
朱
丁
学
派
に
お
け
る
羅
整
捲
の
位
置

嚴
　
　
錫

一
一
イ

は
じ
め
に

　
羅
整
奄
（
欽
順
、
一
四
六
五
～
一
五
四
七
）
が
中
国
思
想
史
に
残
し
た
主
な

足
跡
と
し
て
は
、
明
代
中
期
朱
子
学
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
勢
力
を
広
め
て

い
た
陽
明
学
へ
の
厳
し
い
批
判
と
、
従
来
の
理
気
論
を
気
中
心
の
思
想
と
し
て

打
ち
立
て
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
に
ま
ず
異
論
は
あ
る
ま
い
。

特
に
後
者
の
理
気
論
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
学
界
で
は
、
彼
の
思
想
を

　
　
　
　
＾
1
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
り
一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ヨ
」

「
唯
物
主
義
」
η
唯
気
的
字
宙
論
L
「
気
の
哲
学
」
な
ど
と
し
て
、
後
の
王
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
’
一

山
・
戴
東
原
ら
の
先
縦
を
な
す
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
唯
物
主

義
」
な
ど
の
用
語
の
適
否
・
詳
細
に
捕
ら
わ
れ
ず
に
、
大
枠
と
し
て
そ
れ
ら
を

理
よ
り
気
を
重
視
す
る
思
想
の
表
現
だ
と
受
け
と
る
な
ら
ば
、
羅
整
捲
の
思
想

を
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
は
ま
ず
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
。
本
論
文
も

基
本
的
に
そ
れ
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
た
だ
、
そ
こ
で
一
つ
留
意
す
べ
き
は
、
・
」
う
し
た
見
解
の
多
く
は
、
羅
整
奄

の
独
自
性
を
浮
き
彫
り
に
せ
ん
が
た
め
に
、
朱
子
の
思
想
と
羅
整
奄
の
そ
れ
と

の
差
別
・
異
質
性
を
あ
ま
り
に
も
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
理
気
論
に
お
い
て
朱
子
と
羅
整
奄
を
別
々
に
見
よ
う
と
す
る

見
解
は
、
早
く
か
ら
黄
宗
義
の
、
「
先
生
の
理
気
を
言
う
は
、
朱
子
に
同
じ
か

ら
ず
」
一
『
明
儒
学
案
』
巻
四
七
一
と
い
う
言
葉
で
表
出
さ
れ
て
い
る
が
、
今

日
の
研
究
者
の
闘
で
も
、
た
と
え
ば
「
朱
子
の
観
点
と
正
に
対
立
的
」
「
程
朱

学
派
の
理
一
分
殊
の
学
説
を
批
判
・
改
造
し
て
、
自
分
の
唯
物
主
義
の
思
想
体

　
　
　
　
　
一
．
〇
一

系
を
建
立
し
た
」
「
朱
子
学
の
本
来
の
論
理
に
比
べ
れ
ば
明
ら
か
に
異
質
的
な

も
の
に
改
変
し
た
」
「
彼
は
程
朱
を
尊
崇
し
た
が
、
し
か
し
程
朱
哲
学
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
」
呂
」

観
念
や
思
想
構
造
を
打
破
し
た
L
、
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
羅
整
捲
は
彼
の
椚
困
知
記
』
の
中
で
陸
象
山
を
「
こ
れ
を
禅
学
と

謂
う
。
夫
れ
復
た
何
ぞ
疑
わ
ん
」
一
『
困
知
記
』
巻
下
、
四
一
条
。
以
下
『
困

知
記
』
の
言
説
は
書
名
を
省
略
し
て
表
記
す
る
一
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
至

る
と
こ
ろ
で
辛
辣
に
非
難
す
る
。
ま
た
王
陽
明
宛
て
の
二
通
の
書
簡
に
お
い
て

彼
の
「
大
学
古
本
し
と
「
朱
子
晩
年
定
論
」
を
真
向
か
ら
攻
撃
し
て
い
る
。
そ

の
姿
は
、
ま
さ
に
朱
子
思
想
の
擁
護
者
像
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
さ
ら
に

次
の
羅
整
奄
の
、

　
　
　
昔
よ
り
遭
学
に
志
有
る
者
は
、
程
朱
を
尊
信
せ
ざ
る
こ
と
岡
し
。
近
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時
、
道
学
を
以
て
鳴
る
も
の
、
則
ち
泰
然
と
し
て
程
朱
の
上
に
白
処
す
。

　
　
然
れ
ど
も
そ
の
得
る
所
を
考
え
れ
ば
、
乃
ち
程
朱
早
に
嘗
て
学
び
て
、
而

　
　
し
て
寛
に
こ
れ
を
棄
つ
る
の
も
の
な
り
。
夫
れ
一
生
を
勤
め
て
以
て
道
を

　
　
求
む
る
こ
と
、
乃
ち
先
賢
の
棄
つ
る
所
を
拾
い
て
以
て
白
ら
珍
と
し
、

　
　
反
っ
て
従
い
て
そ
の
後
を
議
す
。
亦
た
誤
ら
ざ
ら
ん
や
。
…
…
朱
子
年
七

　
　
十
に
垂
ん
と
し
て
、
上
而
に
於
い
て
猶
お
一
膜
を
隔
つ
の
嘆
有
り
。
蓋
し

　
　
誠
に
義
理
の
窮
ま
り
無
き
を
見
る
こ
と
有
り
て
、
心
に
於
い
て
未
だ
慨
ら

　
　
ざ
る
所
の
も
の
有
る
容
し
。
謙
辞
に
非
ざ
る
な
り
。
愚
嘗
て
遍
く
程
朱
の

　
　
書
を
取
り
て
、
潜
玩
精
思
、
反
覆
し
て
遺
か
ず
。
惟
だ
伯
子
の
説
に
於
い

　
　
て
、
了
に
疑
う
所
無
し
。
叔
子
と
朱
子
と
は
、
論
著
・
答
問
多
か
ら
ず
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ

　
　
為
さ
ざ
れ
ど
も
、
往
往
に
深
を
窮
め
微
を
極
め
て
、
両
端
皆
な
嫡
ま
れ

　
　
り
。
疑
う
べ
き
所
の
も
の
は
、
独
だ
未
だ
そ
の
一
に
定
ま
る
を
見
ざ
る
の

　
　
み
。
豊
に
そ
れ
所
謂
る
猶
お
一
膜
を
隔
つ
も
の
な
ら
ん
や
。
夫
れ
そ
の
言

　
　
に
因
り
て
、
そ
の
未
だ
一
な
ら
ざ
る
所
を
求
む
れ
ば
、
尊
信
に
篤
き
者
に

　
　
非
ず
ん
ば
能
く
せ
ず
。
こ
れ
愚
が
心
を
尽
く
し
て
、
敢
え
て
忽
せ
に
せ
ざ

　
　
る
所
以
な
り
。
一
上
、
十
三
条
一

と
い
う
言
説
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
た
と
え
程
伊
川
－
朱
子
の
思
想
が
一

貫
し
て
い
な
い
こ
と
へ
の
不
満
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
実
際
の

所
は
程
朱
学
を
正
し
く
理
解
し
な
い
当
時
の
思
想
界
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
「
程
朱
の
書
を
取
り
て
、
潜
玩
精
思
、
反
覆
し
て
置
か
ず
」
「
尊
信
に
篤
き

者
に
非
ず
ん
ば
能
く
せ
ず
」
と
い
う
語
は
、
羅
整
捲
の
立
場
が
基
本
的
に
朱
子

学
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。
朱
子
の
思
想
は

羅
整
奄
の
思
想
の
形
成
に
と
っ
て
前
提
的
に
不
可
欠
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
う
一
度
羅
整
薙
の
思
想
の
出
発
点
に
立
ち
返
っ
て
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
川
一

と
朱
子
の
関
係
を
閉
い
直
す
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
以

下
、
こ
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
羅
整
捲
の
思
想
の
特
色
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。

二
　
羅
整
蕎
と
朱
子
思
想

　
さ
て
、
上
の
引
用
文
に
再
び
注
目
す
れ
ば
、
羅
整
捲
は
程
明
道
に
は
全
的
な

支
持
を
寄
せ
て
い
た
が
、
程
伊
川
と
朱
子
の
思
想
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か
騰
踏

す
る
姿
勢
を
採
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
羅
整
掩
は
具
体
的
に
ど
う
い

う
点
で
朱
子
に
疑
間
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
引
く
羅
整
掩
の
言

説
は
、
珊
困
知
記
』
の
な
か
で
も
そ
の
疑
問
を
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
表
明
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
周
子
の
太
極
図
説
の
篇
首
、
無
極
の
二
字
、
朱
子
の
解
釈
す
る
所
の
如

　
　
き
は
、
疑
い
無
か
る
べ
し
。
「
無
極
の
真
、
二
五
の
精
、
妙
合
し
て
凝

　
　
る
し
の
三
語
に
至
り
て
は
、
愚
は
、
則
ち
疑
い
無
き
こ
と
能
わ
ざ
る
な

　
　
り
。
凡
そ
物
必
ず
両
な
り
て
、
而
る
後
以
て
合
と
曽
う
べ
き
は
、
太
極
と

　
　
陰
陽
と
は
果
た
し
て
二
物
か
。
そ
の
物
た
る
こ
と
果
し
て
二
な
ら
ば
、
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
ち
そ
の
未
だ
合
せ
ざ
る
の
先
に
方
り
て
、
各
々
安
く
に
在
る
や
。
朱
子
、

　
　
終
身
理
気
を
認
め
て
二
物
と
為
す
は
、
そ
の
源
、
蓋
し
こ
れ
よ
り
出
づ
。

　
　
愚
や
、
数
十
年
潜
玩
の
功
を
積
み
て
、
今
に
至
り
て
未
だ
敢
て
以
て
然
り

　
　
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
嘗
て
朱
子
の
言
を
考
う
る
に
云
え
る
有
り
、
「
気
強

　
　
く
理
弱
し
、
理
は
他
を
管
摂
し
得
ず
」
と
。
若
し
然
ら
ば
、
則
ち
所
謂
る

　
　
太
極
は
、
又
た
安
く
ん
ぞ
能
く
造
化
の
枢
紐
・
品
物
の
根
楓
た
ら
ん
や
。

　
　
惜
し
い
か
な
、
当
時
未
だ
こ
の
説
を
以
て
こ
れ
を
叩
く
も
の
有
ら
ざ
る
な

　
　
り
。
姑
く
こ
こ
に
記
し
て
、
以
て
後
世
の
朱
子
を
侯
つ
と
、
云
々
。

刎



　
　
　
一
下
、
十
九
条
一

　
羅
整
奄
を
し
て
最
初
か
ら
朱
子
思
想
の
全
面
的
な
擁
護
者
と
し
て
登
場
す
る

こ
と
を
膳
踏
さ
せ
た
主
な
理
由
が
、
朱
子
の
理
と
気
と
を
二
物
と
し
て
別
々
の

も
の
に
扱
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
は
伝
え
て
い
る
。

　
し
か
し
と
は
い
え
、
羅
整
捲
の
朱
子
理
解
が
こ
う
し
た
「
理
気
二
物
」
の
見

解
に
隈
ら
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
彼
は
朱
子
思
想

に
は
こ
れ
と
対
立
す
る
「
理
気
一
物
」
的
な
言
説
も
確
か
に
あ
る
こ
と
を
看
取

し
て
い
た
。
先
に
引
用
し
た
朱
子
思
想
に
対
し
て
の
、
「
独
だ
未
だ
そ
の
一
に

定
ま
る
を
見
ざ
る
の
み
」
と
い
う
語
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
、
こ
う
し
た
朱
子

思
想
の
両
面
性
の
指
摘
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
或
る
者
、
「
易
に
太
極
有
り
」
の
二
言
に
困
り
て
、
乃
ち
陰
陽
の
変

　
　
易
、
一
物
そ
の
問
に
主
宰
す
る
も
の
有
る
に
類
す
と
疑
う
。
こ
れ
然
ら
ざ

　
　
る
な
り
。
…
…
こ
の
義
や
、
惟
だ
程
伯
子
こ
れ
を
言
う
こ
と
最
も
精
し
。

　
　
叔
子
と
朱
子
と
は
小
や
未
だ
合
せ
ざ
る
こ
と
有
る
に
似
た
り
。
…
…
所
謂

　
　
る
朱
子
小
や
未
だ
合
せ
ざ
る
も
の
有
り
と
は
、
蓋
し
そ
の
言
に
云
え
る
有

　
　
り
、
「
理
と
気
と
は
決
し
て
こ
れ
二
物
な
り
し
と
。
又
た
云
う
、
「
気
強
く

　
　
理
弱
し
」
と
。
又
た
云
う
、
「
若
し
こ
の
気
無
く
ん
ば
、
則
ち
こ
の
理
如

　
　
何
に
し
て
頓
放
せ
ん
」
と
。
こ
れ
に
似
る
の
類
、
頗
る
多
し
。
惟
だ
栖
国

　
　
材
に
答
う
る
の
一
書
に
云
え
る
有
り
、
「
一
陰
一
陽
、
往
来
息
ま
ざ
る

　
　
は
、
即
ぢ
こ
れ
道
の
全
体
な
り
」
と
。
こ
の
語
最
も
直
繊
た
り
て
、
深
く

　
　
程
伯
子
の
言
に
合
す
る
有
り
。
然
れ
ど
も
多
く
は
見
え
ず
。
知
ら
ず
、
寛

　
　
に
何
者
を
以
て
定
論
と
為
さ
ん
か
を
。
一
上
、
十
一
条
一

　
こ
こ
で
羅
整
奄
は
η
易
有
太
極
L
の
解
釈
に
関
連
し
て
二
程
子
と
朱
子
を
挙

げ
な
が
ら
、
程
明
道
の
説
に
白
分
の
見
解
を
重
ね
合
わ
せ
て
賛
成
し
、
程
伊
川

と
朱
子
の
説
に
つ
い
て
は
「
小
有
未
合
」
と
い
っ
て
不
満
を
吐
露
し
て
い
る
。

ま
た
そ
う
な
る
理
由
に
つ
い
て
も
委
帥
を
つ
く
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
要
す

る
に
そ
れ
は
、
こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
二
程
子
と
朱
ユ
」
の
一
蒼
説
が
伝
え
る
理
気

関
係
の
あ
り
方
に
帰
結
す
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
よ
り
注

目
す
べ
き
は
、
引
用
文
の
末
尾
に
お
け
る
、
羅
整
奄
が
朱
子
の
言
説
の
な
か
で

己
れ
の
見
解
と
合
致
す
る
も
の
を
見
つ
け
だ
し
て
、
朱
子
思
想
の
真
髄
1
1
定
論

を
ど
ち
ら
に
お
く
べ
き
か
、
と
苦
悶
す
る
姿
で
あ
る
。
羅
整
掩
は
朱
子
思
想
の

両
面
的
性
格
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
朱
子
後
継
者
と

し
て
朱
子
の
「
定
論
」
を
定
め
る
責
任
が
あ
る
こ
と
を
も
白
覚
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
次
に
紹
介
す
る
『
困
知
記
』
か
ら
の
雷
説
が
そ
の
事
情
を
よ
く
伝
え
て

い
る
。

　
　
　
朱
子
、
蘇
黄
門
老
子
の
解
を
弁
じ
て
云
え
る
有
り
、
「
遭
と
器
の
名
は

　
　
異
な
る
と
雛
も
、
然
れ
ど
も
そ
の
実
は
一
物
な
り
。
故
に
日
く
、
吾
が
道

　
　
一
以
て
こ
れ
を
貰
く
」
と
。
云
う
所
の
、
「
理
気
は
決
し
て
こ
れ
二
物
な

　
　
り
」
と
、
又
た
同
じ
か
ら
ず
。
そ
の
学
を
為
す
者
、
至
一
に
帰
す
る
所
以

　
　
を
求
め
ず
し
て
可
な
ら
ん
や
。
一
上
、
七
九
条
一

　
　
　
郡
子
の
観
物
外
篇
に
云
え
る
有
り
、
「
気
は
一
の
み
。
こ
れ
を
主
る

　
　
も
の
は
乾
な
り
し
と
。
朱
子
の
場
本
義
の
所
謂
る
「
天
地
の
間
、
本
も
と

　
　
一
気
の
流
行
に
し
て
、
動
静
有
る
の
み
。
そ
の
流
行
の
統
体
を
以
て
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
言
え
ば
、
則
ち
但
だ
こ
れ
を
乾
と
謂
い
て
、
包
ね
ざ
る
所
無
し
」
、
都
説

　
　
と
合
す
。
又
た
云
う
、
「
神
も
亦
た
一
な
る
の
み
。
気
に
乗
じ
て
変
化

　
　
し
、
能
く
有
無
・
生
死
の
間
に
出
入
す
。
方
無
く
し
て
測
ら
ざ
る
も
の
な

　
　
り
」
と
。
か
く
の
如
く
ん
ば
則
ち
神
は
別
に
こ
れ
一
物
な
り
。
朱
子
の
所

　
　
調
る
「
気
の
精
英
」
と
合
せ
ず
。
異
岡
の
際
、
学
者
、
思
い
を
致
さ
ざ
る
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べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
一
続
上
、
五
三
条
一

　
　
　
朱
子
の
言
は
、
大
抵
多
く
学
者
の
偏
に
随
い
て
こ
れ
を
救
う
。
こ
こ
を

　
　
以
て
一
な
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
そ
の
一
な
ら
ざ
る
に
因
り
て
以
て
至
一

　
　
に
帰
す
る
を
求
む
。
我
に
在
り
て
余
師
有
ら
ん
や
。
一
上
、
六
七
条
一

　
特
に
三
番
目
の
資
料
は
、
羅
整
奄
が
朱
子
に
そ
う
し
た
両
而
的
な
言
説
が
共

存
す
る
原
因
に
触
れ
な
が
ら
、
朱
子
の
定
論
を
求
め
て
い
く
の
が
己
れ
の
任
務

で
あ
り
、
朱
子
を
自
身
の
直
接
の
師
と
す
る
意
識
を
闇
明
し
た
も
の
で
、
注
目

に
値
す
る
。
つ
ま
り
朱
子
の
言
説
が
「
不
一
」
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
朱
子

が
「
学
者
の
偏
し
を
救
う
た
め
の
教
育
方
法
か
ら
く
る
や
む
を
得
ざ
る
結
果
で

あ
っ
て
、
朱
子
の
本
意
は
必
ず
や
一
つ
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
羅
整
捲
は
い
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
の
引
用
文
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
彼
が
定
め
た
「
至

一
し
と
し
て
の
朱
子
の
定
論
は
、
「
道
器
之
名
雄
異
、
然
其
実
一
物
也
」
「
天
地

間
、
本
一
気
之
流
行
、
而
有
動
静
爾
」
と
い
っ
た
理
気
相
即
、
あ
る
い
は
理
を

気
の
条
理
・
秩
序
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に

推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
で
は
、
羅
整
奄
は
何
を
契
機
に
し
て
、
こ
の
よ
う
に
朱
子
の
定
論
を
絞
り
込

む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
理
一
分
殊
」
の
語
で
あ
る
。

　
　
　
朱
子
嘗
て
言
え
ら
く
、
「
伊
川
の
性
は
即
ち
理
な
り
の
一
語
、
便
ち
こ

　
　
れ
千
万
世
、
性
を
説
く
の
根
基
な
り
」
と
。
愚
初
め
発
憤
す
る
時
、
常
に

　
　
こ
の
語
を
将
っ
て
体
認
す
。
認
来
認
去
し
て
、
処
と
し
て
通
ず
る
有
り
、

　
　
処
と
し
て
通
ぜ
ざ
る
有
り
。
か
く
の
如
く
し
て
累
年
す
る
も
、
寛
に
一
に

　
　
帰
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
却
っ
て
伊
川
の
こ
の
語
は
未
だ
尽
く
さ
ざ
る
所
有

　
　
り
や
と
疑
う
。
朱
子
も
亦
た
恐
ら
く
は
説
き
得
て
太
過
せ
ん
。
必
ず
し
も

　
　
信
を
為
し
難
し
、
と
。
遂
に
姑
く
こ
れ
を
置
け
り
。
乃
ち
理
気
の
二
字
を

　
　
将
っ
て
参
互
体
認
し
、
認
来
認
去
し
て
、
一
般
に
処
と
し
て
通
ず
る
有

　
　
り
、
処
と
し
て
通
ぜ
ざ
る
有
り
。
か
く
の
如
く
し
て
又
た
累
年
、
亦
た
克

　
　
に
一
に
帰
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
心
中
甚
だ
快
か
ら
ず
。
以
謂
え
ら
く
、
識

　
　
見
限
り
有
り
て
、
終
に
恐
ら
く
は
能
く
上
達
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
、
と
。

　
　
意
は
こ
れ
を
已
め
ん
と
欲
す
る
も
、
忽
ち
愚
と
雌
も
必
ず
明
な
ら
ん
の
言

　
　
を
記
起
し
、
又
た
已
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
乃
ち
復
た
伊
川
の
語
に
従
事
し

　
　
て
、
反
覆
し
て
遣
か
ず
。
一
且
、
理
一
分
殊
の
四
字
に
於
い
て
悟
る
処
有

　
　
り
。
反
っ
て
こ
れ
を
身
心
に
験
し
、
推
し
て
こ
れ
を
人
々
に
験
す
。
又
た

　
　
こ
れ
を
陰
陽
五
行
に
験
し
、
又
た
こ
れ
を
鳥
獣
草
木
に
験
す
る
に
、
顕
頭

　
　
皆
な
合
す
。
こ
こ
に
於
い
て
漠
然
と
し
て
白
ら
信
じ
て
、
二
君
子
の
言
、

　
　
断
乎
と
し
て
我
を
欺
か
ざ
る
を
知
る
な
り
。
一
続
上
、
三
五
条
一

　
こ
こ
に
は
、
羅
整
掩
が
理
気
宇
宙
論
・
人
問
論
と
い
っ
た
朱
子
学
の
核
心
に

取
り
か
か
っ
て
、
そ
れ
が
理
解
で
き
ず
に
挫
折
す
る
様
子
、
そ
し
て
そ
の
疑
問

の
全
て
が
理
一
分
殊
の
概
念
に
よ
っ
て
氷
解
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
明
瞭
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
羅
整
奄
は
、
理
一
分
殊
の
概
念
を
媒
介
に
し
て
、
程
朱
が

白
身
の
師
た
る
こ
と
、
ま
た
自
身
が
彼
ら
の
思
想
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
確

　
　
　
　
　
　
一
u
一

信
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
羅
整
奄
の
思
想
が
、
朱
子
と
の
関
係
が
断
た
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
突

如
出
て
き
た
異
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
朱
子
思
想
の
延
長
線
上
で
実
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
羅
整
奄
が
彼
に

と
っ
て
理
解
し
に
く
か
っ
た
朱
子
思
想
を
会
得
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
理
二

分
殊
を
持
ち
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
概
念
が
朱
子
思
想
の
特
徴
を

あ
ら
わ
す
基
本
命
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を

選
択
し
た
の
は
や
は
り
羅
整
奄
白
身
の
主
体
的
選
択
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
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て
は
、
朱
子
の
理
一
分
殊
の
概
△
，
心
は
、
果
た
し
て
羅
整
掩
の
思
想
が
締
論
的
に

描
こ
う
と
し
た
も
の
を
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
、
よ
り
根
本
的
な
問
い
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
羅
整
奄
の
理
二
分
殊
な
い

し
そ
の
思
想
形
成
の
前
提
と
し
て
の
、
思
想
史
に
お
け
る
朱
子
の
理
一
分
殊
に

つ
い
て
瞥
見
し
て
み
た
い
。

三
　
朱
子
の
「
理
一
分
殊
」

　
周
知
の
よ
う
に
、
理
一
分
殊
の
概
念
は
、
張
横
渠
の
「
西
銘
」
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
、
程
伊
川
が
楊
亀
山
の
質
問
に
答
え
る
書
簡
に
そ
の
源
を
発
す
る
。
も
の

で
、
後
に
朱
子
に
よ
っ
て
倫
理
及
び
理
気
字
窟
論
を
規
定
す
る
基
本
命
題
の
一

つ
と
し
て
確
立
し
た
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
、
η
窮
極
の
理
は
ひ
と
つ

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
ま
る
ご
と
万
物
の
印
に
具
在
す
る
こ
と
L
と
い
う
、

「
一
理
」
と
万
物
に
内
在
す
る
「
万
理
」
と
の
調
整
を
図
る
概
念
と
解
さ
れ
る

が
、
し
か
し
論
理
的
に
、
あ
る
い
は
思
想
史
的
に
こ
れ
が
必
ず
し
も
ク
リ
ア
i

な
論
理
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
疑
問
は
残
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
概
念
は

見
て
の
と
お
り
、
全
体
・
普
遍
性
を
あ
ら
わ
す
「
理
一
」
と
、
部
分
・
特
殊
性

の
「
分
殊
」
と
い
う
対
立
的
な
両
語
の
直
接
的
緕
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
前
者
の
「
理
一
」
に
重
み
を
置
く
か
、
後
者
の
「
分
殊
」
に

重
み
を
遣
く
か
に
よ
っ
て
、
概
念
の
色
彩
が
違
っ
て
く
る
、
ま
た
こ
れ
と
関
連

し
て
、
「
理
一
」
と
い
う
際
の
「
理
」
の
内
容
・
性
格
も
解
釈
の
幅
が
変
わ
っ

て
く
る
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
朱
子
が
説
く
理
一
分
殊
に
、

　
　
　
問
う
、
（
「
通
書
」
の
一
理
性
命
章
の
注
に
云
く
、
「
そ
の
本
よ
り
し
て

　
　
末
に
之
け
ぱ
、
則
ち
一
理
の
実
に
し
て
、
万
物
こ
れ
を
分
ち
て
以
て
体

　
　
と
為
す
。
故
に
万
物
各
々
一
太
極
有
り
し
と
。
か
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち

　
　
こ
れ
太
極
分
裂
有
る
や
。
日
く
、
本
よ
り
只
だ
こ
れ
一
太
極
に
し
て
、

　
　
万
物
各
々
稟
受
有
り
。
又
た
白
ず
か
ら
各
々
全
て
一
太
極
を
具
う
る
の

　
　
み
。
月
の
．
大
に
在
る
が
如
く
、
只
だ
一
の
み
。
散
じ
て
江
湖
に
在
る
に

　
　
及
び
て
は
、
則
ち
処
に
随
い
て
見
ら
る
も
、
月
已
に
分
か
る
と
謂
う
べ
か

　
　
ら
ざ
る
な
り
。
一
閉
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
二
〇
三
条
一

と
い
う
言
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
説
閉
の
仕
方
は
、
「
分
殊
」
よ
り
「
理
・

一
し
に
重
み
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
万
物
の
存
在
根
拠

は
尽
く
一
理
（
一
太
極
一
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
理
と
万
理

と
の
間
の
差
異
は
無
く
、
そ
の
理
一
の
「
理
」
は
超
越
性
あ
る
い
は
能
動
性
を

著
し
く
帯
び
る
に
至
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
朱
子
の
、
「
そ
の
理
は
則
ち
一

な
り
。
然
り
と
難
も
、
見
在
の
事
物
よ
り
し
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
則
ち
陰
陽
は

太
極
を
函
む
。
そ
の
本
を
推
せ
ば
、
則
ち
太
極
は
陰
陽
を
生
ず
」
（
門
朱
子
諦

類
』
巻
七
五
、
八
三
条
一
と
い
う
言
説
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
次

に
紹
介
す
る
江
戸
初
期
の
松
永
尺
五
の
理
一
分
殊
に
つ
い
て
の
理
、
解
は
、
そ
う

し
た
理
の
超
越
・
能
動
の
性
格
が
根
強
く
朱
子
後
継
者
に
引
き
継
が
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
る
。

　
　
　
儒
道
ハ
数
ト
理
ト
ヲ
以
テ
推
シ
テ
天
地
万
物
ノ
道
理
一
ヲ
エ
夫
ス
レ
バ
、

　
　
天
地
ノ
動
静
、
日
月
ノ
運
行
、
山
河
草
木
ノ
体
、
風
雨
霜
露
ノ
ア
リ
サ

　
　
マ
、
一
ツ
ト
シ
テ
理
ヲ
ハ
ナ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
天
地
森
羅
万
象
・
事
事

　
　
物
々
、
次
第
二
疑
ナ
ク
キ
ハ
メ
テ
、
天
道
卜
心
法
ト
ヲ
ア
キ
ラ
カ
ニ
ミ
ガ

　
　
キ
テ
、
天
人
一
理
ノ
旨
ヲ
シ
レ
バ
、
万
物
モ
一
太
極
ヨ
リ
分
散
シ
テ
出

　
　
デ
、
万
物
ニ
ヲ
ノ
ヲ
ノ
一
太
極
具
シ
タ
リ
。
万
物
オ
ホ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

　
　
約
ム
レ
バ
一
太
極
二
帰
ス
ル
也
。
一
「
舞
倫
書
」
一
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し
か
し
他
方
で
、
朱
子
は
理
一
分
殊
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
分
殊
に
即
し

て
理
一
を
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
発
言
を
も
残
し
て
い
る
。

　
　
　
或
ひ
と
、
理
一
分
殊
を
間
う
。
日
く
、
聖
人
未
だ
嘗
て
理
一
を
言
わ

ず
。
多
く
は
只
だ
分
殊
を
言
う
の
み
。
蓋
し
能
く
分
殊
の
中
に
於
い
て
、
事
事

物
物
、
頭
頭
項
項
、
そ
の
当
に
然
る
べ
き
を
理
会
し
得
て
、
然
る
後
、
方
に
理

本
と
よ
り
一
貫
す
る
を
知
る
べ
し
。
万
殊
各
々
一
理
有
る
を
知
ら
ず
し
て
、
徒

に
理
一
と
言
え
ば
、
理
一
何
く
の
処
に
か
在
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
一
『
朱
子

語
類
』
巻
二
七
、
四
一
条
一

　
こ
こ
で
の
説
明
の
仕
方
が
、
万
物
の
個
別
的
な
理
か
ら
し
て
総
体
的
な
理
を

理
解
し
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
、
「
理
一
」
よ
り
「
分
殊
し
の
方
に
重
点
を
置

く
の
は
、
見
て
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
当
た
り
前
の
ご
と
く
こ
こ
に

も
「
方
知
理
本
一
貫
し
と
い
う
語
が
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
・
が
留
意
す
べ
き
は
、

朱
子
に
お
い
て
分
殊
の
方
が
強
調
さ
れ
る
と
き
の
理
一
の
「
理
し
は
、
上
述
の

理
一
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
場
合
の
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
を
帯
び
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
「
理
」
は
、
万
物
に
具
有
さ

れ
て
い
る
個
別
的
理
の
質
的
差
異
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
が
全
体

的
に
調
和
・
秩
序
を
失
わ
な
い
様
柵
、
と
い
う
意
味
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
実
体
・
能
動
性
を
帯
び
る
「
理
」
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
「
分
殊
」
に
説
明
の
重
点
を
遺
く
次
の
朱
子
の
言
説
が
そ
れ
を

裏
付
け
る
。

　
　
　
西
銘
大
綱
、
こ
れ
理
一
に
し
て
分
は
白
ず
か
ら
か
く
の
ご
と
く
殊
な

　
　
る
。
然
れ
ど
も
二
説
有
り
。
天
地
よ
り
こ
れ
を
言
え
ば
、
そ
の
中
固
よ
り

　
　
白
ず
か
ら
分
別
有
り
。
万
殊
よ
り
こ
れ
を
観
れ
ば
、
そ
の
中
亦
た
自
ず
か

　
　
ら
分
別
有
り
。
こ
れ
一
理
と
認
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
只
だ
漠
し
て
一
と

　
　
倣
し
て
看
れ
ば
、
こ
の
裏
各
々
白
ず
か
ら
等
級
差
別
有
る
の
み
。
一
糊
朱

　
　
子
語
類
』
巻
九
八
、
九
二
条
）

　
そ
し
て
、
日
本
の
貝
原
益
軒
が
理
一
分
殊
に
つ
い
て
、
「
蓋
し
性
の
本
源
を

論
ず
れ
ば
、
同
じ
く
善
な
り
。
こ
れ
を
一
本
と
な
す
。
そ
の
末
流
を
論
ず
れ

ば
、
万
殊
と
な
る
。
…
…
蓋
し
物
の
斉
し
か
ら
ざ
る
は
’
、
物
の
情
な
り
。
万
殊

あ
る
所
以
な
り
」
一
閉
大
疑
録
』
巻
上
一
と
、
万
物
の
質
的
差
異
を
前
提
に
し

つ
つ
、
そ
の
差
別
性
を
貫
く
一
つ
の
原
理
と
し
て
理
一
を
捉
え
る
理
解
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…
一

て
い
る
の
は
、
彼
が
直
接
に
朱
子
を
承
け
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
上

の
朱
子
の
見
解
と
全
く
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
朱
子
の
理
一
分
殊
は
、
一
様
に
規
定
で
き
な
い
複
雑
な
性
格
を

持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

四
　
羅
整
蕎
思
想
の
特
質

　
で
は
、
羅
整
奄
は
理
一
分
殊
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
は
．

い
っ
て
も
、
今
ま
で
の
叙
述
か
ら
し
て
、
彼
が
上
の
朱
子
の
両
痂
的
性
格
の
う

ち
、
後
者
の
理
一
よ
り
も
分
殊
に
重
点
を
置
い
て
そ
れ
を
継
承
し
た
の
で
か
ろ

う
、
と
い
う
推
察
は
難
な
く
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
維
整
掩

白
身
の
言
葉
を
も
っ
．
て
確
認
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
膚
ら
の
思
想
を
構
築
し
て

い
く
姿
、
そ
し
て
そ
れ
が
思
想
史
に
お
い
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
た
の
か
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ま
ず
羅
整
奄
の
次
の
言
説
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

　
　
　
所
謂
る
理
一
は
、
須
く
分
殊
の
上
に
就
き
て
見
得
て
来
る
べ
し
。
方
に

　
　
こ
れ
真
切
な
り
。
仏
家
の
見
る
所
も
亦
た
一
片
を
成
せ
ど
も
、
始
終
分
殊

　
　
有
る
を
知
ら
ざ
る
に
縁
り
て
、
こ
れ
そ
の
是
に
似
て
非
な
る
所
以
な
り
。
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（
下
、
五
九
条
一

　
　
　
蓋
し
天
地
人
物
に
通
じ
て
、
そ
の
理
は
本
と
一
に
し
て
、
そ
の
分
は
則

　
　
ち
殊
な
り
。
必
ず
以
て
そ
の
分
の
殊
を
察
す
る
こ
と
有
り
て
、
然
る
後
理

　
　
の
一
な
る
も
の
見
る
べ
し
。
一
続
下
、
十
条
一

　
こ
こ
で
の
羅
整
奄
の
主
張
が
、
上
に
引
用
し
た
朱
子
の
「
蓋
し
能
く
分
殊
の

中
に
於
い
て
～
然
る
後
方
に
理
、
本
と
よ
り
一
貫
す
る
を
知
る
べ
し
し
と
い
う

言
葉
を
承
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
羅
整
奄
は
、
理
一
は
必
ず
分

殊
よ
り
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
現
実
の
事
物
に
即
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
仏
教
の
非
な
る
論
理
に
比
較
す
る
と
こ
ろ
に
、
よ
り
現

実
に
密
着
し
た
分
殊
を
重
ん
じ
る
意
気
込
み
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
記
に
お
い
て
こ
う
し
た
分
殊
が
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
万
物

の
個
別
的
理
の
質
的
差
異
を
認
め
る
こ
と
か
ら
す
る
も
の
と
指
摘
し
た
が
、
そ

れ
が
羅
整
奄
に
至
る
と
、
「
命
」
を
介
す
る
理
一
性
一
と
「
形
」
を
介
す
る
道

と
の
区
別
に
よ
る
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
天
地
人
物
、
止
だ
こ
れ
一
理
な
り
。
然
り
而
し
て
天
遭
を
語
れ
ば
則
ち

　
　
陰
陽
と
日
う
。
地
道
を
語
れ
ば
則
ち
剛
柔
と
日
う
。
人
遭
を
語
れ
ば
則
ち

　
　
仁
義
と
日
う
。
何
ぞ
や
。
蓋
し
そ
の
分
は
既
に
殊
な
り
。
そ
の
道
た
る

　
　
や
、
自
ず
か
ら
別
無
き
に
あ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
大
抵
性
は
命
を
以
て
同

　
　
じ
く
し
、
道
は
形
を
以
て
異
な
る
。
必
ず
異
同
の
際
を
明
ら
か
に
し
て
、

　
　
こ
れ
以
て
天
地
人
物
の
理
を
尽
く
す
べ
し
。
一
続
上
、
五
八
条
一

　
こ
こ
で
は
理
一
と
し
て
の
「
理
」
と
、
分
殊
と
し
て
の
「
遭
し
と
が
は
っ
き

り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
注
目
す
べ
き
は
、
羅
整

奄
が
そ
の
質
的
差
異
を
明
瞭
に
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
形
」
を
も
つ

眼
前
・
現
実
の
も
の
と
し
て
、
陰
陽
を
属
性
と
す
る
天
道
、
剛
柔
を
属
性
と
す

る
地
遭
、
仁
義
を
属
性
と
す
る
人
遭
は
、
「
白
ず
か
ら
別
無
き
に
あ
る
べ
か
ら

ず
」
と
す
る
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に

引
く
言
説
も
同
一
の
趣
旨
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
天
命
こ
れ
を
性
と
謂
う
は
、
そ
の
気
を
受
く
る
の
初
よ
り
言
う
な
り
。

　
　
性
に
率
う
こ
れ
を
道
と
謂
う
は
、
そ
の
形
を
成
す
の
後
よ
り
言
う
な
り
。

　
　
蓋
し
形
質
既
に
成
れ
ば
、
入
は
則
ち
そ
の
人
の
性
に
率
い
て
、
人
の
道
を

　
　
為
し
、
物
は
則
ち
そ
の
物
の
性
に
率
い
て
、
物
の
道
を
為
す
な
り
。
均
し

　
　
く
こ
れ
人
な
る
も
、
而
れ
ど
も
道
は
又
た
尽
く
同
じ
か
ら
ず
。
仁
者
こ
れ

　
　
を
見
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
仁
と
謂
い
、
知
者
こ
れ
を
見
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
知

　
　
と
謂
い
、
百
姓
は
則
ち
日
用
に
し
て
知
ら
ず
。
分
の
殊
な
れ
ば
な
り
。

　
　
　
（
上
、
二
〇
条
一

　
こ
こ
に
は
η
形
し
「
形
質
」
を
も
っ
て
よ
り
以
後
の
、
「
人
の
道
」
と
「
物
の

遭
」
、
さ
ら
に
は
人
間
内
部
の
個
々
人
の
差
異
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ

で
雛
整
捲
は
万
物
の
質
的
差
異
を
も
た
ら
す
前
提
と
し
て
形
・
形
質
を
用
い
て

い
る
が
、
そ
れ
が
朱
子
学
一
般
の
気
・
気
質
と
梱
通
じ
る
用
諦
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
気
が
も
つ
昏
明
厚
薄
の
性
格
に
よ
る
万
物
の
質
的
差
異
の
提
示
は
、
雑
整

奄
に
限
ら
ず
朱
子
学
者
一
般
の
認
識
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
万

物
の
質
的
差
異
を
あ
ら
わ
す
が
た
め
に
、
理
と
道
と
の
区
別
を
立
て
、
特
に

「
道
」
と
い
う
概
念
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
羅
整
奄
の
発

言
の
重
要
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
万
物
の
各
々
の
個
性
が
、
単
に
気
が
も
た
ら
す

偶
然
的
現
象
に
止
ま
ら
ず
、
道
と
い
う
思
想
的
重
み
を
も
つ
概
念
に
よ
っ
て
位

遣
、
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
羅
整
捲
の
現
実
重
視
の
思
想
の
特
質
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
伊
藤
仁
斎
の
門
語
孟
字
義
』

に
、
「
説
卦
明
ら
か
に
説
く
、
天
の
道
を
立
つ
、
日
く
陰
と
陽
と
。
地
の
道
を
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立
つ
、
日
く
柔
と
剛
と
。
人
の
道
を
立
つ
、
日
く
仁
と
義
と
。
混
じ
て
こ
れ
を

一
に
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
陰
陽
を
も
っ
て
人
の
道
と
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
な

お
仁
義
を
も
っ
て
天
の
道
と
す
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
L
一
門
語
孟
字
義
』
道

一
条
一
と
、
上
の
羅
整
荏
の
言
説
を
術
佛
さ
せ
る
発
雷
が
み
え
る
の
は
、
興
味

深
い
。
仁
斎
の
こ
の
発
言
が
直
接
に
羅
整
奄
の
影
饗
下
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
仁
斎
は
、
「
道
の
字
は
も
と
活
字
、

そ
の
生
生
化
化
の
妙
を
形
容
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。
理
の
字
の
ご
と
き
は
も
と
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
讐

字
」
一
刊
語
孟
字
義
』
理
一
条
）
と
い
う
、
理
の
活
動
の
範
囲
を
縮
め
る
発
書

と
連
動
し
て
、
そ
の
理
を
主
と
す
る
朱
子
思
想
を
「
高
く
空
虚
懸
り
難
き
の
理

を
唱
え
」
一
門
語
孟
字
義
』
道
三
条
一
る
、
現
実
を
顧
慮
し
な
い
空
理
空
論
の

学
と
し
て
非
難
す
る
。
朱
子
思
想
に
対
し
て
の
感
覚
の
違
い
が
こ
こ
に
出
て
く

る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
羅
整
蓋
と
仁
斎
の
間
に
は
、
理
一
へ

の
無
条
件
的
な
信
頼
と
い
う
よ
り
、
独
白
の
個
別
性
を
も
つ
眼
前
の
現
実
を
重

視
す
る
岡
様
の
思
惟
が
流
れ
て
い
る
と
は
、
い
え
よ
う
。
そ
し
て
羅
整
掩
の
理

一
な
い
し
理
の
位
相
に
は
、
仁
斎
の
「
死
字
し
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た

が
、
内
容
的
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
次
に
そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。

　
羅
整
掩
は
分
殊
を
重
ん
じ
た
が
、
上
引
用
の
「
天
地
人
物
、
止
だ
こ
れ
一
理

な
り
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
彼
は
理
一
の
方
も
決
し
て
疎
か
に
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
理
一
分
殊
の
概
念
自
体
が
も
と
も
と
部
分
と
全
体
、
特
殊

と
普
遍
を
包
括
的
に
扱
う
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
当
然
と
い

え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
羅
整
施
が
現
実
に
密
着
し
た
分
殊
を
重
ん

じ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
く
る
個
物
の
特
殊
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
理
一
・

理
の
内
容
も
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
精
確
に
い
え

ば
、
理
一
が
印
心
と
な
っ
て
演
じ
ら
れ
る
超
越
・
能
動
性
の
、
い
わ
ば
気
に
対

す
る
優
位
者
と
し
て
の
理
は
、
こ
こ
で
は
後
退
し
、
む
し
ろ
気
の
運
動
の
法
則

を
指
す
気
の
理
と
し
て
の
側
面
が
前
而
に
浮
上
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
次
に
紹
介
す
る
言
説
は
、
羅
整
奄
を
論
じ
る
場
合
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
言
説
が
羅
整
掩
の
言
う
理
の
特
徴
を
何

よ
り
も
鮮
明
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
①
理
は
須
く
気
上
に
就
き
て
認
取
す
べ
し
。
然
し
て
気
を
認
め
て
理
と
為

　
　
　
す
は
便
ち
是
な
ら
ず
。
こ
の
処
、
間
に
髪
を
容
れ
ず
。
最
も
言
い
難
し

　
　
　
と
為
す
。
要
は
人
善
く
観
て
こ
れ
を
黙
識
す
る
に
在
り
。
只
だ
気
に
就

　
　
　
き
て
理
を
認
む
る
と
、
気
を
認
め
て
理
を
為
す
と
は
、
両
書
明
ら
か
に

　
　
　
分
別
有
り
。
一
下
、
三
五
条
一

　
　
②
理
は
只
だ
こ
れ
気
の
理
の
み
。
当
に
気
の
転
折
の
処
に
於
い
て
こ
れ
を

　
　
　
観
る
べ
し
。
往
き
て
来
、
来
て
往
く
は
、
便
ち
転
折
の
処
な
り
。
夫
れ

　
　
　
往
き
て
来
ざ
る
能
わ
ず
、
来
て
往
か
ざ
る
能
わ
ざ
る
は
、
そ
の
然
る
所

　
　
　
以
を
知
る
こ
と
莫
く
し
て
然
る
こ
と
有
り
。
－
…
夫
れ
感
応
す
る
も
の

　
　
　
は
、
気
な
り
。
か
く
の
如
く
し
て
感
ず
れ
ば
、
則
ち
か
く
の
如
く
し
て

　
　
　
応
ず
。
毫
髪
を
以
て
差
う
を
容
れ
ざ
る
有
る
は
、
理
な
り
。
一
続
上
、

　
　
　
三
八
条
一

　
　
③
夫
子
、
易
を
賛
し
て
よ
り
、
始
め
て
窮
理
を
以
て
言
を
為
す
。
理
は
果

　
　
　
た
し
て
何
物
ぞ
や
。
蓋
し
天
地
を
通
じ
、
古
今
に
亘
り
て
、
一
気
に
非

　
　
　
ざ
る
無
き
の
み
。
気
は
本
と
一
な
り
。
而
し
て
一
動
一
静
、
一
往
一

　
　
　
来
、
一
闘
一
闘
、
一
升
一
降
し
、
循
環
し
て
已
む
こ
と
無
し
。
微
を
積

　
　
　
み
て
著
と
な
り
、
著
由
り
微
に
復
す
。
四
時
の
温
涼
寒
暑
を
為
し
、
万

　
　
　
物
の
生
長
収
蔵
を
為
し
、
こ
の
民
の
日
用
舞
倫
を
為
し
、
人
事
の
成
敗

　
　
　
得
失
を
為
す
な
り
。
千
条
万
緒
、
紛
紙
膠
轄
と
し
て
、
卒
に
乱
る
べ
か
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ら
ず
。
そ
の
然
る
所
以
を
知
る
こ
と
莫
く
し
て
然
る
こ
と
有
り
。
こ
れ

　
　
　
即
ち
所
謂
る
理
な
り
。
初
め
よ
り
別
に
一
物
、
気
に
依
り
て
立
ち
、
気

　
　
　
に
附
し
て
以
て
行
わ
る
る
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
一
上
、
十
一
条
一

　
①
に
お
い
て
羅
整
麓
は
、
理
は
現
実
の
気
に
即
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
い
い

つ
つ
も
、
一
方
で
は
理
と
気
と
の
区
別
を
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
の
理

と
気
と
の
区
別
は
、
気
に
対
す
る
理
、
ま
た
そ
こ
か
ら
く
る
理
の
超
越
・
能
動

性
を
い
う
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
傾
向
を
断

ち
切
っ
て
、
能
動
・
運
動
の
機
能
を
専
ら
気
に
担
わ
せ
、
理
の
内
容
は
そ
の
気

の
運
動
の
法
則
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、

注
意
を
要
す
る
。
②
の
言
説
が
そ
れ
の
裏
付
け
と
な
る
が
、
な
か
ん
ず
く
「
理

は
只
だ
こ
れ
気
の
理
の
み
」
「
夫
れ
感
応
す
る
も
の
は
、
気
な
り
」
と
あ
る
と

お
り
で
あ
る
。
ま
た
②
は
気
の
転
折
・
往
来
の
運
動
を
、
η
そ
の
然
る
所
以
を

知
る
こ
と
莫
く
し
て
然
る
こ
と
有
り
L
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
語
句
は
次

の
③
に
も
出
て
き
て
お
り
、
そ
こ
で
は
そ
れ
こ
そ
が
理
の
定
義
だ
と
い
う
。
こ

の
理
の
定
義
は
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
③
に
お
い
て
羅
整
奄
は
、
空
闘
・

時
間
的
に
存
在
す
る
の
は
気
の
み
で
あ
り
、
自
然
現
象
か
ら
人
閥
の
道
徳
ま
で

の
全
て
も
気
の
運
動
の
結
果
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
気
の
運
動
が
秩
序
を
保
つ

こ
と
も
「
卒
に
乱
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
ご
と
く
、
気
白
体
の
機
能
だ
と
い

う
。
だ
か
ら
理
は
「
そ
の
然
る
所
以
を
知
る
こ
と
莫
く
し
て
然
る
こ
と
有
り
し

と
、
何
の
作
用
も
持
た
な
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
朱
子
の
理
が
二
函

で
持
っ
て
い
た
、
い
わ
ば
超
越
・
主
宰
・
根
源
・
能
動
な
ど
の
性
格
は
、
こ
こ

で
完
全
に
消
え
去
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
こ
れ
は
別
の
角
度
か
ら
い
え
ぱ
、

ま
た
も
や
朱
子
の
理
が
一
面
で
持
っ
て
い
た
内
在
・
法
則
・
条
理
・
未
動
の
側

面
が
羅
整
奄
を
通
し
て
思
想
史
に
は
っ
き
り
と
姿
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
に
も
な

る
。
羅
整
奄
が
提
出
し
た
こ
の
緒
論
は
、
朱
子
思
想
が
持
っ
て
い
た
そ
う
し
た

一
面
を
微
底
的
に
追
及
し
て
の
縞
果
な
の
で
あ
る
。
思
想
史
的
な
一
発
展
の
形

態
を
こ
こ
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
以
上
と
関
連
し
て
人
間
の
性
・
道
徳
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
少
し

考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
蓋
し
人
物
の
生
は
、
気
を
受
く
る
の
初
め
、
そ
の
理
は
惟
だ
一
な
り
。

　
　
形
を
成
す
の
後
、
そ
の
分
は
則
ち
殊
な
り
。
そ
の
分
の
殊
は
、
白
然
の
理

　
　
に
非
ざ
る
莫
し
。
そ
の
理
の
一
は
、
常
に
分
殊
の
中
に
在
り
。
こ
れ
性
命

　
　
の
妙
な
る
所
以
な
り
。
一
上
、
十
四
条
一

　
　
　
天
の
道
は
白
然
に
非
ざ
る
莫
く
、
人
の
道
は
皆
な
こ
れ
当
に
然
る
べ
き

　
　
な
り
。
凡
そ
そ
の
当
に
然
る
べ
き
所
の
も
の
は
、
皆
な
そ
の
白
然
の
違
う

　
　
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
一
上
、
七
五
条
）

　
　
　
性
の
理
は
一
の
み
。
そ
の
徳
を
名
づ
く
れ
ば
、
則
ち
四
有
り
。
…
…
然

　
　
し
て
そ
の
か
く
の
如
く
の
潭
然
燦
然
裁
然
判
然
た
る
所
以
は
、
止
目
然
に
し

　
　
て
然
る
に
非
ざ
る
莫
し
。
繊
毫
も
安
排
布
置
の
力
を
仮
り
ず
。
こ
れ
そ
の

　
　
性
命
の
理
た
る
所
以
な
り
。
一
続
上
、
四
六
条
）

　
自
然
と
し
て
の
理
の
概
念
は
、
先
に
み
た
「
そ
の
然
る
所
以
を
知
る
こ
と
莫

く
し
て
然
る
こ
と
有
り
」
に
も
す
で
に
含
意
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
こ
こ

に
お
い
て
は
、
「
性
命
の
理
・
妙
」
「
人
道
し
な
ど
が
、
「
自
然
」
と
い
う
語
を

も
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
資
料
の
一
番
目
は
万
物
の
分
殊
そ
れ
白
体
が
白
然
の
理

で
あ
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
二
番
目
は
天
道
と
人
道
を
白
然
と
当
然
に

区
別
し
な
が
ら
も
、
再
び
自
然
の
レ
ベ
ル
で
そ
の
両
者
の
融
合
を
晒
っ
て
い

る
。
三
番
目
は
性
命
の
理
と
し
て
の
仁
義
礼
智
の
道
徳
が
、
僅
か
の
作
為
も
必

要
と
し
な
い
、
「
自
然
に
し
て
然
る
に
非
ざ
る
莫
し
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
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つ
ま
り
性
命
の
理
が
自
然
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ

れ
が
人
間
の
行
為
を
主
導
し
て
い
く
と
い
う
よ
り
、
人
間
の
行
為
の
調
和
さ
れ

た
そ
の
あ
り
方
・
状
態
が
性
命
の
理
で
あ
り
道
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
れ
を
気
質
と
天
命
の
性
を
も
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
の
人

問
の
行
為
H
気
質
の
性
、
そ
れ
の
調
和
さ
れ
た
状
態
H
天
命
の
性
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
は
両
者
の
差
別
は
殆
ど
意
昧
を
持
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
程
・
張
は
思
・
孟
に
本
、
づ
き
て
以
て
性
を
言
う
。
既
に
専
ら
理
を
主
と

　
　
し
、
復
た
気
質
の
説
を
推
す
は
、
則
ち
分
の
殊
な
る
も
の
、
誠
に
亦
た
こ

　
　
れ
を
尽
せ
り
。
但
だ
天
命
の
性
を
日
う
は
、
固
よ
り
已
に
気
質
に
就
き
て

　
　
こ
れ
を
言
う
な
り
。
気
質
の
性
を
日
う
は
、
性
、
天
命
の
謂
に
非
ず
や
。

　
　
一
性
に
し
て
両
名
な
り
。
且
つ
気
質
と
天
命
と
を
以
て
対
言
せ
ば
、
語
、

　
　
終
に
未
だ
整
か
な
ら
ざ
る
な
り
。
一
上
、
十
五
条
一

　
羅
整
捲
の
こ
の
言
説
は
あ
る
意
味
で
は
、
現
実
的
に
存
在
す
る
の
は
気
質
の

性
の
み
、
と
い
う
宣
言
と
も
捉
え
よ
う
。
こ
れ
は
先
に
み
た
彼
の
現
実
重
視
の

姿
勢
か
ら
す
で
に
予
見
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
人
問
の
現
実

態
と
し
て
の
気
質
の
性
を
前
面
に
出
す
譜
調
か
ら
は
、
そ
の
気
質
の
性
と
深
く

関
係
す
る
「
欲
」
「
情
」
な
ど
が
、
一
方
的
に
否
定
的
性
格
を
負
う
こ
と
も
あ

り
え
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
羅
整
奄
の
人
欲
肯
定
論
と
い
う
べ
き
も
の
が
展
開

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
彼
一
陸
象
山
一
蓋
し
専
ら
欲
を
以
て
悪
と
為
す
な
り
。
夫
れ
人
の
欲
有

　
　
る
は
、
固
よ
り
天
よ
り
出
づ
。
蓋
し
必
然
に
し
て
已
む
べ
か
ら
ざ
る
有

　
　
り
、
且
っ
当
に
然
る
べ
き
に
し
て
易
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
有
り
。
…
…
夫

　
　
れ
欲
と
喜
怒
哀
楽
と
は
、
皆
な
性
の
有
す
る
所
の
も
の
な
り
。
喜
怒
哀
楽

　
　
も
又
た
去
る
べ
け
ん
や
。
一
下
、
十
四
条
一

　
　
　
欲
は
、
未
だ
こ
れ
を
悪
と
謂
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
善
と
為
り
悪

　
　
と
為
る
は
、
節
有
り
と
節
無
き
と
に
係
る
の
み
。
一
上
、
十
七
条
一

　
　
　
惟
だ
こ
の
喜
怒
哀
楽
の
発
は
、
未
だ
必
ず
皆
な
節
に
中
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
こ
れ
善
悪
の
分
る
る
所
以
な
り
。
節
と
は
、
理
一
の
分
殊
の
中
に
在
る
な

　
　
り
。
節
に
印
る
は
即
ち
天
命
の
本
然
を
失
う
無
き
な
り
。
何
の
善
か
こ
れ

　
　
に
如
か
ん
。
或
い
は
過
ぎ
、
或
い
は
’
及
ば
ざ
る
も
、
猶
お
所
謂
る
善
な
る

　
　
も
の
存
す
る
有
り
。
未
だ
遼
か
に
こ
れ
を
悪
と
謂
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
　
一
上
、
十
六
条
一

　
羅
整
奄
が
人
間
の
欲
・
情
に
つ
い
て
、
そ
の
根
源
を
天
に
遡
っ
て
必
然
的
な

も
の
と
し
、
肯
定
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
の
は
見
て
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
天

命
の
性
・
理
一
本
然
一
を
「
節
有
り
し
「
節
に
中
た
る
」
、
つ
ま
り
惰
・
欲
の
調

和
さ
れ
た
状
態
と
規
定
す
る
こ
と
が
、
先
に
み
た
理
の
「
そ
の
然
る
所
以
を
知

る
こ
と
莫
く
し
て
然
る
こ
と
有
り
」
の
白
然
性
の
別
表
現
で
あ
り
、
ま
た
善
1
1

中
節
を
「
理
一
の
分
殊
の
印
に
在
る
」
「
或
い
は
過
ぎ
、
或
い
は
及
ば
ざ
る

も
、
猶
お
所
謂
る
善
な
る
も
の
存
す
る
有
り
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
、
現
実
に

即
し
た
現
実
重
視
の
思
惟
の
反
映
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
の
で

あ
る
。

　
本
節
で
試
み
た
の
は
、
朱
子
と
羅
整
掩
を
断
絶
の
関
係
で
把
握
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
羅
整
薙
を
朱
子
思
想
の
後
継
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
羅
整
奄
が
提
出
し
た
理
気
柵
即
、
あ
る
い
は
現
実
重
視
・
白
然

な
る
性
・
理
の
思
想
な
ど
が
、
朱
子
の
理
一
分
殊
の
概
念
を
契
機
に
し
て
、
朱

子
の
理
の
未
動
の
性
格
か
ら
く
る
理
実
肯
定
の
思
惣
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
羅
整
施
の
思
想
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
あ
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る
意
昧
で
は
、
吉
閉
公
平
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
朱
子
思
想
の
「
限
定
的
な
哩

容
」
で
あ
り
、
従
っ
て
朱
子
思
想
が
他
方
で
持
っ
て
い
た
理
の
超
越
・
能
動
性

か
ら
く
る
「
理
想
の
現
実
を
追
求
す
る
ロ
マ
ン
を
失
っ
た
」
も
の
と
な
る
か
も

知
れ
な
い
。
だ
が
、
朱
丁
思
想
が
両
而
的
包
括
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
角

度
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
が
ま
だ
完
全
な
ク
り
ア
ー
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
朱
丁
の
真
髄
を
求
め
て
岬
吟
す
る
羅
整
掩
の
思
想
の
」
歴
秋

が
ま
さ
に
そ
れ
を
物
諦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
、
朱
子
思
想
の
一

而
を
明
瞭
に
整
理
し
て
思
想
史
に
提
舳
し
た
と
い
う
そ
の
こ
と
内
体
が
、
思
想

史
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
注

＊
羅
整
奄
の
椚
困
知
記
』
は
印
華
書
局
川
版
本
一
闘
輸
鯛
鰍
佼
、
一
九
九
〇
一

を
用
い
た
。

（
1
一
任
継
愈
・
一
王
編
榊
中
国
哲
学
史
』
一
三
一
一
人
民
出
版
社
、
一
九
六
四
二
二

　
　
二
五
頁
、
北
京
大
学
哲
学
系
巾
国
哲
学
史
教
研
室
編
『
中
圃
哲
学
史
』

　
　
　
一
下
一
　
　
p
、
ト
、
，
、
〕
、
一
九
八
〇
一
二
一
八
頁
。

一
2
一
張
岱
年
『
中
国
哲
学
大
綱
』
一
中
圃
社
会
科
学
州
版
社
、
一
九
八
二
一

　
　
七
四
頁
。

一
3
一
山
井
湧
門
明
清
思
想
史
の
研
究
』
一
東
京
大
学
川
版
会
、
一
九
八
O
）

　
　
三
四
頁
。

一
4
一
侯
外
魔
他
編
『
宋
明
理
学
史
』
一
下
一
一
人
民
山
版
祉
、
一
九
八
七
一
四

　
　
七
八
・
顯
九
二
頁
、
川
下
龍
二
他
門
巾
国
思
想
史
』
一
下
一
一
高
文
堂
旧
版

　
　
社
、
一
九
八
六
一
八
六
頁
。

一
三
　
任
継
愈
主
編
司
小
国
哲
学
史
』
一
三
一
三
二
七
頁
。

一
6
一
北
京
大
学
哲
学
系
印
閥
哲
学
史
教
研
室
編
椚
中
固
哲
学
史
』
一
下
一

　
二
八
頁
。

一
7
一
陳
来
門
宋
閉
儒
学
』
一
遼
寧
教
育
出
版
祉
、
一
九
九
二
二
九
七
頁
。

一
8
一
林
継
平
「
論
一
維
整
庵
的
哲
学
慧
境
」
一
列
巾
国
哲
学
史
研
究
』

　
期
、
一
九
八
六
一
六
〇
頁
。

一
9
一
　
「
与
王
■
陽
閉
誇
」
　
・
『
困
知
記
』
附
録
。
な
お
、
こ
の
…
維
整
掩
と
丁
陽

　
閉
あ
る
い
は
陽
閉
学
者
の
欧
陽
南
野
と
の
閥
に
交
わ
さ
れ
た
論
争
の
詳
細

　
に
つ
い
て
は
、
山
下
龍
二
開
、
工
陽
閉
』
一
集
英
竹
、
一
九
八
九
一
一
㎜
三
～

　
　
一
四
八
頁
、
荒
木
兇
悟
「
欧
陽
南
野
」
（
陽
閉
学
大
系
巻
五
門
陽
閉
門

　
下
』
一
上
一
、
閉
徳
出
版
祉
、
　
一
九
七
一
二
一
二
九
～
三
二
頁
。
★
㎜
公
平

　
　
「
羅
欽
順
－
『
朱
子
晩
年
定
論
』
批
判
と
そ
の
影
響
」
一
〕
原
利
国
棚

　
　
『
巾
国
思
想
史
』
一
下
一
、
ぺ
り
か
ん
祉
、
一
九
八
七
一
　
一
六
九
～
．
一
七
〇

　
箏
、
〇

　
一
上

一
1
0
一
朱
子
と
の
閥
係
を
閉
題
視
し
な
が
ら
、
縦
整
掩
の
思
想
を
整
理
し
た
研

　
究
と
し
て
、
山
下
龍
二
「
縦
欽
順
と
気
の
哲
学
」
一
『
陽
閉
学
の
研
究
』

　
　
一
下
一
、
現
代
情
報
社
、
一
九
七
一
）
、
吉
旧
公
平
前
掲
論
文
。
特
に
吉
川

　
は
そ
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
縦
欽
順
は
、
朱
子
学
の
理
気
－
心
性
論
が
も

　
つ
「
超
越
－
内
在
」
「
分
別
－
相
即
」
構
造
の
う
ち
、
「
超
越
・
分
別
」
論

　
は
未
定
の
論
と
し
て
切
り
捨
て
、
「
内
在
・
榊
即
」
弘
榊
の
郁
分
を
定
論
と

　
し
て
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
朱
子
学
理
論
を
新
た
に
展
開
し
た
の
で
は
な

　
く
し
て
、
選
択
を
加
え
、
限
定
的
に
受
容
し
た
の
で
あ
る
L
二
七
三

　
頁
一
と
主
張
す
る
。
な
お
、
小
論
は
こ
う
し
た
吉
㎜
説
を
基
本
的
に
踏
ま

　
え
て
い
る
。

一
1
］
一
次
に
引
く
発
言
も
、
縦
整
掩
の
学
閉
の
過
程
に
お
け
る
理
一
分
殊
の
概
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念
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
を
伝
え
て
い
る
。
「
愚
嘗
繕
寝
以
求
之
、

　
沈
潜
以
体
之
、
積
以
歳
年
、
一
旦
悦
然
、
似
有
以
洞
見
其
本
末
者
。
密
以

　
性
命
之
妙
、
無
出
理
一
分
殊
四
字
、
簡
而
尽
、
約
而
無
所
不
通
、
初
不
仮

　
於
牽
合
安
排
、
自
確
乎
其
不
可
易
也
」
一
上
、
十
四
条
）

一
1
2
一
こ
の
概
念
の
典
拠
は
、
「
答
楊
時
論
西
銘
書
」
・
門
二
程
文
集
』
巻
十
。

一
1
3
一
吉
川
幸
次
郎
・
三
浦
国
雄
刊
朱
子
集
』
一
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
一

　
二
七
四
頁
。

一
1
4
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
二
八
、
三
二
五
頁
。

一
1
5
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
三
四
、
二
六
頁
。

一
1
6
一
と
い
う
の
は
、
益
軒
は
、
朱
子
思
想
に
不
満
を
ぶ
つ
け
る
門
大
疑
録
』

　
に
お
い
て
自
身
の
理
一
分
殊
の
理
解
は
、
「
羅
整
奄
の
、
理
一
分
殊
説
を

　
立
つ
る
は
、
こ
れ
簡
要
の
言
な
り
。
分
析
す
る
を
要
せ
ず
し
て
、
性
の
字

　
を
発
明
せ
り
」
一
岩
波
思
想
大
系
三
四
、
十
八
頁
一
と
い
う
ご
と
く
、
朱

　
子
で
は
な
く
羅
整
奄
に
従
っ
て
の
も
の
だ
と
打
ち
明
け
て
い
る
か
ら
で
あ

　
る
。

一
1
7
一
羅
整
奄
の
思
想
遍
歴
は
青
壮
年
期
に
儒
学
よ
り
む
し
ろ
仏
教
に
深
く
没

　
頭
し
た
経
験
を
も
つ
が
一
下
、
四
一
．
条
一
、
最
終
的
に
は
「
異
端
之
説
、

　
自
古
有
之
。
考
其
為
害
、
莫
有
過
於
仏
氏
者
実
」
一
続
上
、
一
条
一
と
い

　
う
よ
う
に
、
激
し
い
仏
教
批
判
を
展
開
す
る
。
『
困
知
記
続
』
巻
上
の
最

　
初
か
ら
三
〇
余
条
は
専
ら
そ
の
仏
教
を
批
判
す
る
に
紙
面
を
割
い
て
い

　
る
。

一
1
8
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
三
三
、
二
七
頁
。

一
理
三
宅
正
彦
は
羅
整
奄
と
仁
斎
の
関
係
に
つ
い
て
、
仁
斎
が
羅
整
奄
か
ら

　
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
大
き
い
と
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
仁
斎
が
万
治

　
元
年
一
一
六
五
八
一
日
本
で
出
版
さ
れ
た
『
困
知
記
』
二
冊
本
を
所
蔵

　
し
、
そ
の
続
集
一
冊
を
寛
文
年
間
に
門
人
小
川
省
字
に
写
さ
せ
た
こ
と
を

　
挙
げ
て
い
る
一
門
伊
藤
仁
斎
集
』
、
筑
摩
書
房
、
　
一
九
七
〇
、
四
二

　
頁
）
。

一
2
0
一
岩
波
日
本
思
想
大
系
三
三
、
三
一
頁
。

（
2
ユ
一
同
上
、
二
八
頁
。

一
2
2
）
吉
田
公
平
前
掲
論
文
、
一
七
三
頁
。

　
　
一
お
む
・
そ
ぎ
ん
　
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
哲
学
・
思
想
研
究
科
一
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