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ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ヴ
セ
巳
於
け
る
東
洋
思
想
概
観

飯

園

男

田

コ
プ
l

ミ
ア
シ
」
で
予
感
さ
れ
、
そ
れ
に
績
く
作
品
「
ク
ラ
イ
ン
と
ワ
l

グ
ナ
l

」
、
「
シ
ッ
ダ
ル
タ
」
、
「
湯
治
客
」
、
「
荒
野
の
狼
」
、
「
ナ
ル
チ
ス
と
ゴ
ル
ト
ム

ン
ト
」
、
「
東
方
巡
躍
」
そ
し
て
「
硝
子
玉
球
戯
」
ま
で
そ
の
中
に
繰
返
し
表
現
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
精
紳
的
風
光
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
背
後
に
夫
々
異
な
る
問
題

や
情
調
を
持
ち
な
が
ら
、
相
互
に
は
っ
き
り
し
た
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
試
み
に
「
荒
野
の
狼
」
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
不
死
な
る
も
の
等
の
一

人
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
自
分
の
苦
悩
を
欄
笑
さ
れ
て
か
合
と
な
り
、
そ
の
排
髪
に
と
び
つ
い
た
彼
が
、
流
星
の
尾
に
ぶ
ら
さ
が
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
、
一
緒
に

之
等
不
死
な
る
も
の
は
お
そ
ろ
し
い
稀
薄
な
氷
の
空
気
で
平
気
で
い

る
の
だ
。
で
も
こ
の
空
気
は
気
持
よ
か
っ
た
、
気
を
失
う
前
に
ち
ょ
っ
と
の
間
感
じ
た
の
だ
が
。
身
を
切
る
よ
う
な
す
み
渡
っ
た
清
朗
さ
に
身
を
貫
か
れ
、
モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
が
笑
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
明
る
く
荒
々
し
く
、
そ

b

て
こ
の
地
上
に
か
か
わ
り
な
く
笑
い
た
く
て
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
」
こ
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
笑
い
は
「
一
片
の
紳
事
」
と
い
う
小
文
の
中
で
書
い
て
い
る
、
異
の
人
間
に
な
る
三
つ
の
民
階
の
、
そ
の
最
後
の
境
地
か
ら
の
ぞ
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
彼
は
よ
く
こ
の
、
人
間
に
な
る
こ
と
〈
冨g
m
s
d
S
E
E
m「
化
身
」
と
ゅ
う
意
味
の
語
〉
或
は
自
己
貫
現
〈ω巳
Z
Z
R

三
円
E
W
E
ロ
m
〉
と
い
う
言
葉
を
使

う
。
）
即
ち
、
罪
を
知
ら
ぬ
天
園
、
或
は
子
供
の
前
段
階
か
ら
、
責
任
や
善
悪
の
知
識
、
文
化
や
道
徳
や
宗
教
や
人
間
の
理
想
の
要
請
の
中
へ
、
第
二
段
階
へ
入

虚
空
を
ひ
き
廻
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
こ
の
世
界
は
又
何
と
冷
た
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
此
の
段
階
を
各
個
人
が
自
分
の
身
で
、
最
後
ま
で
生
き
抜
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
要
請
を
全
く
充
た
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
紹
望
に
陥
入
る
、
そ
の
時
、
人
は
波
落
す
る
か
、
第
三
の
段
階
に
入
る
か
で
あ
る
。
そ
こ
は
精
神
の
世
界
、
道
徳
、
法
則
の
彼
岸
の
扶
態
、
高
次
の
、
責
任

の
な
い
獄
態
、
或
は
信
仰
と
言
っ
て
い
い
段
階
で
あ
る
。
我
々
の
認
識
を
超
え
て
一
つ
の
紳
、
或
は
「
何
か
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

・
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
彼
の
言
う
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人
間
の
最
終
段
階
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
恩
寵
と
呼
び
、
東
洋
で
は
、
印
度
で
ア

l

ト
マ
シ
（
虞
我
、
之
に
封
し
宇
宙
我
を
プ
ラ
フ
マ
シ
と
言
い
、

タ
オ

同
一
で
あ
る
と
パ
ラ
モ
シ
教
で
言
っ
て
い
る
）
、
中
国
で
は
老
子
の
道
左
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。

こ
の
ニ
つ
は

ヘ
ッ
セ
が
畏
敬
を
以
て
遍
歴
し
た
東
と
西
の
宗
教
、
そ
こ
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
異
端
を
も
含
め
た
キ
リ
ス
ト
教
、印
度
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
か
ら
ヒ
y
ズ
1

教

ま
で
、
中
園
の
易
経
か
ら
老
子
や
孔
子
そ
の
後
の
思
想
家
に
至
る
思
想
が
あ
る
。

な
照
臆
と
離
反
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
は
到
底
及
び
難
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
大
き
く
先
ず
、
そ
の
概
観
を
得
る
こ
と
を
こ
の
文
の
目
的
と
し
た
い
。

之
等
の
思
想
や
、
文
大
衆
悌
数
、
締
な
ど
か
ら
、へ
ッ
セ
の
思
想
と
の
徴
妙

* 

* 

本

へ
ッ
セ
と
東
洋
と
の
関
係
を
外
か
ら
見
る
と
、
既
に
母
方
の
租
父
が
印
度
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
惇
道
に
従
事
し
、

こ
と
が
あ
る
。
子
供
時
代
、
家
庭
に
も
よ
く
東
洋
人
の
来
訪
が
あ
り
、
極
く
自
然
に
東
の
世
界
を
呼
吸
し
て
い
た
。

父
母
も
一
時
布
教
で
印
度
に
居
た

- 35 ー

世
界
の
宗
教
に
段
階
な
ど
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
中
で
，
次
第
に
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
（
キ
リ
ス
ト
教
は
紹
え
ず
彼
の
根
抵
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
現
賓
に
現
わ
れ
た
制
度
で
あ
る
、

教
曾
に
は
背
を
向
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
之
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
友
人
フl
ゴ
I

・
パ
ル
と
親
密
な
交
わ
り
を
持
っ
た
時
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
曾
に
封
し
て
表
明

さ
れ
た
疑
惑
に
も
う
か
ど
わ
れ
る
。
）
第
一
衣
戟
前
に
自
身
、
印
度
、
東
南
ア
ジ
ア
を
放
行
し
て
い
る
が
現
賓
の
イ
シ
ド
に
は
た
だ
疲
れ
き
っ
て
蹄
っ
て
き
た
よ

ぅ

Lで
あ
る
。

文
、
中
園
思
想
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
を
三
十
す
ぎ
る
迄
知
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
第
一
衣
戦
中
に
は
、
屡
々
、
書
庫
の
中
で
中
園
の
智
慧
に
耳

を
傾
け
て
い
た
。
因
み
に
中
園
の
古
典
が
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
優
れ
た
醗
誇
で
，
次
々
に
本
腰
に
紹
介
さ
れ
だ
し
た
の
は
一
九
二

O
年
の
初
め
か
ら

で
あ
っ
た
。
こ
の
事
責
を
知
っ
て
衣
の
文
章
の
感
動
も
う
な
ず
け
る
。
「
序
々
に
何
年
か
の
間
隔
を
お
い
て
、
印
度
人
、
中
園
人
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
に
人
間

存
在
の
同
じ
解
稗
に
再
曾
す
る
こ
と
、
文
核
心
を
潟
す
問
題
の
予
感
が
確
讃
さ
れ
、
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
象
徴
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
の

は
私
の
最
も
意
義
深
い
精
神
的
檀
験
で
あ
っ
た
。
」
（
「
一
片
の
紳
皐
」
）



本

* 

* 

拐
、
西
、
洋
と
東
、
洋
の
遣
い
と
い
う
こ
と
は
i

古
来
様
々
な
人
が
、
い
ろ
い
ろ
な
観
貼
か
ら
説
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
西
洋
の
動
的
、
東
洋
の
静
的
、
積
極
と

消
極
、
理
性
の
文
化
と
感
情
の
文
化
、
物
質
主
義
と
精
紳
主
義
、
此
岸
と
彼
岸
、
民
主
と
濁
裁
等
々
。
ス
イ
ス
の
婦
人
で
長
い
間
、
中
園
と
日
本
に
居
た
リ
リ

イ
・
ア
ベ
ッ
ク
は
之
等
の
見
解
に
夫
々
反
論
の
述
ベ
得
る
こ
と
を
示
し
、
自
分
は
心
理
の
面
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
以
下
彼
女
に
従
っ
て
見
て
い
こ
う
と

思
う
。先

ず
、
人
聞
は
誰
で
も
統
一
的
全
一
的
な
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
西
欧
人
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
一
本
の
線
か
ら
心
の
持
つ
い
ろ
い
ろ
な
能
力
｜
｜
知
性
と
か

意
志
と
か
感
情
と
か
ー
ー
が
大
き
な
弧
を
描
い
て
離
れ
て
ゆ
き
護
展
す
る
が
、
東
洋
人
に
あ
っ
て
は
、
統
一
、
全
一
が
飽
く
ま
で
主
髄
と
な
り
、
心
の
様
々
な

能
力
は
絶
え
ず
散
裂
し
つ
つ
も
、
直
ぐ
に
そ
の
主
憧
に
も
ど
る
傾
向
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
地
球
上
、
西
欧
以
外
ど
こ
で
も
議
生
を

見
な
か
っ
た
科
撃
と
進
歩
と
い
う
輝
や
か
し
い
現
象
を
説
明
し
て
ゆ
く
。し
か
し
又
こ
の
進
歩
の
思
想
が
、
ど
の
よ
う
に
議
展
し
、
科
撃
が
ど
こ
に
到
達
し
た
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か
は
今
見
る
よ
う
で
あ
る
。
へ
ッ
セ
は
、
現
代
は
「
進
歩
の
強
烈
な
自
信
で
進
行
し
て
き
た
文
化
が
突
然
、
無
の
暗
黒
に
直
面
し
た
時
代
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
文
、
文
明
人
の
生
活
に
つ
い
て
、
「
自
分
の
生
活
に
射
す
る
巌
密
な
批
判
を
さ
ま
た
げ
：
：
：
人
生
の
暖
昧
さ
、
紹
望
的
な
悲
哀
や
荒
巌
を
さ
と
る
妨
げ
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
永
久
に
纏
績
し
て
い
る
機
械
運
動
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
生
活
の
機
械
化
と
集
圏
化
を
時
代
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ

は
既
に
「
技
術
的
な
世
紀
は
出
来
得
る
限
り
促
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
だ
け
早
く
波
落
す
る
よ
う
に
、
」
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
人
間
の
統
一

的
な
人
格
が
盆
々
脅
や
か
さ
れ
、
魂
の
平
板
化
を
費
す
こ
の
よ
う
な
時
代
に
「
人
間
」
が
反
抗
し
て
統
一
的
な
思
想
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
営
然
な
欲
求
で

あ
る
。
ア
ベ
ッ
ク
は
、
統
一
の
思
想
、
そ
の
智
慧
を
初
め
か
ら
持
っ
て
い
た
東
洋
思
想
を
西
洋
の
科
撃
と
進
歩
と
並
べ
て
、
優
れ
た
人
類
の
精
神
の
成
果
と
見

て
い
る
、
し
か
し
そ
の
東
洋
は
、
進
化
の
思
想
を
最
初
か
ら
無
批
判
仁
拒
否
し
た
、
と
こ
ろ
が
西
洋
は
無
批
判
に
そ
の
全
能
を
信
じ
た
の
で
、
共
に
進
歩
の
思

想
の
妥
嘗
す
る
領
域
を
見
極
め
な
か
っ
た
と
解
す
る
。



掠
、
ヘ
ッ
セ
は
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
の
分
裂
を
、
第
一
次
戦
前
後
、
烈
し
く
自
己
の
中
に
膿
験
し
た
。
こ
の
自
己
の
中
の
分
裂
に
統
一
を
粛
す
こ
と
が
、
彼
の
、

世
界
と
自
己
に
封
す
る
課
題
と
な
っ
た
。
彼
は
第
一
衣
戟
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
紳
の
混
乱
の
中
に
あ
っ
て
、
丁
度
、
自
分
の
家
庭
の
崩
壊
も
重
な
り
、
内
面
も
崩

れ
去
り
、
ど
こ
に
も
足
が
か
り
を
な
く
し
、
「
自
己
自
身
に
つ
き
も
ど
さ
れ
、
さ
し
向
か
い
に
さ
せ
ら
れ
た
人
間
」
と
な
っ
て
、
暫
ら
く
、
ゾ
シ
マ
ッ
ト
の
精
神
醤

ラ
シ
グ
の
と
こ
ろ
に
居
る
こ
と
に
な
る
。

分
裂
の
諸
相
は
、
齢
り
に
も
「
健
全
な
」
満
足
し
た
市
民
達
に
封
照
し
て
「
荒
野
の
狼
」
や
「
ク
ラ
イ
ン
と
ワ
l

グ

精
紳
病
者
に
な
る
こ
と
の
方
が
一
一
層
債
値
あ
り
、
高
貴
で
あ
り
、

ナ
l

」
等
の
中
に
徹
底
し
て
描
寓
さ
れ
て
い
る
。
「
湯
治
客
」
で
は
「
或
る
時
代
の
下
で
は
、
総
べ
て
の
理
想
を
犠
牲
に
供
し
て
そ
の
時
代
に
順
臆
す
る
よ
り
、

一
一
層
正
し
く
は
な
い
か
、
と
い
う
の
は
人
を
感
動
せ
し
め
る
恐
ろ
し
い
問
題
で
あ
る
」
と
言

っ
て
い
る
。
精
紳
の
分
裂
を
自
己
の
中
の
意
識
と
無
意
識
の
分
裂
と
し
て
、
無
意
識
の
領
域
に
あ
る
も
の
を
一
つ
一
つ
意
識
の
領
域
に
上
せ
、
葛
藤
の
な
い
統

一
を
費
そ
う
と
す
る
努
力
が
績
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
精
神
分
析
は
、
危
険
を
苧
ん
だ
臨
床
的
な
臆
用
面
よ
り
も
、
質
験
、
分
析
、
推
理
に
よ
っ
て
一
歩
々
々

印
度
や
中
園
の
思
想
は
初
め
か
ら
生
き
た
人
聞
が
掴
ん
だ
有
機
的
統
一

接
見
し
、
前
進
し
て
い
く
科
撃
で
あ
り
、
殊
に
議
展
段
階
に
あ
る
も
の
に
思
わ
れ
る
。

グ
ネ
フ
コ
ウ
が
精
神
分
析
は
以
後
彼
に
表
現
の
豊
か
- 37 ー

精
神
分
析
は
へ
ッ
セ
の
心
を
決
定
的
に
内
に
向
け
る
の
に
大
き
な
役
割
を
し
た
が
、

彼
に
最
後
ま
で
主
導
的
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
特
に
印
度
や
中
園
の
思
想
の
持
つ
魂
の
衛
生
で
あ
っ
た
。

で
あ
り
、

一
つ
の
生
命
を
全
的
に
直
裁
に
求
め
賓
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
を
粛
し
た
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
位
置
づ
け
が
う
か
ど
わ
れ
る
。一
請
、
非
常
に
精
神
分
析
の
要
素
の
強
い
「
ク
ラ
イ
ン
と
ワ
l

グ
ナ
l

」
に
於
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
、
救
済
の
可
能
性
が
あ
り
得
な
い
の
は
、
そ
の
最
後
の
部
分
で
、
入
水
し
た
ク
ラ
イ
ン
の
幻
影
に
於
け
る
二
元
の
止
揚
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

人
間
の
う
ち
に
、
又
人
間
と
世
界
に
統
一
・
和
解
を
得
ょ
う
と
す
る
課
題
は
永
遠
に
一
つ
で
あ
る
。

も
、
一
個
人
に
於
て
も
。
殊
に
そ
の
課
題
の
賓
現
す
る
の
に
難
し
く
思
わ
れ
る
時
代
に
、
へ
ッ
セ
は
内
心
の
衡
迫
に
促
さ
れ
、
彼
の
所
謂
、
時
、
空
を
超
え
た

そ
し
て
人
間
の
環
境
は
永
遠
に
嬰
わ
る
、
時
代
に
於
て

「
東
方
巡
趨
」
の
内
面
の
放
を
、
自
己
自
身
へ
の
這
を
歩
み
始
め
た
わ
け
で
あ
る
。

* 

* 

* 

句，

\ 

〆
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生
活
と
作
品
を
動
か
し
て
い
く
根
本
の
強
い
力
は
、

部
に
も
世
界
の
中
に
も
見
ら
れ
る
封
立
で
あ
る
。

先
ず
、
ヘ
ッ
セ
の
終
生
の
問
題
で
あ
り
、

衡
動
と
精
神
、
自
然
と
超
自
然
と
い
う
よ
う
な
、
自
己
の
内

一
つ
の
事
柄
に
封
し
て
封
極
に
あ
る
二
つ
の
議
言
が
共
に
正
し
く
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と

さ
れ
、
之
に
よ
っ
て
今
迄
一
つ
だ
け
の
原
理
、
例
え
ば
因
果
論
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
た
知
識
よ
り
も
、
巌
密
さ
は
失
わ
れ
で
も
よ
り
異
質
に
近
づ
い
て
い
る

現
代
の
物
理
事
で
は
二
元
論
の
止
揚
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、

と
主
張
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
（
ア
ベ
ッ
ク
）

キ
V

ス
ト
教
に
善
悪
の
非
常
に
苛
烈
な
二
元
論
が
あ
る
。
ζ

の
絶
望
的
に
融
和
し
難
い
原
罪
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
の
側
か
ら
の
思
寵
が
あ
り
得
る
わ
け
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
固
定
的
な
二
元
論
は
、
現
賓
の
枇
曾
に
あ
っ
て
は
屡
々
道
徳
の
領
域
に
止
ま
り
が
ち
で
あ
る
。ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
乳
呑
見
が
母
親

の
胸
に
乳
を
呑
ん
で
い
る
の
を
見
て
も
既
に
罪
を
感
ず
る
と
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
東
洋
で
は
こ
の
よ
う
な
罪
の
観
念
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従

っ
て
十
字
架
の
な
い
、
仲
介
者
の
歓
け
て
い
る
紳
秘
主
義
と
な
る
。
例
え
ば
易
経
の
陰
陽
に
は
善
悪
の
観
念
は
な
く
、
そ
れ
は
創
造
す
る
も
の
と
受
け
る
も
の

と
い
う
世
界
の
二
つ
の
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
各
々
の
中
に
他
方
の
萌
芽
を
抱
い
て
お
り
、
・
次
々
に
他
方
へ
移
っ
て
ゆ
く
流
動
的
性
質
を
持
っ
て
い
る

l
l

老

子
の
善
も
い
つ
も
相
闘
概
念
で
あ
る
。
へ
ッ
セ
は
美
と
魂
、
善
と
悪
、
な
ど
は
一
瞬
だ
け
針
立
す
る
概
念
で
あ
る
と
言
う
。一
部
分
を
特
に
強
調
す
る
こ
と
な
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く
、
全
髄
と
し
て
宇
宙
の
運
行
の
よ
う
に
調
和
的
に
考
え
、
二
つ
の
相
反
す
る
如
き
も
の
も
、
流
動L
合
い
補
い
合
う
と
考
え
る
の
は
特
に
東
洋
に
特
徴
的
で

あ
り
、
ヘ
ッ
セ
の
終
生
の
問
題
で
あ
る
雨
極
性
と
統
一
に
大
き
く
相
い
臨
応
じ
た
事
は
領
け
る
の
で
あ
る
。

い
う
紳
事
者
は
牧
師
の
職
を
逐
わ
れ
た
人
で
あ
る
が
、
「
一
肺
的
な
も
の
が
歴
史
に
入
っ
て
く
る
時
、
必
然
的
に
二
義
あ
る
も
の
と
な
る
、
歴
史
の
中
の
紳
性
は
同

へ
ッ
セ
が
追
悼
文
を
書
い
て
い
る
シ
ュ
レ
ン
プ
フ
と

時
に
紳
で
あ
り
悪
魔
で
あ
り
、
同
時
に
善
で
あ
り
悪
で
あ
る
原
理
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
デl
ミ
ア
ン
に
於
け
る
ア
プ
ラ
グ
サ
ス
と
い
う
創
造
紳
を
思
い

出
す
。
ー
小
尤
も
精
神
（
父
）
と
自
然
（
母
）
は
デ
l

ミ
ア
ン
に
於
け
る
後
者
の
強
調
か
ら
、
・
次
第
に
精
紳
の
強
調
に
重
貼
が
移
っ
て
い
く
。
例
え
ば
一
九
一
九
年

に
書
か
れ
た
「
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
或
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
波
落
」
、
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

l

の
〈
白
痴
〉
に
つ
い
て
」
と
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
下
で
行
わ
れ
た
残
虐

行
震
の
最
初
の
印
象
の
中
で
書
か
れ
た
「
省
察
」
と
ゅ
う
詩
を
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
間
の
事
情
は
明
白
で
あ
る
。

権
刺
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。
）
畏
敬
・
敬
虞
と
い
う
態
度
は
、
そ
の
封
象
と
し
て
、
生
・
世
界
の
全
般
を
包
む
の
で
あ
る
。
「
湯
治
客
」
で
は
、
「
す
べ
て
の
苦
痛

し
か
し
そ
の
際
常
に
封
立
す
る
一
方
の



な
も
の
や
ば
か
げ
た
こ
と
や
邪
魔
な
も
の
も
、
一
切
を
紳
と
観
じ
て
禍
一
帽
善
悪
を
超
え
た
根
本
に
ま
で
達
し
て
見
る
時
、
全
然
反
射
物
に
化
し
て
し
ま
う
こ
と

も
知
っ
て
い
た
。
」
，
と
あ
り
、
こ
の
雨
極
の
肯
定
は
、
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
衣
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。「
現
貫
は
常
に
矛
盾
し
ま
す
、
精
神
だ
け
は
矛
盲
し
ま

せ
ん
。
徳
性
は
矛
盲
し
ま
せ
ん
。
飴
り
寧
敬
で
き
な
い
あ
な
た
は
矛
盲
し
ま
せ
ん
」
。
之
に
関
聯
し
て
、
「
シ
ッ
ダ
ル
タ
」

い
う
問
題
が
稀
薄
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
苦
し
み
は
統
一
調
和
か
ら
の
離
反
朕
態
に
あ
る
潟
の
苦
悩
で
あ
る
。

を
讃
ん
で
い
て
感
ず
る
こ
と
は
罪
と

キ
リ
ス
ト
教
の
罪
も
調
和
の
喪
失
に
は

違
い
な
い
が
、
針
象
が
怒
り
の
神
、
嫉
み
の
紳
と
言
わ
れ
る
倫
理
的
人
格
紳
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
が
あ
る
爵
に
緊
張
朕
態
に
感
情
的
な
烈
し
さ
が
加

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ベ
ッ
ク
は
祈
り
と
膜
想
を
あ
げ
て
、
そ
の
差
を
述
べ
て
い
る
。

又
、
個
人
主
義
、
個
の
強
調
の
な
い
人
格
主
義
と
い
う
貼
も
、
東
、
洋
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
之
は
簡
単
に
近
代
以
前
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
べ

き
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
枇
曾
に
封
立
し
て
故
意
に
考
え
得
る
特
色
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
て
、
或
る
人
間
典
型
を
賓
現
す
る
こ
と
が
中
心
事
に
な

っ
て
い
る
。
精
神
分
析
で
言
う
偽
の
自
分
、
紅
曾
に
射
し
て
か
ぶ
っ
て
い
る
面
、
ペ
ル
ゾ
ナ
ー
を
取
除
く
こ
と
、
こ
う
い
う
魂
の
衛
生
撃
と
で
も
言
う
べ
き
も
の

、＂＇＇

個
人
的
な
も
の
広
奉
仕
す
る
人
々
で
あ
る
。自
己
自
身
に
な
る
、
自
己
の
道
を
行
く
と
い
う
事
は
、
特
殊
に
な
る
こ
と
が
目
標
な
の
で
は
な
く
、
結
果
か
ら
見
山

そ
う
な
れ
ば
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が
束
、
洋
に
は
昔
か
ら
あ
っ
た
。
「
硝
子
玉
球
戯
」
で
は
無
記
名
の
文
化
と
い
う
未
来
の
理
想
枇
曾
が
描
か
れ
て
い
る
、
全
睡
の
中
に
出
来
る
限
り
組
み
入
れ
、
超

る
と
一
つ
の
典
型
を
一
同
限
り
の
自
分
の
身
で
も
っ
て
生
き
る
と
い
う
事
、
そ
の
潟
に
闘
い
、
そ
の
潟
の
自
己
抱
棄
を
行
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
典
型
を
、
こ
の
特
殊
な
自
己
に
於
て
生
き
抜
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
充
質
し
た
言
葉
も
生
れ
る
。
へ
ッ
セ
の
関
心
の
お
き
方
は
、
外
面
的
な
目
立

つ
特
殊
性
で
は
な
く
、
内
部
の
誠
賞
に
生
き
ぬ
い
た
魂
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
然
し
そ
の
際
、
全
髄
の
解
き
難
い
一
部
と
感
ず
る
こ
と
は
劃
一
化
を
意
味
し
な

い
こ
と
は
勿
論
で
、
へ
ッ
セ
の
執
助
な
ナ
チ
ス
へ
の
反
射
、
又
ジ
ィ
ド
に
宛
て
た
手
紙
（
我
々
が
個
に
徹
す
る
人
間
の
最
後
の
者
達
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
言

っ
て
い
る
）
、
機
械
的
劃
一
化
に
陥
入
会
い
危
険
を
持
つ
共
産
主
義
政
畦
寸
の
反
射
に
認
め
ら
れ
る
。
彼
の
指
す
全
髄
は
、
東
洋
の
思
想
に
見
ら
れ
る
人
生
と

世
界
の
多
様
の
背
後
に
あ
る
統
一
的
な
全
髄
を
指
し
て
い
る
。

思
考
法
に
於
て
西
洋
と
東
洋
の
差
と
し
て
ア
ペ
ッ
ク
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
前
者
に
於
て
は
思
考
が
論
理
に
従
っ
て
一
本
の
直
線
に
な
っ
て
目
標
に
進
ん
で

い
く
が
東
洋
に
あ
っ
て
は
そ
の
目
標
を
園
ん
で
様
々
の
立
場
か
ら
、
論
理
の
な
い
思
考
、
直
観
が
と
り
圏
む
と
言
う
。
（
例
え
ば
老
子
の
道
徳
経
が
あ
げ
ら
れ

• ,, < 
、



る
だ
ろ
う
。
）
そ
し
て
そ
の
夫
々
が
一
つ
の
試
み
と
し
て
の
直
観
な
の
で
あ
る
。
東
洋
に
於
け
る
全
人
間
的
な
思
考
、
ド
イ
ツ
語
で
含
ロ
宮
口
と
い
う
よ
り
少
し

古
風
な
包
ロ
忠
ロ
に
嘗
る
働
ら
き
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
シ
ッ
ダ
ル
タ
に
於
て
、
〈
思
考
皐
識
と
い
う
偲
我
〉
〈
感
覚
と
い
う
候
我
〉
は
共
に
よ
き
も
の
で
あ
る
、

そ
の
背
後
に
究
極
の
意
義
は
ひ
そ
ん
で
い
る
、
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
又
「
知
る
必
要
の
あ
る
す
べ
て
の
事
を
自
ら
味
わ
う
と
い
う
こ
と
は
よ
い
事
だ
、
こ
の

眼
で
、
こ
の
心
で
、
こ
の
胃
で
知
っ
た
、
」
と
。
知
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
感
情
が
人
間
の
根
抵
に
あ
る
こ
と
は
大
拙
も
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
、
一
番
原
始
的
素
朴
な
能
力
で
あ
る
と
し
て
も
、
文
最
終
の
異
質
へ
導
く
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
へ
ッ
セ
の
紋
情
的
性
格
は
、
第
一
次
戦
後
思
考

の
自
己
沈
潜
に
鍛
え
ら
れ
嬰
貌
し
て
、
員
に
敬
度
な
る
も
の
へ
の
使
命
を
携
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

掠
、
「
シ
ッ
ダ
ル
タ
」
は
、
そ
の
題
材
か
ら
議
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
思
想
が
純
イ
ン
ド
的
な
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
と
い
ぺ
う
こ
と
は
シ
ッ
ダ
ル
タ
の
言
葉
を
讃

む
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
マ
イ
ヤ
I

は
「
シ
ッ
ダ
ル
タ
」
が
正
に
彼
を
印
度
の
影
響
か
ら
解
き
放
ち
、
自
己
と
印
度
の
差
別
を
意
識
さ
せ
た
と
さ
え
言
っ
て
‘
い
る
。

之
の
作
品
の
書
か
れ
る
十
年
前
に
中
園
思
想
を
知
っ
た
事
は
彼
の
短
文
に
も
あ
る
。
グ
ネ
フ
コ
ウ
は
、
既
に
中
園
思
想
を
識
る
前
に
パ
ガ
ヴ
ァ
l

ト
・
ギ

l

タ

を
讃
ん
だ
へ
ッ
セ
は
、
そ
の
中
に
中
園
思
想
を
先
取
し
て
感
じ
て
い
た
と
言
っ
て
い
る
。
彼
が
中
図
的
で
あ
る
と
し
て
あ
げ
る
こ
つ
の
貼
は
、
生
命
の
只
中
に

あ
っ
て
、
統
一
の
思
想
を
車
に
考
え
る
ば
か
り
で
な
く
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
は
、
ヘ
ッ
セ
的
で
あ
り
中
園
的
で
あ
る
と

L
、
青
年
的
、
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
的
と
へ
ッ
セ
が
名
づ
け
る
印
度
と
は
異
な
る
喜
ば
し
い
聾
が
聞
か
れ
る
と
し
、
文
最
後
の
シ
ッ
ダ
ル
タ
の
徴
笑
は
悌
位
の
世
界
逃
避
・
世
界
征
服
か
ら
生

ず
る
徴
笑
で
は
な
く
、
深
い
一
睡
感
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
渡
し
守
の
生
活
と
、
人
に
輿
え
る
感
化
は
老
子
の
無
矯
の
は
た
ら
き
を
思

わ
せ
る
。
（
マ
イ
ヤi
）
こ
こ
に
全
人
間
的
思
考
の
典
型
的
具
象
化
が
あ
る
。
中
園
思
想
に
つ
い
て
は
へ
ッ
セ
は
或
る
時
期
、
そ
れ
な
く
し
て
は
生
き
て
い
《
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術
が
な
か
っ
た
ろ
う
と
告
白
し
て
い
る
。
〈
評
論
集
「
戦
争
と
卒
和
」
の
序
文
で
は
、
非
政
治
的
な
人
間
で
あ
る
自
分
が
一
貫
し
て
政
治
に
射
し
て
道
徳
的
反
原

を
貫
き
得
た
要
因
と
し
て
あ
げ
た
三
つ
の
も
の

L

中
に
歎
え
て
い
る
。
）
特
に
印
度
思
想
と
の
差
は
、
現
貫
寧
重
の
態
度
で
あ
る
。
（
ク
ン
ツ
ェ
の
印
度
の
様
々

な
主
要
な
思
想
の
簡
潔
な
概
観
に
於
て
見
て
も
、
相
互
の
差
異
の
著
し
さ
に
も
拘
ら
ず
、
世
界
逃
避
的
傾
向
に
於
て
は
共
通
な
も
の
が
あ
る
。
）
之
こ
そ
ヘ
ッ
セ

身
韓
が
必
須
の
傑
件
と
な
っ
て
い
る
』
封
立
が
必

が
印
度
思
想
に
於
て
得
ら
れ
ず
物
足
り
な
く
思
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
印
度
的
禁
欲
は
な
く
、

然
的
で
あ
る
と
共
に
幻
影
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
老
子
に
は
、ヘッ
セ
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
つ
い
て
「
う
つ
ろ
い
易
い
我
々
の
感
情
を
永
遠
に
紳
的
な
も



の
と
し
て
讃
美
し
て
い
る
」
と
言
う
時
、
何
か
呼
慮
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
世
界
の
偉
大
は
あ
ら
ゆ
る
思
考
を
凌
駕
す
る
一
人
生
の
巌
粛
さ
を

あ
ま
り
に
も
虞
面
目
に
と
る
な
、
我
々
は
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
老
子
の
解
説
は
、
そ
の
ま
ま
へ
ッ
セ

の
作
中
に
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
程
で
あ
る
。

へ
ッ
セ
は
自
身
こ
の
作
品
に
つ
い
て
「
認
識
よ
り
も
愛
を
上
位
に
お
い
で
あ
る
こ
と
、
ド
グ
マ

を
排
し
統
一
の
韓
験
を
中
心
に
し
た
こ
と
に
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
顧
慮
、
異
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
特
徴
を
感
ず
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
愛
の

献
身
と
い
う
黙
に
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
を
見
る
の
は
マ
イ
ヤl
の
極
力
強
調
す
る
貼
で
あ
る
。
愛
を
強
調
し
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
そ
の
パ
ガ
ヴ
アl
ト
・
ギ

l

タ
に

依
ら
な
い
の
は
、
こ
の
紋
事
詩
と
新
約
聖
書
を
讃
め
ば
理
解
さ
れ
得
る
。
愛
に
於
て
は
聖
書
は
よ
り
深
い
細
織
な
物
語
に
満
ち
て
い
る
。
四
六
年
に
個
人
主
義

の
危
機
に
就
い
て
述
ベ
「
私
は
個
人
主
義
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
最
善
、
最
聖
の
も
の
は
、
各
人
の
魂
に
射
す
る
畏
敬
で
あ
る
」
と
一
言
っ
て
い
る
。
ゲ
ー

テ
の
よ
う
に
、
個
の
尊
重
と
愛
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
を
、
世
界
の
観
照
に
於
て
東
洋
の
思
想
を
高
い
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
反
論
は

あ
る
だ
ろ
う
が
、
シ
ュ
ヴ
グ
イ
ツ
ア
ー
が
見
る
よ
う
に
、
印
度
の
思
想
か
ら
は
、
農
に
責
任
あ
る
倫
理
的
行
震
が
生
れ
る
基
盤
が
脆
弱
な
の
だ
ろ
う
。
大
衆
悌

数
、
例
え
ば
法
華
経
の
愛
の
強
調
も
智
慧
あ
る
も
の
与
一
説
く
と
こ
ろ
で
賓
践
者
イ
エ
ス
の
十
字
架
が
扶
け
て
い
る
。

シ
ッ
ダ
ル
タ
に
は
こ
の
よ
う
に
中
図
的
な
要
素
が
あ
る
が
、
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東
洋
に
は
内
部
時
間
の
優
位
が
あ
る
、
ユ
ン
グ
は
無
意
識
の
あ
る
現
象
に
つ
い
て
は
因
果
の
原
理
だ
け
で
は
説
明
し
難
く
同
時
の
原
理
と
い
ラ
も
の
が
あ
る
、

平
行
し
て
表
わ
れ
る
現
象
が
あ
る
、
と
言
う
。
中
園
の
易
経
は
こ
の
原
理
に
依
っ
て
い
て
、
純
粋
な
時
間
、
純
粋
な
空
間
と
い
う
も
の
が
な
く
、
空
間
と
時
間

の
一
睡
性
が
強
調
さ
れ
る
。
現
代
物
理
撃
で
も
一
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
空
間
的
時
間
は
紹
え
ず
輪
廻
し
、
繰
返
し
蹄
っ
て
く
る
も
の
と
見

る
が
、
最
終
的
に
は
こ
の
具
瞳
的
時
間
も
迷
妄
に
す
ぎ
な
い
、
賞
際
は
無
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
（
之
は
印
度
、
中
園
に
共
通
の
思
想
で
あ
る
。
）
掠
、
こ
の
よ
う

な
具
種
的
時
聞
を
外
部
の
時
間
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
封
し
て
内
部
の
時
間
が
あ
る
。

の
よ
う
な
空
間
時
間
の
無
へ
の
解
消
に
も
拘
ら
ず
、
現
賓
の
外
部
時
間
は
極
端
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。
之
は
樟
を
思
い
出
さ
せ
る
。

掠
、
ヘ
ッ
セ
の
「
ク
ラ
イ
ン
と
ワ
l

グ
ナ
l

」
以
後
の
作
品
に
は
「
時
間
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
出
て
く
る
。

内
部
時
間
は
文
瞬
間
の
中
に
永
遠
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
心
で
あ
る
。
こ

之
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら

人
間
の
苦
悩
は
生
ず
る
と
言
わ
れ
る
。
「
こ
の
時
間
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
伺
時
の
原
理
に
か
か
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
之
は
又
、
初



ゐ
に
述
ぺ
た
雨
極
に
あ
る
も
の
が
相
補
の
閥
係
に
．
あ
る
と
い
う
こ
と
に
通
じ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
統
一
の
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か

少
し
へ
ツ
セ
自
身
の
言
葉
を
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
シ
ッ
ダ
ル
タ
で
、
彼
の
古
い
友
が
彼
の
額
に
口
つ
け
す
る
と
急
に
い
ろ
い
ろ
な
生
け
る
も
の
の
委

が
目
の
前
に
表
わ
れ
る
、
「
こ
と
ご
と
く
が
〈
死
へ
の
意
志
〉
で
あ
っ
た
。
激
し
い
痛
ま
し
い
無
常
の
告
白
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
も
が
死
に
は
し
な

か
っ
た
。
た
だ
そ
れ
は
委
を
嬰
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。

常
に
新
し
い
姿
を
得
た
。
し
か
も
そ
の
一
つ
の
姿
と
衣
の
姿
の
聞
に
は
八
時
〉
が
存
在
し
な
い
の
で
あ

っ
た
、
し
か
も
、
す
べ
て
の
上
に
絶
え
ず
形
な
き
し
か
も
寅
在
す
る
或
る
物
が
、
薄
い
ガ
ラ
ス
か
氷
の
よ
う
に
覆
い
張
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
仮
面

こ
そ
シ
ッ
ダ
ル
タ
の
顔
｜
｜
形
態
の
轄
費
流
轄
を
覆
う
こ
の
〈
統
一
〉
の
微
笑
み
、
千
高
の
生
と
死
と
の
上
に
立
つ
こ
の
同
時
の
微
笑
み
。
き
よ
ら
か
な
、
は

か
り
知
れ
ぬ
、
寛
慈
な
、
皮
肉
を
帯
ベ
る
、
叡
智
に
充
て
る
、
千
様
の
悌
位
の
微
笑
み
。
」
又
、
「
ク
リ
ン
グ
ゾ

l

ル
の
最
後
の
夏
」
で
は
「
何
故
、
時
間
と
い
う

も
の
が
あ
る
の
だ
、
な
ぜ
す
べ
て
は
、
ば
か
ら
し
く
も
相
前
後
し
て
起
り
、
沸
騰
し
て
飽
満
さ
せ
る
同
時
と
い
う
も
の
は
な
い
の
だ
。
短
か
い
一
生
を
人
は
享

柴
し
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
い
つ
も
い
つ
も
一
つ
一
つ
の
歌
を
う
た
う
ば
か
り
で
幾
百
の
撃
や
柴
器
で
同
時
に
奏
し
た
交
響
柴
と
い
う
も
の
は
な
い
。
」

又
、
「
ク
ラ
イ
ン
と
ワl
グ
ナ
1

」
で
は
「
興
え
る
と
得
る
を
隔
て
る
唯
一
の
も
の
、
世
界
を
差
別
と
苦
悩
と
争
闘
を
以
て
満
た
す
唯
一
の
も
の
は
、
ま
だ
叡
智

と
紳
か
ち
遠
い
、
荒
れ
狂
う
青
年
の
朕
態
に
於
け
る
若
く
奇
怪
で
残
忍
な
人
間
の
精
神
で
あ
っ
た
川こ
の
精
紳
が
封
立
物
や
名
前
を
議
見
し
た
の
だ
。
美
醜
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悪
の
匝
別
を
た
て
た
：
：
：
そ
の
護
明
の
一
つ
が
時
間
だ
っ
た
i
l

盆
々
内
的
に
苦
し
み
、
世
界
を
複
雑
に
面
倒
な
も
の
に
す
る
ま
こ
と
に
精
巧
な
機
械
だ
・

そ
れ
は
人
聞
が
自
由
に
な
ろ
う
と
思
え
ば
ま
ず
第
一
に
取
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
支
柱
だ
。
」
又
、
「
荒
野
の
狼
」
の
中
で
ゲ

l

テ
が
言
う
。
「
我
々
不
滅
な
も
の
達
は

物
事
を
民
面
白
に
と
る
こ
と
を
好
ま
な
い
、
吾
々
は
冗
談
が
好
き
だ
、
君
よ
、
異
面
白
と
い
う
奴
は
〈
時
〉
と
い
う
も
の
が
作
り
出
し
た
レ
か
争
だ
。
打
あ
け

て
言
う
が
そ
れ
は
時
を
有
難
が
り
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
起
き
る
の
だ
：
：
：
し
か
し
永
遠
に
は
時
と
い
う
も
の
が
な
い
の
だ
、
永
遠
は
一
瞬
だ
に
そ
し
て
永
遠
と
い

う
の
は
多
様
の
背
後
の
統
一
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
「
湯
治
客
」
で
は
「
統
一
は
戯
れ
と
苦
痛
と
供
笑
に
満
ち
た
人
生
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
君
は
い
つ
で

君
が
時
間
と
空
間
、
知
識
と
無
知
と
を
知
ら
ず
、
因
習
か
ら
脱
し
、
愛
と
献
身
’
を
以
て
線
べ
て
の
紳
々
、
総
べ
て
の
人

そ
の
時
、
君
は
統
一
と
多
様
を
同
時
に
檀
験
し
併
位
と
キ
リ
ス

も
統
一
の
中
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
。

々
、
線
べ
て
の
世
界
、
穂
べ
て
の
時
代
に
属
す
る
時
は
い
つ
で
も
統
一
は
君
の
も
の
で
あ
る
。

ト
が
君
の
傍
を
通
り
す
ぎ
る
の
を
見
る
。
」
と
言
う
。
老
子
や
轄
の
無
我
、
無
心
と
い
う
こ
と
に
臨
応
ず
る
よ
う
で
あ
る
。

（
し
か
し
こ
ふ
に
、
善
悪
は
止
揚
さ
れ



る
が

統
一
の
中
に
自
己
が
吸
い
こ
ま
れ
る
よ
う
な
受
働
的
な
美
的
な
一
つ
の
檀
験
が
あ
り
、
そ
れ
と
輝
や
へ
ッ
セ
の
言
う
意
志
的
な
も
の
と
は
異
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
こ
う
。
）

作
家
と
し
て
へ
ッ
セ
は
、
常
に
こ
の
二
重
の
音
柴
を
書
き
た
い
と
思
う
。
多
様
と
同
時
に
統
一
を
、
冗
談
の
側
に
謹
巌
を
。
何
故
な
ら
人
生
は
た
だ
そ
の
中

に
の
み
あ
り
、
雨
極
の
聞
の
動
揺
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
と
言
う
。
彼
が
、
ジ
ヤ
ジ
・
パ
ウ
ル
を
好
む
の
も
こ
の
貼
で
あ
る
。

* 

* 

* 

生
そ
の
も
の
、
世
界
そ
の
も
の
を
合
理
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
を
初
め
か
ら
放
棄
し
た
東
洋
は
、
合
理
に
よ
っ
て
一
面
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
を
疑
い
お
そ

れ
る
。
生
が
相
手
で
あ
る
限
り
、
合
理
的
殺
速
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
が
、
理
性
で
理
解
し
得
て
も
そ
れ
は
何
の
「
理
解
」
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
生
・
世
界
は
本
来
不
合
理
な
の
だ
か
ら
、
逆
説
で
言
っ
て
合
理
的
理
解
を
拒
む
こ
と
は
、
却
っ
て
員
の
理
解
を
守
護
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
頭
で
理

解
し
難
い
こ
と
を
、
人
間
の
心
の
す
べ
て
の
機
能
、
感
情
も
意
志
も
加
わ
っ
て
睡
得
す
る
。
一
言
葉
は
簡
潔
に
な
る
。
終
に
は
維
摩
の
沈
黙
の
答
え
ま
で
。
無
門

闘
は
す
べ
て
の
人
を
先
ず
拒
否
す
る
厚
い
壁
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
費
り
と
い
う
も
の
は
非
常
に
単
純
な
も
の
が
諌
感
さ
れ
る
、
そ
れ
は
生
そ
の
も
の
の
白

人
明
き
で
あ
ろ
う
。
「
湯
治
客
」
に
は
「
人
聞
が
そ
の
偉
大
な
言
葉
の
一
つ
を
識
る
潟
に
数
年
を
犠
牲
に
し
、
彼
の
生
命
を
危
険
に
曝
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事

は
恐
ら
く
よ
い
事
で
あ
り
望
ま
し
い
事
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
二
元
を
抜
け
出
た
、
か
の
第
三
の
段
階
で
言
わ
れ
る
言
葉
を
、
第
二
の
段
階

ア
宅
’
リ
ス
ム
ス

し
か
知
ら
ぬ
も
の
が
聞
く
場
合
の
危
険
が
常
に
あ
る
。
例
え
ば
非
道
徳
主
義
等
。

デ
ィ
！
ト
リ
ッ
ヒ
・
ゼ
ッ
ケ
ル
は
或
る
潤
借
の
繕
に
つ
い
て
「
西
欧
人
に
と
っ
て
は
排
除
し
合
う
よ
う
な
具
象
性
と
抽
象
性
の
よ
う
な
封
立
が
東
、
洋
人
に
と

っ
て
は
結
合
す
る
、
根
本
的
な
観
照
の
場
で
こ
の
ア
シ
テ
ィ
テ
ー
ゼ
は
克
服
さ
れ
て
い
る
。
日
常
の
親
近
性
と
背
後
の
形
而
上
的
な
淵
、
日
常
物
の
暖
か
さ
と

こ
の
清
涼
な
無
気
味
が
描
か
れ
て
い
る
。
無
心
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
封
立
差
別
を
の
り
こ
え
た
自
由
な
軽
妙
さ
、
ど
っ
し
り
し
た
確
か
さ
」
と

書
い
て
い
る
。
ヘ
ッ
セ
が
綿
を
知
っ
た
の
付
第
二
衣
犠
後
で
杖
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
「
シ
ッ
ダ
ル
タ

L
に
於
け
る
印
度
と
中
閣
の
椋
合
は
、
老
予
約
中
園
ぷ

'1 
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入
っ
た
悌
教
・
静
に
於
て
は
っ
き
り
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

瞬
間
の
中
に
永
遠
を
、
多
様
の
中
に
統
一
を
見
る
と
い
う
腫
験
も
又
、
現
賓
に
は
時
間
の
流
れ
に
委
ね
ら
れ
て
永
績
す
る
も
の
で
な
い
事
は
「
シ
ッ
ダ
ル
タ
」

し
か
し
正
に
そ
の
事
に
つ
い
て
、
そ
う
い

の
後
で
「
湯
治
客
」
が
書
か
れ
「
湯
治
客
」
の
後
で
又
「
荒
野
の
狼
」
が
書
か
れ
る
と
い
う
経
過
が
示
し
て
い
る
。

う
苦
悩
が
大
き
く
肯
定
さ
れ
る
べ
き
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
設
か
れ
る
。
即
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
は
生
き
生
き
し
た
も
の
に
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
一

度
、
強
烈
に
憧
験
さ
れ
た
も
の
は
一
つ
の
諌
感
、
希
望
と
し
て
、
ど
ん
な
分
裂
の
献
態
に
於
て
も
生
き
績
け
る
、
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。現賓
の

は
な
い
だ
ろ
う
か

此
の
存
在
を
信
頼
す
る
こ
と
が
彼
の
い
う
信
仰
で

分
裂
の
時
間
に
重
な
っ
て
永
遠
の
統
一
の
時
間
が
透
け
て
見
え
な
が
ら
流
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

生
命
の
中
か
ら
生
れ
た
こ
つ
の
も
の
を
綜
合
す
る
こ
と
が
成
功
す
る
の
は
決
し
て
理
性
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
そ
れ
は
必
然
的
な
希
求
を
持
っ
た
一
つ
の
生

命
を
遁
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
方
の
思
想
は
生
き
て
、
ヘ
ッ
セ
の
中
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
。
し
か
し
、
中
心
と
な
っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。

但
し
、
そ
れ
は
教
曾
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
神
秘
的
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
（
「
私
の
信
仰
」
）
三
位
一
瞳
を
否
定
し
、
教
曾
的
な
意
味
で
の
十
字
架
の
意
義

を
認
め
な
い
（
詩
「
救
世
主
」
）
キ
リ
ス
ト
教
は
、
買
は
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
と
は
認
め
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
育
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
全
く
異
質
で
あ
り
、
理
解
し
つ
く
す
事
の
で
き
な
い
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
訓
練
に
封
し
、
魅
力
は
あ
っ
て
も
、
す
っ
か
り
身
を
委
せ
き
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
（
手
紙
「
若
い
日
本
の
同
僚
へ
」
）
し
か
し
、
ヘ
ッ
セ
の
中
で
こ
の
東
西
の
宗
教
は
、
矛
盾
に
苦
し
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
決
裂
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す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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