
孝
子
・
賢
人
及
び
累
世
同
居
な

ど
、
歴
代
の
朝
廷
か
ら
大
い
に
褒
美
さ
れ
る
。
往
々
に
し
て
、
地
方
の
代
官
が
朝
廷
に
申
し
出
、
承
認
を
受
け
た
後
、
匾
額
を
賜
る
か
、
或
い
は

地
方
政
府
の
予
算
で
牌
坊
を
作
り
、
そ
の
名
を
上
げ
さ
せ
る
」。
簡［
４
］単
に
言
え
ば
、
旌
表
、
こ
こ
で
は
旌
孝
に
な
る
は
、
為
政
者
に
と
っ
て
は
、

民
衆
を
教
化
し
、
社
会
を
安
定
さ
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
が
、
褒
美
を
受
け
た
孝
行
者
に
と
っ
て
は
、
名
誉
・
特
権
・
金
銭
な
ど
を
伴
う
も
の

で
あ
る
。

「
旌
孝
記
」
は
冒
頭
に
お
い
て
、
旌
孝
と
い
う
行
為
が
成
り
立
つ
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
名
誉
を
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
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い
る
。

人
の
世
に
あ
る
や
、
大
か
た
才
能
の
ほ
ま
れ
の
、
名
を
求
め
て
し
ら
る
ゝ
と
、
も
め
ず
し
て
聞
ゆ
る
の
さ
か
し
愚
の
け
ぢ
め
は
あ
れ
ど
、

此
二
つ
は
倶
に
い
た
づ
ら
事
な
り
け
る
。
子
の
親
に
つ
か
ふ
る
こ
そ
、
こ
の
い
や
し
き
名
を
思
ふ
に
は
あ
ら
で
（
後
略
（

上
田
秋
成
「
旌
孝
記
」［
５
］

名
と
い
う
の
は
虚
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
意
味
だ
、
親
に
孝
行
す
る
の
は
こ
の
無
意
味
な
虚
名
を
思
っ
て
は
い
け
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
旌

孝
と
い
う
公
の
行
為
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
虚
名
で
民
を
鼓
舞
し
、
民
の
側
も
こ
の
虚
名
を
思
っ
て
孝
行
す
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
偽

孝
に
対
し
て
、
李
卓
吾
が
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
。

し
か
し
、「
旌
孝
記
」
と
称
し
て
お
き
な
が
ら
、
旌
孝
の
目
的
を
否
定
す
る
の
は
さ
す
が
に
矛
盾
で
あ
り
、
秋
成
は
後
半
部
分
で
、
自
説
を
補

う
よ
う
に
、
為
政
者
の
こ
の
顕
彰
行
為
を
讃
え
て
、
次
の
よ
う
に
旌
孝
の
必
要
性
を
説
く
。

庭
の
訓
を
受
、
曽
子
の
ふ
み
を
よ
み
し
人
の
、
か
た
は
し
だ
に
え
お
こ
な
は
ぬ
は
、
な
べ
て
の
事
、
陵
遅
と
か
云
文
字
の
心
に
な
が
れ
く

だ
り
て
、
誰
も
つ
と
め
ね
ば
、
た
ま
た
ま
な
る
を
召
上
ら
れ
て
、
物
か
づ
け
、
名
を
旗
に
し
る
さ
せ
て
、
家
の
風
を
国
に
ひ
ゞ
か
せ
給
ふ
こ

と
、
い
と
か
し
こ
き
ま
つ
り
ご
と
に
な
ん
侍
る
。

上
田
秋
成
「
旌
孝
記
」

秋
成
は
儒
教
の
経
典
を
熟
読
し
た
人
が
一
向
に
親
孝
行
し
な
い
の
で
、
公
が
や
む
を
得
ず
旌
孝
と
い
う
政
策
を
打
ち
出
し
て
、
儒
教
の
道
徳
を

推
し
ひ
ろ
め
る
の
は
、「
か
し
こ
き
ま
つ
り
ご
と
」
だ
と
讃
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
や
は
り
秋
成
の
建
前
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
旌
孝
と
い
う
行
為
は
、
儒
教
の
経
典
を
読
ま
せ
る
行
為
と
実
は
な
ん
ら
関
わ
り
が
な
い
。
旌
孝
に
し
ろ
、
読
書

に
し
ろ
、
教
育
に
よ
っ
て
外
か
ら
心
を
正
す
と
い
う
朱
子
学
の
考
え
方
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
読
書
に
よ
っ
て
孝
行
に
な
れ
な
か
っ
た
人

を
、
旌
孝
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
孝
行
者
に
す
る
の
も
徒
労
に
終
わ
る
し
か
な
い
と
、
秋
成
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
こ
う
言

え
る
か
と
い
う
と
、
秋
成
が
文
章
の
中
で
こ
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

親
の
た
ま
へ
る
う
み
真
心
を
し
も
損
は
ず
、
学
び
て
行
な
ふ
と
、
庭
の
を
し
へ
を
か
う
べ
に
し
て
つ
と
む
る
あ
り
。
又
学
ば
ず
受
ず
、
只

露
ば
か
り
も
た
が
は
じ
と
す
る
人
の
た
ふ
と
さ
よ
。

上
田
秋
成
「
旌
孝
記
」

孝
行
者
は
、
本
を
読
ん
で
「
孝
」
と
い
う
道
理
を
知
り
、
孝
行
を
行
っ
た
人
と
親
の
教
育
を
受
け
て
孝
行
に
勤
め
る
人
が
あ
る
と
い
う
。
し
か

し
、
こ
こ
で
作
者
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
「
真
心
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
真
に
尊
い
の
は
、「
学
ば
ず
受
ず
」
に
孝
行
を
行
っ

た
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
秋
成
が
紹
介
し
た
三
つ
の
話
の
中
で
、
三
番
目
の
母
親
を
、「
学
ば
で
も
か
く
た
ふ
と
き
人
も
あ
り
け
ら
し
」
と
評
価

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
孝
行
と
い
う
の
は
、
読
書
な
ど
外
か
ら
強
い
ら
れ
る
行
為
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
婉
曲
的
に
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、「
孝
」
と
い
う
の
は
、
親
か
ら
も
ら
っ
た
「
真
心
」
が
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
あ
り
、
読
書
・

顕
彰
な
ど
の
行
為
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
、
秋
成
の
文
章
で
読
み
取
れ
る
一
つ
の
重
要
な
考
え
で
あ
る
。「
真
心
」、「
学
ば
ず

受
け
ず
」
の
よ
う
な
言
葉
が
、
こ
の
和
文
を
解
読
す
る
上
に
は
欠
か
せ
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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三　
「
不
学
不
慮
」
の
孝
行
観
と
陽
明
学
左
派

朱
子
学
は
「
存
天
理
、
去
人
欲
」
と
主
張
し
、
欲
を
天
理
の
大
敵
と
見
な
し
、
歪
め
ら
れ
た
欲
望
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
を
守
る
人
間

に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
の
目
的
に
達
す
る
た
め
に
は
、
儒
教
の
経
典
を
読
ま
せ
る
教
育
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
道
徳
書
・
勧
善

懲
悪
の
文
芸
書
な
ど
の
刊
行
が
公
的
な
行
為
と
し
て
行
わ
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
の
孝
行
者
が
一
向
に
現
わ
れ
な
い
ど
こ
ろ

か
、
二
十
四
孝
中
の
人
物
の
よ
う
な
極
端
的
な
例
を
模
倣
す
る
所
謂
偽
孝
行
者
が
続
出
す
る
。
こ
の
よ
う
な
形
骸
化
さ
れ
た
儒
教
の
反
動
と
し
て

あ
ら
わ
れ
た
の
が
陽
明
学
で
あ
る
。

知
是
心
之
本
体
、
心
自
然
会
知
。
見
父
自
然
知
孝
、
見
兄
自
然
知
弟
、
見
孺
子
入
井
、
自
然
知
惻
隠
、
此
便
是
良
知
、
不
假
外
求
。

（
読
み
下
し
：
知
は
心
の
本
体
に
て
、
心
自
然
に
知
を
会
す
。
父
を
見
れ
ば
自
然
に
孝
を
知
り
、
兄
を
見
れ
ば
自
然
に
悌
を
知
り
、
孺
子

井
に
入
る
を
見
れ
ば
自
然
に
惻
隠
を
知
る
。
此
れ
す
な
わ
ち
良
知
に
て
、
外
に
求
む
る
を
仮
ら
ず
。

王
陽
明
『
伝
習
録
』
巻
上
・
徐
愛
録［
６
］

岸
本
美
緒
氏
は
島
田
虔
次
氏
の
学
説
を
引
き
な
が
ら
、
陽
明
学
の
「
孝
」
は
「
個
人
を
埋
没
さ
せ
る
血
縁
的
組
織
の
護
持
を
説
く
も
の
で
は
な

く
、
外
部
の
規
範
に
束
縛
さ
れ
な
い
個
人
の
自
然
な
心
情
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
の
一
表
現
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
朱［
７
］子

学
は
外
か

ら
強
い
ら
れ
る
道
徳
を
信
じ
る
の
に
対
し
て
、
王
陽
明
が
良
知
説
を
唱
え
、
良
知
を
心
に
求
め
る
こ
と
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
陽
明
学
左
派
と
称
さ
れ
る
人
た
ち
（
泰
州
学
派
と
通
称
さ
れ
る
）
は
、
王
陽
明
の
学
説
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
学
説
に
差
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
徳
は
心
か
ら
発
す
る
も
の
で
、
外
か
ら
強
い
ら
れ
る
も
の
、
学
ん
で
身
に
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
一

致
し
て
い
る
。
以
下
、「
不
学
不
慮
」
と
い
う
点
に
限
っ
て
、
陽
明
学
左
派
の
学
者
た
ち
の
主
張
を
見
て
い
き
た
い
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陽
明
学
左
派
の
創
始
者
で
あ
る
王
心
斎
が
、
弟
子
と
の
問
答
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

或
問
、
天
理
良
知
之
学
同
乎
？
曰
：
同
。
有
異
乎
？
曰
：
無
異
也
。
天
理
者
、
天
然
自
有
之
理
也
。
良
知
者
、
不
慮
而
知
、
不
学
而
能
者

也
。
惟
其
不
慮
而
知
、
不
学
而
能
、
所
以
為
天
然
自
有
之
理
。
惟
其
天
然
自
有
之
理
、
所
以
不
慮
而
知
不
学
而
能
也
。

（
読
み
下
し
：
或
い
は
問
ふ
、
天
理
・
良
知
の
学
同
じ
な
る
や
。
曰
く
、「
同
じ
」
と
。
曰
く
、「
異
な
る
こ
と
有
り
や
」。
曰
く
、
異
な
る

こ
と
無
き
な
り
。
天
理
な
る
も
の
、
天
然
に
し
て
自
ら
理
あ
る
な
り
。
良
知
は
慮
ら
ず
し
て
知
り
、
学
ば
ず
し
て
能
く
す
る
も
の
な
り
。
惟

だ
慮
ら
ず
し
て
知
り
、
学
ば
ず
し
て
能
く
す
る
は
、
天
然
に
し
て
自
ら
理
あ
る
と
為
す
所
以
な
り
。
惟
だ
そ
れ
天
然
に
し
て
自
ら
理
あ
れ

ば
、
慮
ら
ず
し
て
知
り
、
学
ば
ず
し
て
能
く
す
る
な
り
。（

（
明
）
王
艮
「
天
理
良
知
説
」（『
王
心
斎
先
生
全
集
』
巻
之
四
・
雑
著［
８
］）

王
心
斎
は
天
理
と
は
自
然
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
学
ば
な
く
て
も
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
王
心
斎
の
後
学
で
あ
る
羅
近
渓
は

『
孟
子
』
の
中
か
ら
「
赤
子
之
心
」
の
言
葉
を
見
い
だ
し
、
人
間
は
不
慮
不
知
し
て
、
赤
子
の
心
を
保
つ
こ
と
が
重
要
だ
と
盛
ん
に
唱
え
、
孟
子

の
「
赤
子
之
心
」
を
解
釈
し
、
こ
の
言
葉
が
彼
の
思
想
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
言
っ
て
い
る
。
子
ど
も
は
生
ま
れ
た
ば
か
り

で
思
慮
分
別
が
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
と
き
、
誰
が
教
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
誰
か
ら
も
学
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
親
に
親
し
み
、
愛
す
る

こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
孝
は
天
性
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
著
作
に
散
見
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
郷
約
を
講
じ
る
時
に
、『
六
諭
』
第
一
条
「
孝
順
父
母
、
尊
敬
長
上
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る［
９
］。

羅
汝
芳
演
曰
：
人
生
世
間
、
誰
不
由
於
父
母
、
又
誰
不
暁
得
孝
順
父
母
。
孟
子
曰
：
孩
提
之
童
、
無
不
知
愛
其
父
母
、
親
者
是
也
。
説
人

初
生
之
時
，
百
事
不
知
而
個
個
会
争
著
父
母
抱
養
，
頃
刻
也
不
離
得
，
盖
由
此
身
原
係
父
母
一
体
分
下
（
中
略
（
凡
此
許
多
孝
順
、
皆
只
要
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不
失
了
原
日
孩
提
的
一
念
良
心
、
便
用
之
不
尽
、
即
如
樹
木
、
只
培
養
那
個
下
地
的
些
種
子
、
後
日
千
枝
万
葉
、
千
花
万
果
、
皆
從
那
個
果

子
仁
児
発
将
出
來
。

（
大
意］

（1
［

：
羅
汝
芳
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
人
は
み
ん
な
親
か
ら
生
ま
れ
て
、
親
孝
行
を
知
ら
な
い
人
は
一
人
も
い
な
い
。
孟
子
曰

く
、「
孩
提
の
童
、
其
の
父
母
を
愛
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
は
な
く
、
親
と
い
う
の
は
是
な
り
」
と
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
人
間
が
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
時
、
ま
だ
何
も
知
ら
な
い
が
、
誰
で
も
争
っ
て
親
に
抱
か
れ
て
ほ
し
が
る
。
一
刻
も
親
と
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の

身
体
は
も
と
も
と
父
母
と
一
体
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
か
ら
。（
中
略
（
す
べ
て
の
親
孝
行
と
い
う
の
は
、
子
供
が
生
ま
れ
た
そ
の
日
の
一
念

の
良
心
さ
え
失
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
使
い
切
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
樹
木
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
地
下
の
種
さ
え
養

え
ば
、
後
日
、
千
枝
万
葉
・
千
花
万
果
の
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
そ
の
種
よ
り
芽
生
え
る
。（

『
近
渓
羅
先
生
郷
約
全
書］

（（
［

』

明
代
に
お
い
て
、
陽
明
学
と
そ
の
左
派
の
学
者
た
ち
が
、
太
祖
の
『
六
諭
』
を
鼓
吹
し
、
盛
ん
に
そ
の
解
釈
を
行
っ
た
こ
と
は
先
学
の
指
摘
ど

お
り
で
あ
る
。
同
時
代
の
『
沱
川
余
氏
郷
約
』
と
、
そ
し
て
、
や
や
時
代
が
下
り
、
清
朝
の
康
煕
年
間
の
『
六
諭
集
解
』
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
特

徴
は
明
ら
か
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、『
六
諭
集
解
』
の
冒
頭
部
だ
け
引
用
し
、
そ
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る］

［1
［

。

聖
諭
首
言
孝
順
父
母
。
父
母
的
劬
労
最
深
、
恩
愛
最
大
、
兒
子
與
父
母
原
是
一
體
。
十
月
懷
胎
，
三
年
哺
乳
，
受
了
多
少
的
磨
難
，
費
了

無
限
的
辛
苦
（
後
略
（。

（
大
意
：
聖
諭
、
は
じ
め
に
父
母
に
孝
順
す
る
こ
と
を
言
う
。
父
母
の
苦
労
は
は
な
は
だ
深
く
、
恩
愛
も
は
な
は
だ
大
き
い
。
子
供
と
父

母
は
も
と
よ
り
一
体
で
あ
る
。
十
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
懐
胎
し
，
三
年
間
に
わ
た
っ
て
哺
乳
し
，
多
く
の
磨
難
を
受
け
、
無
限
の
辛
苦
を
費
や

す
（
後
略
（（
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魏
象
樞
『
六
諭
集
解］

［1
［

』

親
の
恩
情
を
こ
の
よ
う
に
強
調
し
て
、
の
ち
に
長
々
と
親
が
子
供
を
育
て
る
と
き
に
い
か
に
苦
労
し
た
か
を
述
べ
る
。
天
性
を
具
体
的
に
述
べ

る
と
こ
ろ
が
な
く
、
親
の
恩
情
を
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
濃
厚
に
受
け
取
ら
れ
、
孝
行
す
る
の
は
、
心
と
は
関
係
な
し
に
、
義

務
で
あ
る
よ
う
に
読
み
取
ら
れ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
る
『
上
諭
合
律
注
解］

［1
［

』
に
至
っ
て
は
、
孝
行
は
天
性
で
あ
る
と
い
う
叙
述
が
ま
っ

た
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
先
に
紹
介
し
た
『
沱
川
余
氏
郷
約
』
は
、
原
本
や
復
刻
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
阿
部
泰
紀
氏
紹
介
の
断
片
（
注
12
参
照
）
か
ら
窺
が
え
る
の
は
、
父
母
の
恩
情
を
強
調
し
、
孝
行
は
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
だ
と
い

う
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

同
じ
く
明
末
清
初
に
刊
行
さ
れ
、
琉
球
を
通
じ
て
伝
来
し
、
日
本
近
世
の
思
想
界
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
『
六
諭
衍
義
』
は
、
解
釈
が
や
や

異
な
る
。
同
じ
く
親
の
恩
情
と
苦
労
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、「
天
性
」
を
具
体
的
に
述
べ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
人
が
幼
い
と
き
、

一
刻
も
親
と
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
長
じ
て
だ
ん
だ
ん
親
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
は
、
性
の
中
に
孝
順
と
い
う
も
の
が
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
夢
の
中
に
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
呼
び
覚
ま
す
人
が
い
な
い
だ
け
だ
と
主
張
す
る
（
這
不
是
他
性
中
沒
有
孝
順
的
良
心
、
只
是
虧
損
日

久
了
、
如
人
在
夢
中
、
無
人
叫
醒
他］

［1
［

。）。
そ
し
て
、
幼
い
こ
ろ
に
人
が
い
か
に
天
性
か
ら
親
と
親
し
み
、
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
長
々

と
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
羅
汝
芳
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
孝
行
は
天
性
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
羅
汝
芳
の
解
釈
に
恩
情
が
ま
っ
た

く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
は
、『
六
諭
衍
義
』
と
異
な
っ
て
い
る
。

室
鳩
巣
が
『
六
諭
衍
義
大
意
』
を
作
る
時
に
、
孝
行
は
天
性
か
ら
由
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
部
分
が
省
略
さ
れ
た
と
阿
部
泰
紀
氏
が
指
摘
し
て

い
る］

［1
［

。
省
略
さ
れ
た
の
は
先
に
引
用
し
た
「
這
不
是
他
性
中
没
有
」（
彼
の
性
の
中
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
で
は
な
く
、

人
が
子
供
の
と
き
に
生
ま
れ
つ
き
の
天
性
か
ら
親
を
慕
い
、
十
四
、
五
歳
前
ま
で
は
誰
で
も
「
知
親
愛
父
母
」（
父
母
に
親
し
み
愛
す
る
こ
と
を

知
る
）
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
も
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
削
除
さ
れ
た
て
い
る
。「
大
意
」
の
性
格
か
ら
削
除
す
る
の
は
理
解
で
き
な
い
わ
け

で
も
な
い
が
、
天
性
を
強
調
す
る
部
分
だ
け
が
削
除
さ
れ
、
親
の
恩
情
と
孝
の
義
務
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
、
忠
実
な
朱
子
学
者
室
鳩
巣
の
姿
勢
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が
明
白
で
あ
る］

［1
［

。『
六
諭
衍
義
』
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
荻
生
徂
徠
と
室
鳩
巣
が
激
し
く
対
立
し
た
の
も
う
な
ず
け
る
。

六
諭
の
第
一
条
、
孝
順
父
母
に
つ
い
て
、
解
釈
の
違
い
に
関
し
て
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
別
稿
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
要
す

る
に
、
孝
行
に
関
し
て
は
、
外
か
ら
強
い
ら
れ
る
も
の
か
、
心
か
ら
発
す
る
も
の
か
に
関
し
て
は
、
陽
明
学
左
派
を
代
表
す
る
羅
汝
芳
は
後
者
寄

り
で
あ
る
。
親
の
恩
情
な
ど
を
ア
ピ
ー
ル
せ
ず
、
人
間
の
天
性
だ
け
強
調
す
る
の
は
、
孝
行
は
外
か
ら
強
い
ら
れ
る
義
務
で
も
な
く
、
学
ん
で
身

に
付
け
る
も
の
で
も
な
い
と
主
張
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
主
張
の
原
点
は
、「
不
慮
不
知
」
で
あ
る
現
成
良
知
説
で
あ
る
。「
孝
」
と
い
う
良
知
を
心
に
求
め
ず
、
外
に
求
め
れ
ば
、

ど
う
な
る
か
。
羅
近
渓
は
「
必
不
可
及
」
と
断
言
す
る］

［1
［

。
弟
子
の
楊
復
は
師
の
学
説
を
継
承
し
、
も
し
「
不
学
不
慮
」
と
い
う
原
則
を
捨
て
れ

ば
、「
智
愚
賢
不
肖
紛
然
出
矣
」
と
主
張
す
る］

［1
［

。
つ
ま
り
、
人
は
み
ん
な
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
良
心
」
を
持
っ
て
い
る
が
、「
不
学
不
慮
」
で

は
な
く
、
学
習
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
思
慮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
「
良
心
」
が
失
わ
れ
て
い
き
、
も
と
も
と
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
不
孝
者
も

現
わ
れ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
句
は
「
旌
孝
記
」
に
お
け
る
「
曽
子
の
ふ
み
を
よ
み
し
人
の
、
か
た
は
し
だ
に
え
お
こ
な
は
ぬ
」
と
い

う
文
を
想
起
さ
せ
る
。

儒
教
の
経
典
を
熟
読
す
る
人
た
ち
が
な
ぜ
不
幸
に
な
る
の
か
、
李
卓
吾
の
「
童
心
説
」
に
そ
の
答
え
が
あ
る
。

蓋
方
其
始
也
、
有
聞
見
従
耳
目
而
入
、
而
以
為
主
於
其
內
而
童
心
失
。
其
長
也
、
有
道
理
従
聞
見
而
入
、
而
以
為
主
於
其
內
而
童
心
失
。

其
久
也
、
道
理
聞
見
日
以
益
多
、
則
所
知
所
覚
日
以
益
広
、
於
是
焉
又
知
美
名
之
可
好
也
、
而
務
欲
以
揚
之
而
童
心
失
。
知
不
美
之
名
之
可

醜
也
、
而
務
欲
以
掩
之
而
童
心
失
。
夫
道
理
聞
見
、
皆
自
多
読
書
識
義
理
而
来
也
。
古
之
聖
人
、
曷
嘗
不
読
書
哉
。
然
縱
不
読
書
、
童
心
固

自
在
也
。
縱
多
読
書
、
亦
以
護
此
童
心
而
使
之
勿
失
焉
耳
、
非
若
学
者
反
以
多
読
書
識
義
理
而
反
障
之
也
。

（
読
み
下
し
：
蓋
し
、
方
に
其
の
始
め
や
、
聞
見
耳
目
よ
り
入
る
あ
り
。
而
し
て
其
の
内
に
主
と
為
す
を
以
て
、
童
心
を
失
へ
り
。
其

れ
、
長
ず
る
や
、
道
理
聞
見
よ
り
入
る
あ
り
、
而
し
て
其
の
内
に
主
と
為
す
を
以
て
、
童
心
を
失
ひ
け
り
。
其
れ
久
し
く
し
て
や
、
道
理
聞
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見
日
を
以
て
ま
す
ま
す
多
き
に
、
則
ち
知
る
所
覚
ゆ
る
所
日
を
以
っ
て
ま
す
ま
す
広
く
、
こ
こ
に
お
い
て
焉
ぞ
又
美
名
の
好
む
べ
き
を
知
ら

ん
や
。
而
し
て
務
め
て
以
っ
て
之
を
揚
げ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
而
し
て
童
心
を
失
ひ
け
り
。
不
美
が
名
の
醜
づ
る
べ
き
を
知
り
て
や
、
而
し
て

務
め
て
以
て
之
を
掩
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
而
し
て
童
心
を
失
ひ
け
り
。
そ
れ
、
道
理
聞
見
、
皆
読
書
を
多
く
し
て
、
義
理
を
識
る
こ
と
よ
り

来
た
る
な
り
。
古
の
聖
人
、
な
ん
ぞ
か
つ
て
読
書
せ
ざ
る
や
。
然
し
縦
ひ
読
書
せ
ざ
れ
ど
、
童
心
固
よ
り
自
ら
在
る
な
り
。
縦
ひ
多
い
に
読

書
す
れ
ど
、
亦
た
、
以
つ
て
此
の
童
心
を
護
り
て
之
を
失
ふ
こ
と
な
か
れ
。
学
者
の
若
く
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
反
つ
て
以
て
多
い
に
読
書
し

て
、
義
理
を
識
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
つ
て
之
に
障
る
な
り
。（

李
卓
吾
「
童
心
説
」（『
焚
書
』
巻
三］

12
［

）

李
卓
吾
に
よ
れ
ば
、「
童
心
」
と
い
う
の
は
「
真
心
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
失
わ
な
い
の
が
重
要
で
あ
る
。「
聞
見
」
は
す
べ
て
読
書
に

よ
っ
て
「
義
理
」
を
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
人
間
は
読
書
に
よ
っ
て
多
く
の
道
理
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
道
理
を
基
準
に
美
醜
を
判
断
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、「
美
名
」
を
挙
げ
よ
う
と
し
、
不
名
誉
な
こ
と
を
抑
え
よ
う
と
す
る
の
で
、「
真
心
」
つ
ま
り
「
童
心
」
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。

秋
成
の
「
旌
孝
記
」
も
李
卓
吾
と
同
じ
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。「
旌
孝
記
」
冒
頭
の
部
分
で
、「
名
」
つ
ま
り
名
誉
が
無
意
味
で
あ
り
、
人
間
は

そ
の
名
を
思
っ
て
孝
行
す
る
も
の
で
な
い
と
述
べ
て
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
貧
し
い
家
の
子
と
地
位
の
高
い
と
金
持
ち
の
家
の
子
に
分
け
て
、

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

近
き
世
に
見
聞
は
、
い
と
貧
し
き
人
の
子
の
、
ま
だ
あ
け
巻
め
ざ
し
な
る
ほ
ど
よ
り
、
誰
が
教
を
見
聞
に
も
あ
ら
ず
、
い
と
有
難
き
志
も

て
つ
か
ふ
る
は
、
う
み
の
宝
の
子
と
こ
そ
思
ひ
し
に
、
や
う
や
う
お
よ
ず
け
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
そ
こ
に
在
だ
に
聞
え
ぬ
は
、
い
か
に
成
立
け

ん
、
い
と
い
ぶ
か
し
う
も
こ
そ
あ
れ
。
つ
か
さ
位
高
き
き
ん
達
は
御
親
兄
の
前
に
冠
を
正
し
、
か
た
ち
つ
く
ろ
ひ
、
ゆ
め
た
が
は
じ
と
か
し
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こ
み
給
へ
ば
、
御
心
の
怠
り
は
い
か
な
り
と
も
聞
え
流
れ
ず
お
は
せ
り
き
。
富
人
の
子
も
是
に
な
ら
ひ
て
、
よ
し
あ
し
の
名
は
世
に
聞
え
ぬ

に
や
。

上
田
秋
成
「
旌
孝
記
」

教
育
を
受
け
ず
、
外
か
ら
の
「
聞
見
」
が
心
に
入
っ
て
い
な
い
貧
し
い
家
の
子
が
、
子
供
の
と
き
親
孝
行
す
る
「
う
み
の
宝
の
子
」
で
あ
り
な

が
ら
、
大
人
に
な
る
と
ど
う
な
る
か
か
わ
か
ら
な
い
。
高
貴
の
家
の
子
と
、
金
持
ち
の
家
の
子
の
善
し
悪
し
の
噂
も
聞
い
て
い
な
い
。

一
見
し
て
、
冒
頭
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
と
呼
応
し
て
、「
名
」
を
求
め
る
の
が
無
意
味
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
貧

し
い
家
の
子
と
、
富
貴
の
家
の
子
に
対
す
る
語
り
方
が
微
妙
に
異
な
る
。
貧
し
い
家
の
子
が
、「
う
み
の
真
心
」
か
ら
親
孝
行
す
る
の
を
「
つ
か

へ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
富
貴
の
家
の
子
は
、「
冠
を
正
」
し
、
形
を
整
え
る
な
ど
、
表
面
上
親
兄

の
意
志
に
「
た
が
わ
じ
」
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
読
書
・
聞
見
に
よ
る
偽
孝
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

孝
行
に
関
す
る
三
つ
の
話
の
中
で
、
一
番
目
の
物
語
が
こ
の
「
貧
し
い
家
の
子
」
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

都
に
住
む
馬
場
の
何
某
と
い
う
人
が
、
孝
行
者
の
た
め
、
周
り
の
人
が
そ
の
孝
行
の
行
状
を
公
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
親
孝
行
す
る
の
を

「
ほ
ま
れ
」
と
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
「
恥
あ
る
」
こ
と
だ
と
断
り
、
公
に
知
ら
せ
ら
れ
る
ま
え
に
夜
に
隠
れ
て
ど
こ
か
へ
逃
げ
た
。

孝
行
す
る
の
は
名
を
思
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
論
を
裏
付
け
る
た
め
の
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
貧
し
い
家
の
子
が
う
み
の
真
心
を
守
り
、

「
名
」
を
思
っ
て
い
な
い
の
で
、
つ
い
に
為
政
者
に
顕
彰
さ
れ
ず
、
そ
の
名
を
世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
真
の
孝
行
は
無
名
の
中
に
埋
も
れ
て

い
る
と
秋
成
は
言
い
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
高
貴
・
金
持
ち
の
家
の
子
は
、
読
書
に
よ
っ
て
美
醜
の
判
断
を
し
、
不
孝
の
名
を

隠
し
、
世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



日本漢文学研究 11

— （（ —

四　
読
書
す
る
富
貴
の
人
と
読
書
し
な
い
貧
し
い
人

読
書
す
る
富
貴
の
家
の
子
と
読
書
を
し
な
い
貧
し
い
家
の
子
と
を
比
較
す
る
語
り
方
が
李
卓
吾
の
著
述
の
中
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
中

に
、「
阿
寄
伝
」
と
「
孝
烈
婦
唐
貴
梅
伝
」
に
関
す
る
批
評
が
有
名
で
あ
る
。

「
阿
寄
伝
」
は
白
話
小
説
や
戯
曲
に
よ
く
敷
衍
さ
れ
る
有
名
な
話
で
あ
る
。
李
卓
吾
が
『
焚
書
』
で
引
用
し
た
の
は
田
汝
成
の
も
の
で
、
そ
の

梗
概
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

阿
寄
と
い
う
の
は
、
淳
安
徐
氏
の
下
僕
で
あ
り
、
徐
氏
に
三
兄
弟
が
お
り
、
遺
産
を
分
け
る
時
に
、
上
の
兄
二
人
が
、
馬
と
牛
を
も
ら
っ
た
の

に
対
し
て
、
末
の
弟
の
未
亡
人
が
五
十
を
過
ぎ
た
下
僕
の
阿
寄
し
か
も
ら
え
な
か
っ
た
。
未
亡
人
は
悲
し
む
が
、
阿
寄
よ
く
働
い
て
、
商
売
な
ど

を
し
て
、
主
人
の
た
め
に
「
数
万
金
」
を
設
け
、
主
人
の
子
供
を
結
婚
さ
せ
た
。
亡
く
な
っ
た
と
き
、
徐
氏
の
子
孫
は
阿
寄
が
家
財
を
ひ
そ
か
に

隠
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
調
べ
た
が
、
自
分
の
た
め
の
貴
重
な
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
。

李
卓
吾
が
こ
の
よ
う
に
批
評
す
る
。

所
謂
読
書
知
孝
弟
者
、
不
過
一
時
無
可
奈
何
之
辞
耳
。
奴
与
主
何
親
也
。
奴
於
書
何
嘗
識
一
字
也
。

（
読
み
下
し
：
所
謂
読
書
し
て
孝
弟
を
知
る
は
、
一
時
無
可
奈
何
の
辞
の
み
に
過
ぎ
ず
。
奴
、
主
と
何
の
親
な
り
や
。
奴
、
書
に
於
い
て

何
ぞ
嘗
て
一
字
を
知
る
や
。（

李
卓
吾
「
阿
寄
伝
」（『
焚
書
』
巻
五
）

こ
の
話
自
体
は
李
卓
吾
が
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。「
阿
寄
」
の
話
は
、『
明
史
』
巻
二
○
七
「
忠
義
列
伝
」（
第
一
八
五
・
孝
義
二
）
に
入
っ

て
い
て
、
そ
こ
に
は
何
の
評
語
も
な
く
、
阿
寄
の
忠
義
を
讃
え
こ
そ
す
れ
、
批
判
の
刃
は
誰
に
対
し
て
も
向
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
李
卓
吾
の
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批
評
に
よ
っ
て
、
血
縁
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
、
文
字
さ
え
知
ら
な
い
下
僕
の
阿
寄
と
主
人
徐
氏
の
兄
弟
と
そ
の
子
孫
と
の
対
照
が
明
確
に
な
っ

て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
批
判
の
刃
は
未
亡
人
を
苛
め
る
徐
氏
兄
弟
と
阿
寄
を
疑
う
人
（『
警
世
通
言
』
に
よ
れ
ば
徐
氏
兄
弟
に
唆
さ
れ
た
若
い

兄
弟
の
二
人
で
、
つ
ま
り
、
阿
寄
に
育
て
ら
れ
、「
太
学
生
」
に
な
っ
た
若
君
の
二
人
で
あ
る
）
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
儒
教
道
徳
が

読
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
李
卓
吾
の
持
論
が
加
え
ら
れ
る
。

『
焚
書
』
に
あ
る
こ
の
話
と
評
語
は
、『
続
蔵
書
』
に
も
う
一
度
収
録
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
李
卓
吾
が
こ
の
物
語
か
ら
受
け
た
感
銘
が
大
き
い
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。『
続
蔵
書
』
の
中
に
書
き
加
え
た
ら
れ
た
田
汝
成
の
評
語
に
よ
れ
ば
、
阿
寄
の
話
は
、
兪
鳴
和
か
ら
聞
い
た
と
い
う
。
兪

鳴
和
の
評
語
も
収
載
さ
れ
て
い
る
（
兪
の
評
価
は
『
焚
書
』
に
も
あ
る
）。
二
人
の
評
語
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
田
（
夫
臣
之
於
君
者
、
有
爵
祿
之
栄
。
子
之
於
父
者
、
有
骨
肉
之
愛
。
然
垂
纓
曳
綬
者
、
或
不
諱
為
盗
臣
。
五
都
之
豪
、
為
父
行
賈
、

匿
良
献
苦
、
否
且
徳
色
也
。
阿
寄
村
鄙
之
民
、
非
素
聞
詩
礼
之
風
、
心
激
寵
栄
之
慕
也
。
乃
肯
畢
心
殫
力
、
斃
而
後
已
。
嗚
呼
、
不
可
及

也
。（
兪
（
若
然
、
則
縉
紳
読
書
明
礼
儀
者
、
何
以
加
諸
？

（
読
み
下
し
：（
田
（
夫
れ
、
臣
の
君
に
於
け
る
は
、
爵
禄
の
栄
有
り
。
子
の
父
に
於
け
る
は
、
骨
肉
の
愛
有
り
。
然
れ
ど
も
、
纓
を
垂

れ
、
綬
を
曳
く
者
、
或
い
は
盗
臣
と
為
る
を
諱
ま
ず
。
五
都
の
豪
、
父
と
為
り
て
行
賈
し
、
良
を
匿
し
、
苦
を
献
り
、
徳
色
を
否
む
な
り
。

阿
寄
は
村
鄙
の
民
、
素
よ
り
詩
礼
の
風
を
聞
く
に
非
ず
、
心
寵
栄
の
慕
を
激
ま
す
な
り
。
乃
ち
畢
心
殫
力
を
肯
ん
じ
、
斃
れ
て
後
に
已
む
。

あ
あ
、
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。（
兪
（
若
し
然
れ
ば
、
則
ち
縉
紳
読
書
し
て
礼
儀
に
明
ら
か
な
る
者
、
何
を
以
て
諸
に
加
へ
ん
。（

李
卓
吾
「
義
僕
阿
寄
」（『
続
蔵
書
』
巻
二
十
五 

孝
義
名
臣
二
）

 

「
孝
」
だ
け
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
所
謂
儒
教
の
重
要
な
徳
目
「
孝
」
と
「
忠
」
に
関
し
て
、
地
位
が
高
い
、
或
い
は
金
持

ち
と
、
何
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
貧
し
い
人
を
対
照
的
に
批
評
し
て
い
る
。
田
汝
成
・
兪
鳴
和
・
李
卓
吾
の
三
者
は
、
儒
教
の
「
忠
」
と

「
孝
」
と
い
う
徳
目
を
批
判
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
、
阿
寄
の
話
か
ら
読
み
取
っ
た
の
は
、「
孝
」・「
忠
」
と
い
う
徳
目
だ
け
で
は
な
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い
。
む
し
ろ
、
虚
偽
な
る
道
学
者
へ
の
批
判
で
あ
る
。
外
か
ら
強
い
ら
れ
た
道
徳
は
「
真
心
」
を
さ
え
ぎ
り
、
道
徳
の
達
成
を
邪
魔
す
る
も
の

で
、
本
当
の
「
善
」
は
純
朴
で
、
心
に
求
め
る
べ
き
だ
と
い
う
王
陽
明
に
唱
え
ら
れ
、
王
心
斎
・
羅
近
渓
ら
に
受
け
継
が
れ
る
「
不
学
不
慮
」・

「
赤
子
之
心
」
と
い
う
よ
う
な
思
考
の
延
長
線
に
あ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
明
末
の
主
情
主
義
思
潮
の
中
で
普
遍
的

な
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

も
う
一
つ
、
楊
慎
「
孝
烈
婦
唐
貴
梅
伝
」
に
つ
い
て
、
李
卓
吾
の
批
評
が
同
じ
よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る
。
楊
慎
「
孝
烈
婦
唐
貴
梅
伝
」、

明
史
に
収
録
さ
れ
る
物
語
、
そ
し
て
、
白
話
小
説
と
の
比
較
は
森
紀
子
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る］

1［
［

。
こ
こ
で
重
複
を
避
け
て
、
本
論
と

関
係
す
る
部
分
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
楊
慎
の
「
孝
烈
婦
唐
貴
梅
伝
」
に
関
し
て
は
、
李
卓
吾
が
以
下
の
よ
う
に
批
評
す
る
。

先
王
教
化
、
只
可
行
於
窮
郷
下
邑
、
而
不
可
行
於
冠
裳
済
済
之
名
区
。
只
可
行
於
三
家
村
里
不
識
字
之
女
兒
、
而
不
可
行
於
素
読
書
而
居

民
之
上
者
之
君
子
。
池
州
通
判
毛
玉
、
非
素
読
書
而
居
於
民
上
之
君
子
乎
。
慈
溪
為
県
、
又
非
毛
玉
所
産
之
巨
邑
名
区
乎
。
今
通
判
貪
賄
而

死
逼
孝
烈
以
淫
、
素
読
書
而
沐
教
化
者
如
此
、
孝
烈
唐
貴
梅
寧
死
而
不
受
辱
、
未
曾
読
書
而
沐
聖
教
者
如
彼
、
則
先
王
之
教
化
亦
徒
矣
。

（
読
み
下
し
：
先
王
の
教
化
、
只
だ
窮
郷
下
邑
に
於
い
て
行
ふ
べ
く
し
て
、
冠
裳
済
済
の
名
区
に
於
い
て
行
ふ
べ
か
ら
ず
。
三
家
村
里
字

を
識
ら
ぬ
女
兒
に
於
い
て
行
ふ
べ
く
し
て
、
素
よ
り
読
書
し
て
民
の
上
に
居
る
者
の
君
子
に
於
い
て
行
ふ
べ
か
ら
ず
。
池
州
通
判
毛
玉
、
素

よ
り
読
書
し
て
民
の
之
に
居
る
君
子
に
非
ず
や
。
慈
溪
、
県
と
為
る
は
、
又
た
毛
玉
に
產
ま
る
る
の
巨
邑
名
区
に
非
ず
や
。
今
、
通
判
賄
い

を
貪
り
て
孝
烈
に
淫
を
以
て
し
て
死
逼
（
し
ひ
つ
（
し
、
も
と
よ
り
読
書
し
て
聖
教
に
沐
す
る
者
、
此
の
如
し
。
孝
烈
唐
貴
梅
寧
ろ
死
し
て

辱
し
め
を
受
け
ず
。
未
だ
曾
て
読
書
せ
ず
し
て
聖
教
に
沐
す
る
者
は
彼
の
如
く
、
則
ち
、
先
王
の
教
化
亦
た
徒
ら
な
り
。（

李
卓
吾
「
孝
烈
婦
唐
貴
梅
伝
」（『
焚
書
』
巻
五
）

こ
こ
で
も
、
李
卓
吾
が
同
じ
く
読
書
す
る
「
君
子
」
と
教
育
を
受
け
て
い
な
い
貧
し
い
人
に
分
け
て
比
較
し
、
道
徳
と
い
う
の
は
、
読
書
に
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よ
っ
て
身
に
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
読
書
は
む
し
ろ
心
か
ら
発
す
る
「
道
徳
」
の
邪
魔
に
な
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
李
卓
吾
が
繰
り
返

し
て
強
調
し
て
い
る
の
は
、
孝
烈
婦
唐
貴
梅
が
「
読
書
」
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
史
と
し
て
の
『
明
史
』
に
は
、
着

目
の
重
点
が
「
孝
」・「
烈
」
に
あ
っ
て
、
姑
と
代
官
の
「
悪
」
は
不
問
に
済
ま
さ
れ
て
い
る
。『
三
刻
拍
案
驚
奇
』（
第
六
回
）「
氷
心
還
独
抱
、

悪
計
枉
施
教
」
は
、
終
わ
り
に
李
卓
吾
の
評
点
を
引
用
し
な
が
ら
、
冒
頭
で
は
唐
貴
梅
を
没
落
す
る
儒
学
者
の
娘
に
仕
立
て
上
げ
、
幼
い
こ
ろ
か

ら
儒
教
の
経
典
を
熟
読
す
る
女
性
に
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
、
小
説
の
思
想
性
が
李
卓
吾
と
背
反
し
て
い
る
。

『
阿
寄
伝
』
と
『
孝
烈
婦
唐
貴
梅
伝
』
に
関
す
る
李
卓
吾
の
評
語
か
ら
、
明
末
の
文
芸
界
を
リ
ー
ド
す
る
反
理
学
の
思
潮
が
読
み
取
れ
る
。
そ

し
て
、
読
書
を
す
る
富
貴
の
人
よ
り
読
書
せ
ず
「
不
学
不
慮
」
の
貧
し
い
人
の
ほ
う
が
善
良
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、「
旌
孝
記
」
に
見
ら
れ
る

語
り
方
は
か
な
ら
ず
し
も
特
異
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
人
間
の
天
性
を
肯
定
し
、
理
学
を
批
判
す
る
思
潮
は
、
日
本
近
世
の
思
想
家
た
ち
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
伊
藤
仁
斎
の
人
性
肯

定
論
も
朱
子
学
を
反
対
し
、
陽
明
学
に
接
近
し
た
結
果
で
あ
る
と
中
野
三
敏
氏
が
指
摘
し
て
い
る］

11
［

。
伊
藤
仁
斎
に
せ
よ
、
荻
生
徂
徠
に
せ
よ
、
陽

明
学
、
そ
し
て
陽
明
学
左
派
と
は
多
く
の
相
似
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
「
不
慮
不
学
」
と
い
う
点
で
も
、
同
じ
で
あ

る
。
例
え
ば
荻
生
徂
徠
『
弁
名
』
孝
悌
・
一
則
に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

孝
悌
不
待
解
。
人
所
皆
知
也
。（
中
略
（
人
無
貴
賎
。
莫
不
有
父
母
。
父
母
生
之
膝
下
。
如
它
百
行
。
或
強
壮
乃
能
行
之
。
唯
孝
自
幼
可

行
。
它
百
行
。
或
非
学
無
能
行
之
。
唯
孝
心
誠
求
之
。
雖
不
学
可
能
。

（
読
み
下
し
：
孝
悌
は
解
を
待
た
ず
。
人
の
皆
知
る
所
な
り
。（
中
略
（
人
、
貴
賎
と
な
く
、
父
母
有
ら
ざ
る
は
な
く
、
父
母
こ
れ
を
膝
下

に
生
ず
。
它
の
百
行
の
ご
と
き
は
、
或
い
は
強
壮
に
し
て
す
な
は
ち
能
く
こ
れ
を
行
ふ
。
た
だ
孝
の
み
は
幼
よ
り
行
ふ
べ
し
。
它
の
百
行

は
、
或
い
は
学
ぶ
に
非
ず
ん
ば
、
能
く
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
な
し
。
た
だ
孝
の
み
は
、
心
に
誠
に
こ
れ
を
求
め
ば
、
学
ず
と
い
へ
ど
も
能
く
す

べ
し
。（
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荻
生
徂
徠
『
弁
名］

11
［

』

同
じ
く
『
弁
名
』
聖
・
四
則
に
も
「
夫
聖
人
叡
智
之
徳
受
諸
天
、
岂
可
学
而
至
乎］

11
［

」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
所
謂
道
徳
が
、「
学
」

に
よ
っ
て
至
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五　
お
わ
り
に

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
読
書
に
よ
っ
て
道
徳
を
強
い
る
こ
と
に
反
対
す
る
「
不
学
不
慮
」
と
い
う
思
考
は
、
孟
子
に
指
摘
さ
れ
、
王
陽
明
に

「
良
知
」
と
い
う
概
念
で
敷
衍
さ
れ
、
さ
ら
に
明
末
に
至
っ
て
は
、
陽
明
学
左
派
の
学
者
た
ち
に
「
赤
子
之
心
」、「
童
心
」
と
い
っ
た
テ
ー
ゼ
に

釈
義
さ
れ
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
時
代
を
リ
ー
ド
す
る
思
潮
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
徂
徠
な
ど
古
学
派
の
儒
者
、
そ
し

て
国
学
者
も
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
が
朱
子
学
の
対
抗
教
学
と
し
て
起
こ
り
、
こ
れ
が
流
行
的
な
思
考
と
な

り
、
東
ア
ジ
ア
社
会
、
特
に
日
本
の
近
世
人
文
社
会
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
秋
成
の
「
旌
孝
記
」
に
現
わ
れ
る
「
真
心
」、

「
学
ば
ず
受
け
ず
」
と
い
う
こ
と
を
尊
ぶ
思
想
も
、
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
す
る
こ
の
思
潮
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
特
別
な
も
の
で
は
な

い
と
言
え
よ
う
。

付
記

本
稿
は
筆
者
が
二
〇
一
四
年
北
京
外
国
語
大
学
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
た
博
士
論
文
『
上
田
秋
成
文
学
と
明
末
文
芸
思
潮
』（
原
論

文
題
目
：
上
田
秋
成
文
学
与
晩
明
文
学
思
潮
）
の
一
節
を
も
と
に
改
稿
し
、
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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注［
１
］
山
本
綏
子
「『
藤
簍
冊
子
』「
旌
孝
記
」
論
一
秋
成
和
文
の
屈
折
」（『
鯉
城
往
来
』
一
三
、
二
〇
一
〇
年
（、（（-（（

頁
。

［
２
］
本
文
引
用
は
高
橋
博
巳
編
集
・
解
説
『
淇
園
詩
文
集
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
六
年
（
に
よ
る
。
底
本
は
文
化
十
三
年
序
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
。
句
読
点
は

筆
者
が
施
し
た
。

［
３
］
菅
野
則
子
校
訂
『
官
刻
孝
義
録
』
第
一
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
（、
（
頁
。

［
４
］
李
豊
春
『
中
国
古
代
旌
表
研
究
』（
雲
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
（、
11
頁
。
日
文
翻
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

［
５
］
本
文
引
用
は
、『
上
田
秋
成
全
集
』
第
十
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
（
所
収
「
藤
簍
冊
子
」
に
よ
る
。
以
下
同
。

［
６
］
本
文
引
用
は
、
蕭
無
陂
校
釈
『
伝
習
録
校
釈
』（
岳
麓
書
社
、
二
〇
一
二
年
（
に
よ
る
。
本
書
は
、
台
湾
・
商
務
印
書
館
・
文
淵
閣
四
庫
全
書
『
王
文
成
全
書
』

に
収
録
さ
れ
る
『
伝
習
録
』
を
定
本
と
し
、
ほ
か
の
諸
本
を
参
考
に
し
て
翻
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
王
文
成
全
書
』
に
収
録
さ
れ
た
こ
の
復
刻
本
は
実
は
隆

慶
本
で
あ
る
と
校
注
者
が
指
摘
し
て
い
る
。

［
７
］
岸
本
美
緒
『
明
清
交
替
と
江
南
社
会

─
1（
世
紀
中
国
の
秩
序
問
題
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
（、
（1
頁
。
同
書
は
「
赤
子
」、
及
び
明
末
に
お
け
る

「
不
学
不
慮
」
の
思
想
的
・
歴
史
的
な
背
景
に
言
及
し
、
本
論
を
書
く
に
際
し
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
上
に
、
参
考
資
料
を
辿
る
の
に
も
重
要
な
手
が

か
り
も
与
え
て
く
れ
た
。

［
８
］
王
心
斎
の
著
作
は
そ
の
門
人
に
よ
っ
て
『
王
心
斎
先
生
全
集
』（
五
巻
（
に
集
録
さ
れ
、
現
在
和
刻
本
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
江
戸
末
期
の
一
八
四
七
年
に
刊
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
秋
成
の
思
想
を
考
え
る
に
も
十
分
参
考
に
な
る
資
料
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
の
引
用
は
、
長
澤
規
矩
也
編
、
和
刻
本
漢
籍
文
集
第
1（

輯
、『
王
心
斎
先
生
全
集
』
所
収
（
汲
古
書
院
、
昭
和
五
十
三
年
（
を
用
い
た
。

［
９
］
郷
村
に
お
け
る
民
間
の
規
約
で
も
あ
り
、
一
種
の
民
間
組
織
で
あ
る
。
明
代
に
至
っ
て
は
、
政
府
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
民
衆
を
定
期
的
に
同
じ
場
所
に
集
め
さ

せ
、
知
識
人
に
よ
っ
て
、
儒
教
の
道
徳
・
倫
理
・
規
範
を
聞
か
せ
る
と
い
う
よ
う
な
「
郷
約
を
講
じ
る
」
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
明

代
で
は
、
明
の
太
祖
に
よ
っ
て
頒
布
さ
れ
た
六
か
条
の
教
訓
で
あ
る
聖
諭
六
言
（
通
称
「
六
諭
」（
を
、
実
践
的
な
陽
明
学
派
の
学
者
た
ち
が
盛
ん
に
講
じ
、
そ

の
解
釈
を
積
極
的
に
し
て
い
た
。

［
10
］
原
文
は
白
話
に
近
い
口
語
体
な
の
で
、
こ
こ
で
は
訓
読
せ
ず
、
大
意
を
ま
と
め
た
。

［
11
］
羅
近
渓
が
郷
約
を
宣
講
す
る
時
の
内
容
が
収
録
さ
れ
た
も
の
。
旴
江
門
人
左
宗
郢
・
張
鳳
翔
編
、
孫
羅
懐
本
刻
。
四
庫
全
書
存
目
叢
書
集
部
第
一
三
〇
冊
所
収
、

『
耿
中
丞
楊
太
史
批
點
近
溪
羅
子
全
集
二
十
四
卷
（
二
（』（
福
建
師
範
大
学
図
書
館
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
藏
明
万
暦
刻
本
（。
引
用
の
際
、
漢
字
は
日
本

の
当
用
漢
字
に
変
換
し
た
。
以
下
同
。

［
1（
］『
沱
川
余
氏
郷
約
』
と
『
六
諭
集
解
』
は
い
ず
れ
も
阿
部
泰
紀
氏
の
中
国
語
論
文
「
中
日
宣
講
聖
諭
的
話
語
流
動
」（
台
湾
・『
興
大
中
文
学
報
』
第
（（
期
、
二
〇

一
二
年
（
に
紹
介
さ
れ
た
資
料
で
、
以
下
、
本
稿
で
『
六
諭
』
に
関
す
る
文
献
を
た
ど
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。

［
1（
］
引
用
は
『
古
代
郷
約
及
郷
治
法
律
文
獻
十
種
』
第
一
冊
所
収
復
刻
本
『
上
諭
合
律
郷
約
全
書
』（
清
康
熙
十
八
年
陳
秉
直
刻
本
（
に
よ
る
。『
上
諭
合
律
郷
約
全

書
』
と
は
、
明
の
太
祖
の
六
諭
で
は
な
く
康
熙
皇
帝
の
上
諭
十
六
条
の
解
釈
本
で
あ
る
『
上
諭
合
律
注
解
』（
陳
秉
直
（
と
『
六
諭
集
解
』（
魏
象
樞
（
が
収
録
さ
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れ
た
も
の
あ
る
。
こ
の
段
の
考
察
に
当
た
っ
て
は
す
べ
て
上
記
の
復
刻
本
を
確
認
し
、
引
用
の
際
、
句
読
点
は
筆
者
が
施
し
た
。

［
1（
］『
六
諭
集
解
』
の
序
に
康
熙
十
三
年
と
書
い
て
あ
り
、『
上
諭
合
律
郷
約
全
書
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
清
の
康
熙
十
八
年
で
あ
る
。

［
1（
］
引
用
は
、
国
文
学
資
料
館
蔵
『
六
諭
衍
義
』、
荻
生
徂
徠
訓
点
、
享
保
六
年
刊
。
句
読
点
は
筆
者
が
施
し
た
。

［
1（
］
阿
部
泰
紀
「
中
日
宣
講
聖
諭
的
話
語
流
動
」（『
興
大
中
文
学
報
』、
第
（（
期
、
二
〇
一
二
年
（、
一
一
七
頁
。

［
1（
］
紙
幅
の
都
合
上
、
引
用
は
省
略
し
た
が
、
本
文
は
中
村
幸
彦
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
た
「
六
諭
衍
義
大
意
」（
日
本
思
想
大
系
『
近
世
町
人
思
想
』
所
収
（
岩
波

書
店
、
一
九
七
五
年
、
底
本
は
享
保
七
年
刊
洛
陽
版
（
を
参
考
し
た
。

［
1（
］
語
録
に
見
ら
れ
る
。

［
1（
］
楊
起
元
、『
続
刻
楊
復
所
先
生
家
蔵
文
集
八
巻
』（
復
刻
本
は
四
庫
全
書
存
目
叢
書
集
部
第
一
六
七
冊
に
収
録
さ
れ
、
底
本
は
天
津
図
書
館
蔵
明
楊
見
晙
刻
本
（。

注
1（
の
語
録
と
と
も
に
阮
春
暉
『
陽
明
後
学
現
成
良
知
思
想
研
究
』（
中
国
・
湖
南
大
学
二
〇
一
二
年
度
博
士
論
文
（
に
紹
介
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
。

［
（0
］
本
文
引
用
は
『
李
贄
全
集
注
』（
中
国
・
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
（
に
よ
る
。
以
下
、
李
卓
吾
の
著
作
を
引
用
す
る
場
合
、
こ
の
全
集
に
よ
る
。

本
書
第
一
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
焚
書
』
と
『
続
焚
書
』
は
中
華
書
局
『
焚
書
・
続
焚
書
』（
一
九
七
四
年
（
合
刊
本
を
底
本
と
し
、
万
暦
二
十
八
年
（
一
六

○
〇
（
蘇
州
陳
証
聖
序
刊
本
な
ど
を
参
考
に
し
て
校
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

［
（1
］ 

森
紀
子
『
転
換
期
に
お
け
る
中
国
儒
教
運
動
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
〇
五
年
。
（（
─

（（
頁
。

［
（（
］
中
野
三
敏
「
江
戸
儒
学
史
再
考

─
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
の
回
復
を
願
う
と
と
も
に
」『
日
本
思
想
史
学
』（
日
本
思
想
史
学
会
編
（
四
〇　

二
〇
〇
八
年

［
（（
］
元
文
（
（
一
七
四
〇
（
年
刊
。
漢
文
と
訓
読
文
の
引
用
は
い
ず
れ
も
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
徂
徠
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
1
年
（
に
よ
る
。

［
（（
］
上
と
同
じ
。

　
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

　
　

・
陽
明
学
左
派　

・
赤
子
之
心　

・
六
諭　

・
童
心
説　

・
不
学
不
慮




