
佐
藤
直
方
の
主
静
説

　
　
　
　
　
　
　
　
講
義
固
筆
記
に
み
え
る
近
世
語
を
手
が
か
り
と
し
て

早
　
川

雅
　
子

　
直
方
謂
。
人
之
所
以
人
爲
人
者
心
也
。
學
者
之
所
以
爲
學
者
養
其
本
心
而
麓

　
其
心
明
而
已
集
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
存
養
筆
記
」
織
五
一

　
崎
門
学
派
の
俊
傑
佐
藤
直
方
一
一
六
五
〇
1
一
七
一
九
一
門
下
は
、
『
近
思
録
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

巻
四
・
存
養
』
の
講
義
に
際
し
右
の
言
を
揚
げ
講
習
の
警
戒
に
し
た
と
い
う
。

い
わ
く
、
心
と
は
人
の
人
た
る
所
以
、
学
問
は
自
己
の
本
心
を
ま
も
り
や
し
な

い
、
そ
の
優
れ
た
は
た
ら
き
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
み
、
と
。
直
方
に

よ
れ
ば
、
こ
の
学
問
の
根
基
は
「
主
静
存
養
」
で
あ
る
。

　
佐
藤
直
方
の
実
践
道
徳
論
の
特
長
は
、
実
践
修
養
の
申
核
に
η
敬
の
工
夫
L

を
据
え
た
こ
と
、
心
を
敬
し
む
た
め
の
具
体
的
な
工
夫
と
し
て
「
静
座
」
を
強

　
　
　
　
　
　
　
丁
こ

調
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
敬
・
静
座
の
工
夫
の
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
は
「
主
静
」
で
あ
る
こ
と
、
諸
種
の
資
料
に
重
出
す
る
発
言
㍗
学
聞
ノ
根
基

ハ
主
静
存
養
ナ
リ
L
「
敬
ハ
主
静
ニ
ナ
ル
エ
夫
ナ
リ
」
な
ど
か
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。

主
静
は
直
方
の
実
践
道
徳
論
び
根
幹
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
主

静
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
か
、
主
静
が
実
践
道
徳
論
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
根

拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
静
座
の
工
夫
が
強
調
さ
れ
る
の
か
等
の

考
察
を
通
し
て
、
直
方
の
実
践
道
徳
論
の
構
造
に
せ
ま
っ
て
み
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
敢
え
て
「
近
世
語
を
手
が
か
り
と
し
て
」
と
い
う
副

題
を
添
え
た
よ
う
に
、
近
世
の
臼
常
で
話
さ
れ
た
平
易
な
こ
と
ば
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
や
そ
こ
に
表
れ
た
考
え
か
た
に
着
目
し
て
考
察
を
お
こ
な
う
。
こ
の
方

法
に
関
連
し
て
崎
門
学
派
と
近
世
語
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
国
語
学
の
分
野
で
は
、
崎
門
学
派
の
文
献
は
、
近
世
言
語
生
活
を
全
般
的
に

把
握
す
る
た
め
の
豊
か
な
近
世
語
資
料
と
な
る
べ
き
も
の
の
一
つ
と
し
て
注
目

　
　
　
　
一
3
一

さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
国
語
史
の
上
で
は
近
世
は
、
一
般
的
に
は
江
戸
幕

府
が
開
か
れ
て
以
降
明
治
維
新
ま
で
の
政
治
上
の
江
戸
時
代
と
一
致
し
、
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

し
ば
二
元
・
対
立
の
時
代
と
よ
ば
れ
る
。
二
元
と
は
「
国
民
が
文
語
・
口
語
の

二
重
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
、
対
立
と
は
「
江
戸
語
と
京

阪
語
と
の
対
立
が
、
方
言
の
対
立
が
、
階
級
的
の
言
語
の
対
立
が
、
特
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
三

時
代
顕
著
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
い
う
。

　
さ
て
、
崎
門
で
は
、
門
人
に
講
義
や
学
話
等
を
筆
記
し
て
提
出
さ
せ
、
講
師
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が
そ
れ
に
朱
批
訂
正
を
加
え
て
返
却
す
る
と
い
う
風
儀
が
あ
っ
た
。
こ
の
風
は

か
な
り
早
い
時
期
に
始
ま
っ
た
も
の
ら
し
く
、
例
え
ば
直
方
の
糊
輸
蔵
録
　
巻

四
』
に
は
、
崎
門
の
創
始
者
山
崎
闇
斎
二
六
一
八
－
八
二
）
朱
批
の
「
仁
説
し

や
、
同
輩
三
宅
尚
斎
一
名
は
重
固
、
ニ
ハ
六
二
－
一
七
四
一
一
朱
批
の
㍗
寄
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
右
」

宅
重
固
中
庸
説
し
等
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
講
義
蜴
『
筆
記
』
門
学
談
』
な
ど

と
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
講
義
ノ
ー
ト
、
特
に
直
方
や
尚
斎
ま
た
浅
見
納

斎
な
ど
崎
門
前
期
に
輩
出
し
た
俊
傑
の
講
義
ノ
ー
ト
は
、
弟
子
か
ら
孫
弟
子
へ

と
転
写
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
近
世
語
資
料
と
は
こ
れ
ら
の
講
義
ノ
ー
ト

を
指
す
。

　
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
崎
門
は
「
程
朱
学
を
理
論
と
実
践
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
］

る
世
界
観
と
し
て
一
個
一
身
に
体
認
し
よ
う
と
格
闘
し
た
最
初
の
学
派
」
で
あ

る
。
崎
門
で
は
「
臼
用
実
行
」
を
力
説
し
、
所
謂
教
養
と
し
て
の
型
ど
お
り
の

読
書
・
講
習
を
厳
し
く
戒
め
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
宋
学
は
、
彼
ら
が
生
き
た
近

世
の
歴
史
的
社
会
的
な
状
況
に
お
け
る
自
分
自
身
の
世
界
観
と
し
て
捉
え
直
さ

れ
体
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
っ
、
日
常
の
場
に
お
い
て
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
姿
勢
は
そ
の
ま
ま
講
義
・
学
話
に
反
映
し
た
。
そ

こ
で
は
程
朱
の
言
は
、
自
分
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
文
語
や
漢

語
は
無
論
の
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
で
用
い
ら
れ
た
日
常
の
言
語
や
平
明
平

易
な
語
し
こ
と
ば
、
警
話
を
駆
使
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
崎
門
の
文
献
が
近

世
語
資
料
の
宝
庫
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
は
従
前
の
崎
門
研
究
で
は
全
く
顧
慮
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
太
極
し
「
居
敬
し
は
ど

の
よ
う
な
言
葉
や
警
話
で
説
明
さ
れ
て
い
る
か
等
々
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
詳
細

に
検
討
す
る
こ
と
で
、
宋
学
の
微
妙
な
読
み
変
え
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
よ
う
な
予
測
の
も
と

し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。

二

本
稿
で
は
直
方
の
用
い
た
こ
と
ば
に
着
目

　
直
方
の
実
践
道
徳
論
を
論
ず
る
場
合
、
や
は
り
そ
れ
に
先
だ
っ
て
朱
子
の
立

場
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
程
伊
川
と
朱
子
は
実

践
遭
徳
論
に
お
い
て
敬
を
重
視
し
た
。
特
に
朱
子
は
窮
理
と
と
も
に
居
敬
一
心

を
敬
の
状
態
に
お
く
こ
と
一
を
学
問
の
方
法
の
み
な
ら
ず
、
学
問
の
目
的
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

自
体
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
は
心
・
性
論
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
以
下
に
、
朱
子
の
心
・
性
論
を
概
観
し
よ
う
。

　
凡
そ
存
在
す
る
物
、
現
象
の
存
在
の
し
か
た
を
全
体
的
・
統
一
的
に
把
握
し

た
と
こ
ろ
の
一
者
と
し
て
の
理
を
ま
た
、
太
極
・
天
の
理
な
ど
と
よ
ぶ
。
形
而

上
の
太
極
は
形
而
下
の
物
質
的
要
素
気
の
裏
に
在
る
。
こ
の
気
は
発
動
し
て
陰

気
と
陽
気
の
二
気
に
分
か
れ
、
二
気
は
交
感
し
て
五
行
を
生
じ
、
　
陰
陽
二
気

の
動
静
と
五
行
の
く
み
あ
わ
さ
り
に
よ
っ
て
事
物
は
生
成
さ
れ
る
。
太
極
は
こ

の
気
の
裏
に
在
る
の
だ
か
ら
、
凡
そ
存
在
す
る
物
そ
れ
ぞ
れ
す
べ
て
は
太
極
を

生
ま
れ
も
っ
て
い
る
。
太
極
は
物
に
お
い
て
は
、
仁
義
礼
智
の
性
と
し
て
働
き

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

や
行
為
を
起
こ
す
も
と
に
な
る
。
こ
の
物
の
内
に
あ
る
太
極
を
指
し
て
性
と
い

う
。
た
だ
、
気
は
発
動
し
て
さ
か
ん
に
働
く
セ
偏
塞
正
通
な
ど
の
か
た
よ
り
が

生
じ
る
か
ら
、
物
は
そ
れ
ぞ
れ
気
の
か
た
よ
り
を
稟
け
て
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
生
ま
れ
っ
き
も
っ
て
い
る
性
に
は
そ
れ
ぞ
れ
気
稟
に
よ
り
殊
り
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
そ
れ
ぞ
れ
の
性
は
、
太
極
で
あ
る
と
い
う
側
面
か
ら

み
れ
ば
同
一
で
あ
る
が
、
気
稟
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
に
殊
り
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
を
本
然
の
性
、
後
者
を
気
質
の
性
と
い
う
。
別
言
す
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れ
ば
、
気
の
裏
に
あ
る
太
極
は
、
一
端
気
が
発
動
す
れ
ば
気
稟
の
殊
り
が
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
」

る
か
ら
気
質
の
性
で
あ
り
、
気
が
未
だ
発
動
し
な
い
前
は
本
然
の
性
で
あ
る
。

　
心
は
形
而
下
の
人
に
お
け
る
形
而
上
の
理
の
落
ち
つ
き
ど
こ
ろ
、
理
の
会
す

　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
身
体
の
動
き
を
支
配
制
御
し
、
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
精
神
作

　
　
　
　
　
　
一
引
一

用
の
根
源
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
は
厳
密
に
は
現
実
具
体
的
に
働
く
形
而

下
の
身
体
の
一
部
の
気
で
あ
る
と
と
も
に
、
気
に
於
い
て
在
る
理
と
し
て
の
側

　
　
　
　
　
一
1
2
一

面
を
併
せ
も
つ
。
心
は
発
動
す
る
前
一
未
発
）
に
お
い
て
は
、
気
と
し
て
の
側

面
は
働
い
て
い
な
い
の
だ
か
ら
性
と
一
で
あ
る
。
こ
の
心
と
一
で
あ
る
未
発
の

性
は
、
先
に
述
べ
た
本
然
の
性
に
符
合
す
る
。
し
か
し
、
気
と
し
て
の
側
面
か

ら
い
え
ば
、
心
の
本
性
は
動
く
こ
と
に
あ
る
。
一
端
発
動
し
た
一
已
発
一
時
に

は
、
心
は
気
で
あ
る
か
ら
そ
の
働
き
に
か
た
よ
り
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
心
の

働
く
と
こ
ろ
は
性
に
適
う
場
合
も
適
わ
ざ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
こ
に
自
ず
と
善

　
　
　
　
一
”
一

悪
が
生
じ
る
。
以
上
が
朱
子
の
心
・
性
論
の
大
要
で
あ
る
。
佐
藤
直
方
は
こ
の

心
・
性
論
を
そ
の
論
理
の
枠
組
み
に
関
し
て
は
概
ね
の
と
こ
ろ
継
承
し
て
い

る
。
以
降
、
こ
の
心
・
性
論
を
前
提
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
朱
子
が
敬
を
重
視
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
心
が
理
の
落
ち
つ
き

ど
こ
ろ
で
あ
る
故
仁
、
一
面
で
は
身
体
を
支
配
制
御
し
具
体
的
精
神
作
用
の
根

源
で
。
あ
り
、
一
面
で
は
気
で
あ
る
と
い
う
、
二
側
面
を
も
つ
こ
と
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
敬
の
意
義
は
、
か
の
程
伊
川
の
「
主
一
無
適
し
に
よ
れ
ば
、
心
を
一

事
に
集
中
さ
せ
、
こ
の
心
を
ま
も
り
た
も
ち
忽
せ
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
朱

子
は
こ
れ
を
引
き
継
ぎ
、
「
敬
者
一
心
之
主
宰
而
万
事
之
本
根
也
。
」
一
『
大
学
或

問
』
）
と
い
う
。
心
は
本
来
動
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
注
意
を
怠
れ
ば
乱
れ
や

傭
り
を
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
敬
に
よ
っ
て
心
を
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
か
な
る
時
も
心
を
一
に
と
と
の
え
、
事
な
き
時
は
こ
の
心
を
ま
も
り
や
し
な

い
、
具
体
的
行
為
の
場
で
は
よ
く
自
ら
を
省
み
て
心
を
一
に
保
つ
。
敬
の
状
態

に
お
い
て
心
は
、
働
く
と
こ
ろ
性
に
適
い
、
よ
く
身
体
を
制
御
し
万
事
の
よ
っ

て
起
こ
る
も
と
に
な
る
。

　
佐
藤
直
方
の
実
践
修
養
論
の
考
察
に
入
ろ
う
。
ま
ず
、
直
方
の
敬
の
概
念
を

「
敬
者
一
心
之
主
宰
而
万
事
之
本
根
也
。
」
の
解
釈
か
ら
検
討
す
る
。

　
敬
ハ
心
ニ
ツ
ケ
オ
ク
守
リ
ゾ
。
心
動
ク
モ
ノ
ニ
シ
テ
尤
甚
シ
キ
モ
ノ
ゾ
。
敬

　
ノ
守
リ
ヲ
ツ
ク
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
ヨ
ク
ツ
ケ
置
二
、
熟
ス
レ
バ
万
事
ヲ
ナ
ス
ニ

　
ヨ
ク
心
ガ
奉
行
シ
テ
ナ
シ
イ
タ
ス
ホ
ド
ニ
ヨ
ッ
テ
根
本
ゾ
。
一
総
十
一
一

　
η
敬
者
一
心
之
主
宰
L
を
解
し
た
部
分
、
「
敬
ハ
心
ニ
ツ
ケ
オ
ク
守
リ
ゾ
。

心
動
ク
モ
ノ
ニ
シ
テ
尤
甚
シ
キ
モ
ノ
ゾ
」
の
意
味
は
、
㍗
心
は
理
の
落
ち
つ
き

ど
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
心
は
動
く
こ
と
甚
だ
し
い
か
ら
、
心
に
於
い
て
在
る

理
（
H
性
）
に
害
を
な
す
。
敬
は
そ
れ
を
防
ご
う
と
心
の
放
逸
な
動
き
を
監
視

し
性
を
守
る
護
衛
、
心
に
つ
け
る
見
張
り
人
で
あ
る
。
L
、
で
あ
る
。
こ
の
解
釈

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
主
宰
」
を
「
守
リ
」
と
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
一
心

ニ
ツ
ケ
オ
ク
一
守
リ
」
と
は
、
・
害
を
な
す
者
の
侵
入
を
防
ご
う
と
守
護
す
る
の

意
を
も
つ
。
害
を
な
す
者
は
放
逸
に
動
く
心
で
あ
る
か
ら
、
守
護
す
る
対
象
は

心
で
は
な
く
、
心
に
於
い
て
在
る
性
に
他
な
ら
な
い
。
㍗
守
リ
し
と
い
う
こ
と

ば
で
、
敬
に
よ
っ
て
心
を
主
宰
制
御
す
る
の
は
心
に
あ
る
性
を
守
る
た
め
だ
と

い
う
、
敬
の
目
的
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
引
用
の
後
半
部
分
「
熟
ス
レ
バ
万
事
ヲ
ナ
ス
ニ
ョ
ク
心
ガ
奉
行
シ
テ

ナ
シ
イ
タ
ス
ホ
ド
ニ
ヨ
ッ
テ
根
本
ゾ
」
は
、
心
は
敬
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
に
十
分
に
な
れ
て
常
に
敬
の
状
態
に
な
る
と
、
万
事
を
な
す
に
性
の
命
を
奉

じ
て
よ
く
働
く
よ
う
に
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
敬
即
ち
敬
の
状
態
に
あ
る
心

は
万
事
の
根
本
に
な
る
、
と
解
さ
れ
る
。
心
が
敬
に
な
れ
る
と
は
、
心
が
敬
に
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よ
っ
て
動
き
を
抑
制
さ
れ
た
静
な
い
し
は
動
き
に
か
た
よ
り
が
な
い
状
態
に
あ

る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
心
は
性
の
命
を
奉
じ
て
よ
く
働
く
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
敬
の
目
的
は
、
心
の
動
き
を
抑
制
し
と

と
の
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
内
に
あ
る
性
を
守
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
性
を
心

の
働
き
を
通
し
て
実
践
の
場
に
現
す
こ
と
に
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
心
が
敬
に
な
れ
て
敬
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
㍗
居
敬
L
と
い
い
、

「
屠
敬
ト
云
コ
ト
ノ
居
ノ
字
ハ
、
ヲ
ル
ト
云
意
ニ
シ
テ
、
ス
ハ
ル
コ
ト
ナ
リ
。

敬
ニ
キ
ッ
ト
ス
ワ
ル
、
ベ
ッ
タ
リ
ト
、
ド
フ
ド
ス
ワ
ツ
テ
ヲ
ル
意
也
」
一
『
筆
記
』
）

と
表
現
さ
れ
る
。
「
キ
ッ
ト
」
「
ベ
ッ
タ
リ
ト
」
「
ド
フ
ド
」
の
何
れ
の
言
葉
か

ら
も
、
心
が
木
が
根
を
下
ろ
す
よ
う
に
し
っ
か
り
と
ま
ち
が
い
な
く
敬
の
状
態

に
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
居
敬
に
お
い
て
は
、
心
は
主

静
の
情
態
に
あ
る
（
「
居
敬
ト
云
ハ
主
静
也
」
阿
同
前
』
）
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
主
静
は
、
周
滅
漢
『
太
極
図
説
』
に
あ
る
「
主
静
一
自
註

：
無
欲
故
静
一
而
立
人
極
」
に
由
来
す
る
。
「
主
静
一
自
註
：
無
欲
故
静
一
而

立
人
極
」
は
、
「
心
は
人
欲
が
あ
る
か
ら
放
逸
に
動
く
が
、
人
欲
を
抑
え
れ
ば

静
穏
に
保
た
れ
る
。
人
欲
を
抑
え
き
り
無
欲
に
至
れ
ば
、
心
も
ま
た
静
ま
り
き

り
未
だ
発
動
し
な
い
前
の
情
態
に
至
る
。
一
聖
人
は
一
こ
の
未
発
の
前
の
静
な

る
心
の
情
態
を
、
太
極
に
基
づ
き
こ
れ
に
即
応
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
の
究
極
の

あ
り
か
た
と
し
た
。
」
、
と
解
さ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
主
静
と
は
未
発
の
前
の
心
の
惰
態
を
い
う
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、

主
静
す
な
わ
ち
未
発
の
前
の
心
の
情
態
は
性
と
一
で
あ
り
、
未
だ
一
気
が
一
発

動
し
な
い
前
の
太
極
、
そ
し
て
本
然
の
性
に
即
応
す
る
。
直
方
は
、
未
発
の
前

の
主
静
の
情
態
の
心
が
本
然
の
性
に
即
応
す
る
・
」
と
を
、
㍗
静
ナ
ラ
ネ
バ
天
下

ヒ
ト
ツ
ニ
ナ
ラ
ヌ
。
静
ニ
ナ
ル
ト
天
下
ヒ
ト
ツ
ニ
ナ
ル
ナ
リ
。
水
二
月
ノ
ウ
ツ

ル
如
シ
」
一
「
静
座
説
筆
記
」
輸
十
一
一
、
心
を
静
に
た
も
て
ば
天
一
天
命
の
性
・

本
然
の
性
）
と
下
（
心
）
と
は
一
つ
に
な
る
こ
と
水
に
月
が
映
る
ご
と
し
、
と

表
現
す
る
。

　
さ
て
、
直
方
に
よ
れ
ば
、
心
は
太
極
に
相
い
か
な
う
も
の
で
あ
る
が
一
「
細

二
云
ヘ
バ
理
気
妙
合
ナ
レ
ド
モ
、
…
人
ノ
上
デ
太
極
ト
云
ハ
心
ノ
コ
ト
ゾ
」
「
太

極
図
講
義
」
輪
八
一
、
未
発
の
前
の
主
静
の
心
が
未
だ
一
気
が
一
発
動
し
な
い

前
の
太
極
に
即
応
す
る
な
ら
ば
、
已
発
の
心
は
太
極
を
内
在
す
る
気
が
発
動
し

て
陰
気
と
陽
気
と
の
二
気
に
分
か
れ
た
と
こ
ろ
に
即
応
す
る
だ
ろ
う
。
以
下
の

引
用
か
ら
検
討
し
よ
う
。

　
鳥
ノ
声
、
風
ノ
音
ノ
心
ニ
ヒ
ビ
ク
迄
ハ
未
発
ノ
場
ナ
リ
。
鳥
ジ
ャ
風
ジ
ャ
ト

　
ス
ル
、
ハ
ヤ
已
発
ノ
場
ジ
ャ
ト
ア
ト
デ
知
ル
ガ
ヨ
シ
。
目
二
見
コ
ト
モ
同
ジ

　
コ
ト
ゾ
。
鳥
ノ
飛
ヤ
風
デ
木
ノ
葉
ノ
動
ヤ
フ
ナ
ド
モ
、
静
中
自
然
ト
目
二
見

　
ル
処
心
ニ
ヒ
ビ
ク
処
、
ソ
レ
ヲ
何
ジ
ャ
ト
思
フ
カ
ラ
ハ
已
発
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
静
座
説
筆
記
」
鯛
十
一
一

　
「
鳥
ノ
声
、
風
ノ
音
ノ
心
ニ
ヒ
ビ
ク
」
、
「
静
中
自
然
ト
目
二
見
ル
処
心
ニ
ヒ

ビ
ク
処
」
ま
で
、
つ
ま
り
、
私
の
外
の
世
界
に
あ
る
諸
現
象
は
私
に
働
き
か
け
、

私
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
感
じ
と
る
一
ヒ
ビ
ク
は
、
音
が
ぴ
り
ぴ
り
と
体
に
感
じ

ら
れ
る
の
意
一
ま
で
は
未
発
で
あ
る
。
こ
の
私
が
、
感
じ
と
っ
て
い
る
声
や
音

を
㍗
鳥
ジ
ャ
風
ジ
ャ
ト
ス
ル
L
と
判
断
し
た
り
「
ソ
レ
ヲ
何
ジ
ャ
ト
思
フ
」
の

は
已
発
で
あ
る
。
私
が
判
断
し
た
り
疑
問
が
起
こ
る
の
は
、
声
や
音
を
感
じ
と
っ

て
い
る
私
の
内
に
、
こ
の
感
じ
と
っ
て
い
る
自
己
や
感
じ
と
ら
れ
た
声
や
音
を

意
識
し
て
い
る
も
う
一
方
の
自
己
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
内
に
働
い
て
い

る
自
己
と
そ
れ
を
み
て
い
る
自
己
と
の
対
立
が
生
じ
、
一
方
の
働
い
て
い
る
自

己
を
他
方
の
自
己
が
意
識
し
た
時
、
鳥
の
声
だ
・
風
の
音
だ
と
判
断
す
る
。
こ
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の
私
の
内
に
こ
の
私
を
心
の
働
き
が
起
き
る
と
は
、
一
太
極
に
即
い
て
太
極
の

動
が
陽
動
・
太
極
の
静
が
陰
静
と
い
う
よ
う
な
一
に
即
い
て
二
の
関
係
に
即
応

す
る
。

　
こ
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
已
発
と
は
自
己
意
識
や
対
象
の
認
識
一
い
わ
ゆ
る
対

象
知
一
な
ど
の
極
め
て
日
常
経
験
的
な
精
神
作
用
で
あ
る
。
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
居
敬
・
窮
理
を
柱
と
す
る
実
践
修
養
に
お
い
て
、
あ
る
意
味

で
は
対
象
知
を
意
味
す
る
窮
理
の
み
な
ら
ず
、
以
上
論
じ
た
限
り
の
敬
の
工
夫

も
ま
た
已
発
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
の
「
主
静
一
自
註
：
無
欲
故

静
一
而
立
人
極
」
で
は
、
人
欲
を
抑
え
る
こ
と
で
心
の
放
逸
な
動
き
を
抑
制
し

つ
い
に
無
欲
に
至
れ
ば
、
心
は
居
敬
・
主
静
の
情
態
に
な
力
本
然
の
性
を
自
得

で
き
る
と
さ
れ
た
。
私
が
私
の
欲
を
抑
え
よ
う
す
る
の
は
、
私
の
内
に
あ
っ
て

働
い
て
い
る
私
の
心
を
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
私
の
心
が
抑
え
よ
う
と
す
る
こ

と
で
あ
り
、
一
に
即
い
て
二
の
関
係
の
已
発
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
心
を
も
っ

て
心
を
制
御
す
る
と
い
う
工
夫
そ
れ
自
体
に
お
け
る
心
の
状
態
は
、
敬
の
目
的

と
す
る
未
発
の
主
静
の
惰
態
に
背
馳
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。
直
方
が
主
静
に

い
た
る
工
夫
と
し
て
静
座
を
強
調
し
た
の
は
、
こ
の
点
に
着
目
し
た
こ
と
に
よ

る
と
予
想
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
静
座
は
、
心
を
も
っ
て
心
を
制
御
す
る

の
で
ば
な
く
、
む
し
ろ
心
と
身
体
の
両
者
に
わ
た
る
修
養
で
あ
る
。

　
以
上
論
じ
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
よ
う
。
直
方
に
お
い
て
は
、
敬
の
目
的
は
、

第
一
に
、
心
の
本
体
で
あ
る
性
を
守
る
た
め
に
心
の
放
逸
な
動
き
を
制
御
監
視

す
る
こ
と
に
あ
る
。
心
が
敬
に
な
じ
み
き
っ
た
状
態
が
居
敬
で
あ
る
。
敬
の
目

的
の
第
二
は
、
こ
の
居
敬
の
状
態
に
お
い
て
、
心
の
働
き
を
通
し
て
心
に
あ
る

性
を
実
践
の
場
に
現
す
こ
と
に
あ
る
。
さ
て
、
居
敬
に
お
い
て
は
、
心
は
動
き

を
完
全
に
制
御
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
か
ら
、
未
発
の
前
の
主
静
の
情
態
に
な
る
。

主
静
の
情
態
の
心
は
そ
の
本
体
で
あ
る
性
と
一
で
あ
り
、
本
然
の
性
・
太
極
に

即
応
す
る
。
主
静
に
い
た
る
工
夫
つ
ま
り
敬
の
工
夫
と
し
て
は
、
心
を
も
っ
て

心
を
制
御
す
る
方
法
そ
れ
自
体
は
主
静
の
情
態
に
対
立
す
る
と
も
い
え
、
こ
れ

に
代
っ
て
静
座
が
提
唱
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

三

　
主
静
の
情
態
の
心
・
本
然
の
性
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
我
々
は
、
直
方
に
お
い
て
は
、
主
静
の
情
態
の

心
あ
る
い
は
本
然
の
性
に
は
現
実
具
体
的
な
行
為
に
お
い
て
発
現
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

性
格
、
別
言
す
れ
ば
、
平
生
の
心
の
も
ち
か
た
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、
「
コ
・
ニ
チ
ョ
ッ
ト
キ
ヲ
ツ
ク
ル
ト
、
ハ
ヤ
主
静

ニ
シ
テ
心
平
ニ
ナ
リ
活
シ
テ
流
行
シ
、
明
ニ
ナ
ル
コ
ト
ス
コ
シ
ノ
間
モ
天
ト
一

ツ
ニ
ナ
ル
ナ
リ
」
一
『
筆
記
』
一
な
ど
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。
こ
の
本
然
の
性
と

朱
子
の
そ
れ
と
の
聞
に
は
、
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ
も
そ
も
、
朱
子
の
実
践
道
徳
論
は
、
こ
の
現
象
す
る
世
界
に
現
実
に
生
き

て
い
る
人
間
の
生
き
か
た
を
論
じ
て
い
る
。
現
象
す
る
世
界
に
お
い
て
は
、
太

極
は
未
だ
発
動
す
る
前
の
情
態
で
は
あ
り
え
ず
、
人
間
個
々
の
心
の
内
に
あ
る

性
は
気
質
の
性
に
他
な
ら
な
い
。
実
践
修
養
に
よ
り
や
し
な
い
そ
だ
て
る
心
は
、

そ
の
内
に
気
質
の
性
を
も
つ
生
身
の
人
間
の
心
で
あ
る
。
居
敬
、
主
静
の
情
態

の
本
然
の
性
と
一
で
あ
る
心
は
、
こ
の
修
養
の
結
果
菌
得
す
る
な
い
し
は
復
帰

す
る
と
こ
ろ
、
．
つ
ま
り
、
実
践
修
養
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
い
う
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
本
然
の
性
の
捉
え
か
た
に
み
ら
れ
る
相

違
は
、
そ
の
本
体
で
あ
る
太
極
の
性
格
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
我
々
は
、
直
方

に
お
け
る
主
静
の
情
態
の
心
・
本
然
の
性
を
太
極
の
性
格
も
視
野
に
入
れ
て
論
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じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
直
方
に
お
け
る
太
極
の
性
格
を
以
下
の
警
話
か
ら
考
察
し
よ
う
。

　
太
極
ハ
旦
那
ナ
ー
リ
。
陰
陽
ハ
乗
物
昇
ナ
リ
。
カ
ツ
イ
デ
行
ガ
動
静
ノ
働
、
所

　
乗
ノ
機
ナ
リ
。
旦
那
ガ
云
付
ル
ユ
ヘ
ニ
界
デ
ュ
ク
ナ
リ
。
働
テ
昇
デ
往
者
ハ

　
六
尺
ナ
リ
。
…
陰
陽
ト
云
バ
カ
リ
デ
ハ
、
ク
ギ
ズ
ケ
デ
約
ニ
タ
タ
ズ
。
…
何

　
ガ
ハ
タ
ラ
カ
ス
レ
バ
太
極
ゾ
。
　
　
　
　
　
　
　
一
「
太
極
図
講
義
」
観
八
一

　
太
極
は
駕
篭
に
乗
る
旦
那
に
、
陰
陽
の
気
は
駕
篭
昇
き
に
警
ら
れ
る
。
い
わ

く
、
駕
篭
を
界
い
で
行
く
の
は
動
静
す
る
陰
陽
の
気
の
働
き
、
実
際
に
動
い
て

い
る
の
は
駕
篭
と
駕
篭
界
き
で
、
駕
篭
に
乗
る
旦
那
は
動
い
て
い
な
い
、
と
。

問
題
は
、
「
旦
那
ガ
云
付
ル
ユ
ヘ
ニ
昇
デ
ユ
ク
ナ
リ
し
の
箇
所
で
あ
る
。
旦
那

は
駕
篭
に
乗
れ
ば
、
発
車
の
合
図
だ
け
で
な
く
、
行
き
先
や
道
順
を
言
い
つ
け

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
文
字
通
り
、
駕
篭
昇
き
は
「
ク
ギ
ズ
ケ
デ

約
ニ
タ
タ
ズ
」
一
歩
も
進
め
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
・
旦
那
に
警
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

太
極
に
は
、
気
の
発
動
因
と
気
の
働
き
か
た
と
の
二
つ
の
性
格
が
あ
り
、
ま
た
、

は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
は
た
ら
さ
は
気
に
対
す
る
積
極
的
な
は
た

ら
き
か
け
で
あ
る
こ
と
、
η
云
付
ル
L
「
何
ガ
ハ
タ
ラ
カ
ス
レ
バ
太
極
ゾ
し
の
表

現
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
太
極
の
は
た
ら
き
か
け
は
、
気
の
発
動
因
と
し
て
は

も
と
よ
り
、
気
の
働
き
か
た
に
も
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
は
た
ら
き
か
け
を
主
宰

性
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
直
方
は
太
極
そ
の
も
の
に
主
宰
性
を
付
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
太
極
が
積
極
的
な
は
た
ら
き
を
も
つ
こ
と
は
、
朱
子
に
お
け
る

太
極
の
性
格
に
比
す
る
に
、
直
方
の
太
極
の
性
格
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
朱
子
の

場
合
、
存
在
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
理
一
太
極
一
の
主
宰
性
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
え
る
。
理
の
主
宰
性
が
聞
わ
れ
る
の
は
、
人
が
理
会
体
認
し
た
心
の
理

な
い
し
は
心
の
働
き
の
上
に
お
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
理
は
気
の
働
き
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
存
在
す
る
物
の
存
在
の
し
か
た
・
法
則
一
と
こ
の
気
の
働
き
の
原
因
と
の
二

つ
の
性
格
を
も
つ
。
し
か
し
、
気
は
運
動
す
る
と
い
う
気
自
体
の
本
性
に
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
』

が
っ
て
働
き
、
理
は
こ
の
気
が
働
い
て
い
る
こ
と
の
そ
の
原
因
性
で
あ
る
。
理

の
は
た
ら
き
止
は
、
気
の
発
動
因
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
気
の
働
き
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
一
1
5
一

体
に
は
及
ば
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
太
極
は
感
覚
的
認
識
の
対
象
に
な
ら
な
い
形
而
上
の
存
在
で
あ

る
か
ら
一
「
太
極
ハ
ナ
ン
ニ
モ
ナ
イ
モ
ノ
」
、
「
無
声
無
臭
デ
何
ニ
モ
見
ヘ
ハ
セ

ヌ
」
）
、
単
独
で
は
主
宰
性
を
発
揮
し
得
な
い
。
太
極
は
ど
の
よ
う
に
し
て
気
に

は
た
ら
き
か
け
る
の
か
、
以
下
の
引
用
を
挙
げ
よ
う
。

　
扱
、
見
ヘ
ル
ハ
陰
陽
ナ
リ
。
太
極
と
云
モ
ノ
ハ
見
ヘ
ヌ
ゾ
。
ケ
レ
ド
モ
ス
グ

　
ニ
目
ニ
モ
ミ
エ
、
形
モ
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
　
　
　
一
「
太
極
図
講
義
し
鮒
八
㍉

　
サ
マ
ザ
マ
ノ
形
ノ
上
二
、
ス
グ
ニ
理
ハ
具
テ
ア
ル
ユ
ヘ
ニ
、
目
前
実
体
デ
ス

　
グ
ニ
道
ハ
見
ユ
ル
ナ
リ
。
一
太
極
は
）
無
声
無
臭
デ
何
ニ
モ
見
ヘ
ハ
セ
ネ
ド
モ
、

　
天
地
ノ
間
皆
形
ノ
ア
ル
処
デ
、
人
モ
鳥
獣
草
木
、
風
雨
、
霜
露
ミ
ナ
太
極
ノ

　
ナ
ス
ワ
ザ
ナ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
太
極
講
義
」
輪
十
一
一

　
「
ス
グ
ニ
」
と
い
う
表
現
一
直
方
は
こ
の
言
葉
を
多
用
す
る
一
に
着
目
し
よ

う
。
「
ス
グ
ニ
」
は
、
副
詞
と
し
て
は
時
間
や
距
離
の
間
が
な
い
こ
と
を
表
す
。

直
方
は
、
引
用
の
「
形
ノ
上
二
、
ス
グ
ニ
理
ハ
具
テ
」
の
他
に
「
陰
陽
ニ
ス
グ

ニ
太
極
ア
リ
」
な
ど
、
「
ス
グ
ニ
」
を
用
い
て
理
と
気
と
の
関
係
を
説
明
す
る
。

こ
の
場
合
、
「
ス
グ
ニ
」
は
距
離
の
間
が
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
所

　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
そ
の
ま
ま
じ
か
に
の
意
と
解
さ
れ
る
。

　
確
か
に
、
理
気
二
元
論
で
は
、
こ
の
理
が
あ
れ
ば
こ
の
気
が
あ
る
と
い
う
よ

う
に
、
現
象
す
る
事
物
に
お
い
て
は
理
と
気
と
は
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。

し
か
し
、
「
ス
グ
ニ
し
は
必
ず
し
も
理
気
相
即
を
意
味
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
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こ
れ
は
「
目
ニ
モ
ミ
エ
、
形
モ
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
、
「
目
前
実
体
デ
ス
グ
ニ
道
ハ

見
ユ
ル
」
と
い
う
発
言
か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
目
に
も
見
え
形
も
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

う
以
上
、
太
極
に
は
は
た
ら
き
か
た
、
あ
り
か
た
と
い
う
形
而
上
の
性
格
は
希

薄
で
あ
る
。
「
目
ニ
モ
ミ
エ
、
形
モ
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
は
、
こ
の
物
の
あ
り
か

た
や
は
た
ら
き
か
た
と
し
て
の
太
極
が
、
こ
の
物
と
一
体
的
に
な
っ
て
こ
の
物

と
し
て
現
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
太
極
は
現
象
し
て
い
る
事
物
と
一
体
的
に

な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
物
を
働
か
し
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
論
じ
た
太
極
の
性
格
に
基
づ
き
、
直
方
の
実
践
遭
徳
論
を
二
つ
の
観
点

か
ら
順
次
論
じ
て
い
く
。
ま
ず
第
一
に
、
太
極
に
即
応
す
る
主
静
の
情
態
の
心
・

本
然
の
性
に
つ
い
て
。
太
極
は
個
的
事
物
そ
れ
ぞ
れ
の
心
に
個
的
事
物
そ
れ
ぞ

れ
の
性
一
気
質
の
性
一
と
し
て
舎
る
。
朱
子
に
お
い
て
は
、
個
的
事
物
そ
れ
ぞ

れ
の
気
質
の
性
は
気
の
流
行
す
る
こ
と
で
生
じ
る
殊
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
気
の
流
行
が
発
動
し
た
原
因
性
は
太
極
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
場
合
、
太
極
に
は
気
の
流
行
の
し
か
た
を
支
配
制
御
す
る
よ
う
な
は
た
ら

き
は
な
い
。
直
方
に
お
い
て
は
、
太
極
自
体
が
気
の
流
行
の
し
か
た
を
支
配
制

御
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
然
の
性
自
体
が
気
に
対
し
て
極
め
て
主
宰
的
あ
る

い
は
強
制
的
に
は
た
ら
き
か
け
殊
り
を
生
ぜ
し
め
、
自
ら
を
気
質
の
性
に
し
て

い
る
一
」
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
現
象
す
る
個
的
事
物
そ
れ
ぞ
れ
の
気
質
の
性
は
、

自
ら
の
は
た
ら
き
に
よ
り
自
ら
を
変
え
た
本
然
の
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
本
然
の
性
は
、
、
朱
子
の
い
う
本
然
の
性
が
形
而
上
の
存
在
原
理
一
か
つ
道

徳
原
理
）
や
実
践
修
養
の
目
的
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
気
質
の
性
に
近
い
あ
る

い
は
気
質
の
性
と
の
別
が
暖
昧
な
性
格
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、

主
静
の
情
態
の
心
が
平
生
の
心
の
も
ち
か
た
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
よ
う
に
人
心
に
舎
る
気
質
の
性
が
自
ら
の
は
た
ら
き
に
よ
り
自
ら
を
変
え

た
本
然
の
性
と
考
え
れ
ば
了
解
で
き
よ
う
。

　
直
方
は
、
主
静
に
お
い
て
は
、
「
静
ト
云
ヘ
ド
モ
…
常
二
活
シ
テ
流
行
ス
ル

ナ
リ
。
静
中
自
動
ヲ
存
ス
」
一
「
静
座
説
筆
記
」
鰍
九
一
と
い
う
。
未
発
の
前
の

主
静
の
情
態
の
心
は
本
然
の
性
と
一
で
あ
り
、
現
実
具
体
的
に
発
動
せ
ず
と
も

す
で
に
未
発
の
情
態
に
お
い
て
、
太
極
に
同
じ
く
能
動
的
な
は
た
ら
き
・
主
宰

性
を
も
っ
て
い
る
。
「
静
中
自
動
ヲ
存
ス
」
は
、
未
発
の
静
な
る
心
に
は
能
動

的
な
は
た
ら
き
が
自
ず
と
具
わ
っ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
心
は
身
体
を
支
配
制
御
し
、
具
体
的
精
神
作
用
の
根
源
で
あ
る

が
、
心
が
発
動
し
て
身
体
を
支
配
制
御
し
た
り
、
心
が
心
の
働
き
を
抑
制
す
れ

ば
、
以
下
の
例
に
あ
る
よ
う
に
已
発
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
警
ヘ
バ
的
ヲ
射
ル
時
二
的
ニ
ア
テ
タ
イ
ト
云
意
ガ
ツ
イ
テ
ハ
ヤ
ケ
ノ
ア
ル
ハ

　
悪
ル
イ
ト
云
コ
ト
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
主
静
説
」
鯛
五
一

　
「
弓
を
射
る
時
に
は
、
私
は
心
と
身
体
は
一
体
的
と
な
っ
て
弓
を
射
る
と
い

　
う
行
為
に
向
か
う
。
こ
の
私
の
内
に
的
を
射
当
て
た
い
と
思
う
意
識
が
起
こ

　
る
と
、
心
は
乱
れ
騒
ぎ
弓
を
射
る
と
い
う
行
為
を
す
る
身
体
と
離
れ
ば
な
れ

　
に
な
っ
て
し
ま
い
、
的
中
は
か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
。
」
－
「
ハ
ヤ
ケ
」
は
お

　
そ
ら
く
造
語
。
何
か
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
時
に
起
こ
る
激
し
い
緊
張
・
興

　
奮
・
不
安
等
の
心
理
状
態
の
意
。

　
出
火
ト
キ
ク
ト
ソ
レ
ヘ
心
ガ
ウ
ツ
ル
ト
妄
動
ス
ル
ナ
リ
。
出
火
ト
云
ヲ
キ
ク

　
迄
ナ
リ
。
ス
グ
ニ
ソ
ノ
心
ノ
ナ
リ
デ
、
ヤ
レ
水
ヲ
カ
ケ
ヨ
消
セ
ヨ
ト
下
地
ス

　
ル
ガ
専
一
主
静
ナ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
静
座
説
筆
記
」
鰍
十
一
一

　
「
火
事
だ
と
い
う
声
を
聞
い
て
、
火
事
が
起
こ
っ
た
と
意
識
す
る
と
心
は
妄

　
動
す
る
。
火
事
だ
と
い
う
声
を
聞
い
た
ら
瞬
時
に
、
そ
の
状
態
の
心
の
働
き

　
に
循
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
専
一
主
静
だ
」
…
崎
門
で
は
「
心
ノ
ナ
リ
」
な
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ど
㍗
ナ
リ
L
が
多
用
さ
れ
る
。
物
が
そ
の
本
性
に
循
っ
て
在
る
こ
と
を
表

　
一
帖
一

　
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
心
を
主
静
の
情
態
に
た
も
て
ば
、
太
極
が
物
と
一
体
的
に

な
っ
て
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
本
然
の
性
は
心
と
一
体
的
に

な
っ
て
情
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
一
「
主
静
存
様
ス
レ
バ
自
卜
仁
ノ
気
象
ト
ナ
リ
、

側
隠
ノ
情
事
二
随
テ
発
ス
ル
ナ
リ
し
「
静
座
説
筆
記
」
端
九
一
。
あ
る
い
は
ま
た
、

心
と
身
体
と
は
一
体
的
と
な
り
、
心
の
働
き
に
循
っ
て
意
識
せ
ず
し
て
自
在
に

働
く
一
「
一
心
主
静
ナ
レ
バ
一
身
手
足
ノ
動
ハ
自
由
自
立
ナ
リ
」
同
一
。
要
す
る

に
、
主
静
と
は
、
騰
購
遼
巡
や
日
常
経
験
的
な
精
神
作
用
等
一
直
方
の
言
に
よ

れ
ば
「
閑
雑
思
慮
」
一
を
一
切
消
し
去
り
、
本
然
の
性
が
直
ち
に
情
と
し
て
、

行
為
と
し
て
現
実
具
体
的
に
発
現
可
能
な
情
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。

　
太
極
の
性
格
か
ら
第
二
に
、
太
極
や
道
の
把
握
の
し
か
た
が
朱
子
の
そ
れ
と

異
な
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
象
す
る
個
的
具
体
的

事
物
の
内
に
あ
る
太
極
一
理
一
は
こ
の
物
の
あ
σ
か
た
や
働
き
か
た
と
し
て
、

こ
の
物
と
一
体
的
に
な
っ
て
、
こ
の
物
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
太
極

に
は
強
い
能
動
性
が
あ
る
故
に
、
こ
の
物
の
あ
り
か
た
や
働
き
か
た
は
、
始
め

か
ら
定
め
ら
れ
た
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予

め
定
め
ら
れ
た
物
の
あ
り
か
た
や
働
き
か
た
が
あ
り
、
そ
れ
が
物
と
一
体
的
に

な
っ
て
物
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
物
の
理
は

始
め
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
人
が
か
く
在
る
の
も
ま
た
彼
の
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

物
の
理
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
彼
自
身
の
存
在
原
理
も
根
抵
か
ら
覆
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
思
考
方
法
は
、
朱
子
の
み
な
ら
ず
宋
学
の
思
考
方
法
の
対
極

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
宋
学
に
お
い
て
は
、
気
の
働
き
に
つ
い
て
そ
れ
を
見
て

そ
こ
に
一
定
の
法
則
性
を
探
究
し
理
解
し
た
時
に
、
こ
の
気
の
働
き
か
た
を
指

し
て
理
と
い
う
。
そ
こ
で
朱
子
も
い
う
よ
う
に
、
た
と
え
眼
前
に
物
が
在
っ
た

と
し
て
も
、
主
体
が
こ
の
物
の
働
き
を
こ
の
物
の
理
と
し
て
捉
え
直
さ
氏
い
限

り
、
彼
に
と
っ
。
て
は
こ
の
物
の
理
一
し
た
が
っ
て
こ
の
物
も
一
は
存
在
し
な
い

　
　
　
一
η
一

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
道
の
把
握
の
し
か
た
は
、
ま
ず
第
一
に
、
先
の
主
静
の
情
態
の

意
義
と
密
接
に
連
関
す
る
。
主
静
と
は
本
然
の
性
が
直
ち
に
情
や
行
為
と
し
て

現
実
具
体
的
に
発
現
可
能
な
情
態
で
あ
る
が
、
こ
の
本
然
の
性
は
主
静
の
心
か

ら
自
ず
と
湧
き
出
た
も
の
で
も
、
ま
た
主
体
が
探
究
体
得
し
た
も
の
で
も
な
く
、

予
め
定
め
ら
れ
た
故
に
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
生
き
か
た
や
行
為
の
し
か
た
で

あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
第
二
に
、
格
物
窮
理
と
い
う
実
践
修
養
の
変
容
、
敢

え
て
い
え
ば
、
そ
の
内
実
の
消
失
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
っ
て
相
良

亨
氏
は
、
「
直
方
は
格
物
窮
理
を
積
極
的
に
説
き
つ
つ
も
自
ら
そ
の
義
理
を
探

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

究
す
る
姿
勢
を
欠
く
」
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
直
方
の
太
極
の
性
格
や
道
の
把
握

の
し
か
た
は
氏
の
指
摘
の
妥
当
性
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
一

面
で
は
対
象
を
認
識
す
る
と
い
う
精
神
作
用
一
已
発
一
を
意
味
す
る
格
物
窮
理

と
、
未
発
の
主
静
の
情
態
や
そ
れ
を
臼
］
的
と
す
る
工
夫
は
互
い
に
相
容
れ
な
い

修
養
方
法
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
な
お
付
言
す
れ
ば
、
直
方
の
い
う
太
極
の
性
格
に
従
っ
た
と
こ
ろ
で
理
気
論

を
展
開
す
る
と
理
気
論
自
体
に
矛
盾
が
生
じ
る
。
太
極
に
気
を
働
か
せ
る
と
い

う
強
い
能
動
性
を
付
し
た
結
果
と
し
て
、
気
が
放
逸
な
活
動
を
す
る
原
因
や
悪

が
起
こ
る
原
因
を
気
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
矛
盾
は
直
方
の
太
極
は
極
め
て
主
体
内
在
的
性
格
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼

の
理
気
論
は
実
践
道
徳
論
の
た
め
の
基
礎
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
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思
わ
れ
る
が
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
こ
こ
で
は
矛
盾
を
指
摘
す
る
に

と
ど
め
て
お
く
。

　
主
静
と
は
敬
の
工
夫
に
よ
り
心
の
放
逸
な
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
で
至
る
未

だ
動
か
ざ
る
前
の
情
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
心
の
放
逸
な
活
動
を
我
が
心

に
よ
っ
て
抑
制
す
る
と
い
う
方
法
は
、
一
つ
の
心
に
即
し
て
二
つ
の
心
が
あ
る

こ
と
に
な
り
、
直
方
に
よ
れ
ば
已
発
の
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
提
唱
さ
れ
た
の

が
、
心
に
よ
っ
て
心
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、
身
体
に
よ
っ
て
心
の
活
動
を

抑
制
す
る
と
い
う
「
静
座
」
の
工
夫
で
あ
る
。
静
座
は
ま
た
、
「
静
ナ
ル
時
ノ

敬
ハ
静
座
ト
同
意
ナ
リ
」
一
門
静
座
説
筆
記
』
）
と
も
い
わ
れ
る
。

　
な
ぜ
静
座
の
工
夫
が
必
要
な
の
か
。
直
方
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
心
が
放
逸

に
活
動
す
る
の
は
、
心
が
身
体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

　
心
ノ
ハ
ナ
レ
テ
本
然
ヲ
失
ヒ
、
肉
身
ニ
ヒ
カ
ル
ル
。
人
心
ハ
イ
カ
ン
ゾ
放
レ

　
テ
盲
動
シ
天
ト
タ
ガ
ツ
テ
聞
断
ア
ル
ト
イ
ヘ
バ
、
人
ハ
血
気
ノ
身
ト
云
モ
ノ

　
ガ
ア
ル
ユ
ヘ
也
。
一
椚
筆
記
ご
…
「
放
レ
テ
」
は
、
「
放
心
」
の
解
釈
。
そ
の

　
ほ
か
、
「
ウ
カ
ツ
ク
一
離
れ
て
さ
す
ら
う
一
し
・
「
ウ
カ
ト
ス
ル
一
ぼ
う
っ
と

　
す
る
）
」
・
「
宿
ナ
シ
ニ
ナ
ル
し
な
ど
が
あ
る
。

　
人
は
心
と
と
も
に
身
体
を
併
せ
も
つ
存
在
で
あ
る
。
心
は
身
体
の
一
部
で
あ

る
故
に
、
動
く
と
い
う
本
能
を
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
放
逸
に
妄
動
す
る
と

い
う
危
険
性
を
も
つ
。
心
は
一
旦
妄
動
し
て
本
然
の
性
と
離
れ
て
し
ま
え
ば
、

身
体
の
一
部
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
い
、
心
は
身
体
の
欲
望
の
赴
く
ま
ま
の
動

き
に
ひ
か
れ
て
い
く
。
こ
の
人
と
い
う
存
在
を
意
味
す
る
「
血
気
ノ
身
」
は
、

肉
体
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
生
々
し
い
。
だ
か
ら
、
心
の
放
逸
な
活
動
を
抑
え

る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
活
動
す
る
本
体
で
あ
る
身
体
そ
の
も
の
を
変
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
も
、
次
の
発
言
は
興
味
深
い
。

　
心
ノ
修
行
ヲ
ス
ル
ト
云
テ
肉
身
ニ
カ
マ
ハ
ヌ
ハ
心
ヲ
知
ラ
ヌ
ト
云
ベ
シ
。
…

　
身
ヲ
格
律
ニ
ス
レ
バ
心
ハ
存
ス
ル
。
　
　
　
　
　
一
「
存
養
筆
記
し
繍
五
一

　
「
肉
身
」
と
は
身
体
の
ご
と
。
直
方
は
、
こ
の
「
肉
身
」
と
い
う
言
葉
を
多

用
す
る
。
ま
た
、
「
格
律
ニ
ス
ル
し
は
、
お
そ
ら
く
造
語
と
推
定
さ
れ
る
が
、
「
身

体
を
型
に
は
め
こ
む
し
の
意
と
解
さ
れ
る
。
静
座
、
す
な
わ
ち
身
体
の
実
践
修

養
を
通
し
て
こ
そ
心
は
ま
も
り
や
し
な
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
き
わ
め
て
平
明
な
表
現
を
用
い
れ
ば
、
静
座
と
は
何
も
せ
ず
た
だ
ひ
た
す
ら

座
る
こ
と
を
い
う
一
「
静
座
ハ
タ
“
静
二
座
ス
ル
ト
云
コ
ト
」
「
静
座
説
筆
記
」

輸
十
一
）
。
以
下
に
直
方
の
表
現
を
列
記
し
よ
う
。

　
左
ノ
モ
ノ
ヲ
右
ヘ
モ
移
サ
ヌ
ヤ
フ
ナ
、
ブ
セ
ウ
ナ
体
。
　
　
　
　
一
観
九
一

　
鉄
デ
ヲ
鋳
テ
座
舗
ヘ
ス
ヘ
テ
置
タ
ヤ
フ
ナ
ガ
、
…
ド
ウ
ト
ス
ワ
ッ
ツ
タ
体
ゾ
。

　
ヒ
タ
モ
ノ
ト
ク
ト
居
ル
ト
云
方
。
一
同
一
…
「
ド
ウ
ト
」
は
ど
っ
か
り
に
同
じ
。

　
日
常
経
験
的
な
身
体
の
行
為
に
お
い
て
は
、
心
は
働
く
身
体
を
意
識
し
て
指

示
制
御
し
、
身
体
は
こ
れ
を
受
け
て
働
き
、
時
と
し
て
こ
れ
に
背
く
。
何
も
せ

ず
座
る
こ
と
に
よ
り
、
身
体
の
外
の
世
界
に
対
す
る
働
き
か
け
と
い
う
意
味
で

の
行
為
は
停
止
さ
れ
る
か
ら
、
心
は
座
る
こ
と
の
他
の
指
示
を
下
し
得
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
行
為
を
停
止
し
た
の
み
で
は
、
未
だ
主
静
な
ら

ざ
る
状
態
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
、
「
静
ニ
シ
ョ
ウ
ト
テ
静
々
ト
計
リ
思
ヘ
バ
、

ソ
レ
ガ
動
デ
静
デ
ハ
ナ
イ
ゾ
」
（
観
九
）
と
、
こ
こ
に
座
っ
て
い
る
私
と
こ
れ

を
意
識
し
て
い
る
私
と
の
対
立
は
、
身
体
と
こ
れ
を
指
示
制
御
す
る
心
と
の
分

離
は
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　
静
座
ノ
功
夫
、
一
朝
一
タ
ニ
知
ベ
カ
ラ
ズ
。
年
月
ヲ
経
熟
ス
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ン
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バ
其
験
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
静
座
説
筆
記
」
鯛
十
一
一

　
静
座
は
一
種
の
身
体
の
訓
練
だ
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
熟
達
し
た
柔
道
選
手

が
瞬
時
に
受
け
身
の
体
勢
を
と
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
座
り
こ
れ
に
習

熟
す
る
に
至
れ
ば
、
身
体
は
心
の
指
示
制
御
を
受
け
ず
し
て
座
り
続
け
、
座
っ

て
い
る
私
を
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
身
体
に
座
る
と
い
う
行
為

を
習
慣
づ
け
れ
ば
、
そ
の
放
逸
に
活
動
す
る
と
い
う
性
質
は
、
薗
ず
と
静
穏
な

も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
。
か
く
し
て
、
本
然
の
性
の
落
ち
っ
き
ど
こ
ろ
が
至
静

の
情
態
に
至
れ
ば
、
心
は
本
然
の
性
と
一
の
主
静
の
情
態
に
な
る
。
あ
る
意
味

で
は
、
静
座
と
は
身
体
の
訓
練
を
通
し
て
主
静
の
情
態
を
、
し
た
が
っ
て
本
然

の
性
・
太
極
を
体
感
、
体
得
す
る
こ
と
と
も
い
え
よ
う
。
直
方
は
こ
れ
を
、

　
静
座
ノ
シ
ヤ
フ
ト
云
フ
ハ
、
未
発
ノ
場
ヲ
コ
コ
ト
知
ル
ト
ハ
ヤ
已
発
ナ
リ
。

　
…
ヒ
タ
モ
ノ
ヒ
タ
モ
ノ
静
座
シ
テ
味
知
ラ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
静
座
説
筆
記
」
観
十
一
一

　
　
　
　
一
㎎
一

と
表
現
し
た
。

　
以
上
の
論
考
を
要
約
し
て
ま
と
め
よ
う
。
「
主
静
説
」
の
第
一
の
目
的
は
、

主
静
の
情
態
を
保
つ
こ
と
に
よ
り
、
現
実
具
体
的
な
行
為
の
場
に
お
い
て
騰
踏

邊
巡
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
性
を
体
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
主
静
と
は
、
心
が

未
だ
動
か
ざ
る
前
の
情
態
、
－
心
と
本
然
の
性
と
が
一
の
情
態
を
い
う
。
こ
の
性

は
人
聞
が
生
得
し
た
性
を
意
味
し
、
き
わ
め
て
能
動
的
な
性
格
で
あ
る
。
日
常

的
経
験
的
な
精
神
作
用
や
、
心
の
放
逸
な
活
動
を
心
に
よ
っ
て
抑
制
す
る
こ
と

は
、
已
発
で
あ
り
主
静
の
情
態
を
妨
げ
る
故
に
断
ち
切
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
静
座
の
意
義
が
あ
る
。
主
静
の
惰
態
は
、
静
座
と
い
う
身
体
の
訓
練
に

よ
っ
て
体
認
体
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
静
説
の

目
的
は
、
性
の
発
現
の
た
め
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
主
静
の
情
態
の
心
は

本
然
の
性
で
あ
り
、
か
つ
太
極
に
即
応
す
る
。
性
し
た
が
っ
て
太
極
は
、
直
方

が
必
死
に
程
朱
の
学
を
体
認
す
る
こ
と
に
よ
り
形
成
し
た
世
界
観
に
基
づ
く
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
「
主
静
説
」
の
第
二
の
目
的
は
、

居
敬
、
静
座
の
工
夫
に
よ
り
主
静
の
情
態
を
た
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
世
界
存
在

の
原
理
を
人
間
主
体
の
内
に
定
立
す
る
事
を
め
ざ
し
た
と
も
い
え
る
。

　
確
か
に
、
性
は
予
め
定
め
ら
れ
た
心
の
働
き
か
た
・
行
為
の
し
か
た
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
は
形
式
的
な
道
徳
規
範
に
通
じ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
限
り

で
は
、
性
の
体
現
を
目
指
し
た
直
方
の
「
主
静
説
」
が
、
「
形
式
的
道
徳
的
規

範
に
無
条
件
に
服
す
る
心
情
の
純
一
性
の
中
に
自
己
の
安
心
立
命
の
地
を
求
め

　
一
2
0
一

た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
し
か
し
、
崎
門
な
か
で
も
直
方
門
下

の
学
統
が
、
近
世
初
頭
よ
り
明
治
維
新
以
降
に
至
る
ま
で
杜
会
秩
序
・
形
式
的

道
徳
規
範
の
崩
壊
を
経
て
な
お
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
軽
視
し

得
な
い
事
実
で
あ
る
。
源
了
圓
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
は
究
極
的
実
在

と
自
己
と
の
合
一
を
目
指
す
「
真
知
」
を
求
め
る
と
い
う
思
考
の
伝
統
が
あ
り
、

そ
の
求
め
方
は
時
代
を
経
る
に
つ
れ
内
面
化
と
単
純
化
の
傾
向
が
よ
り
強
く

　
　
　
　
　
　
　
一
2
1
一

な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
直
方
の
「
主
静
説
し
が
こ
の
「
真
知
」
を
求
め
る
思
考

の
系
統
に
属
す
る
こ
と
は
容
易
に
承
認
で
き
よ
う
。
こ
の
思
考
の
系
譜
は
、
同

氏
の
指
摘
の
通
り
い
わ
ゆ
る
「
対
象
知
」
を
目
指
す
格
物
窮
理
の
思
想
の
受
容

を
媒
介
に
し
て
一
般
に
は
省
り
み
ら
れ
る
こ
と
稀
で
あ
っ
た
が
、
日
本
的
な
も

の
の
考
え
か
た
と
し
て
、
な
お
一
定
の
広
が
り
を
も
っ
て
浸
透
し
共
感
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
証
す
る
事
実
の
一
つ
は
直

方
の
学
統
の
歴
史
的
継
続
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
の
平
明
平
易
な

日
常
語
に
よ
る
講
義
は
そ
の
受
容
層
の
広
が
り
を
推
測
さ
せ
る
。

74



　
　
　
注

佐
藤
直
方
の
文
献
は
以
下
の
通
り
。

　
『
観
蔵
録
脇
…
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
を
底
本
、
日
本
古
典
学
会
編
『
増

訂
　
佐
藤
直
方
全
集
　
第
一
巻
』
二
九
七
九
、
ぺ
り
か
ん
社
一
を
対
校
参

照
本
と
し
た
。
「
文
献
名
」
観
蔵
録
（
観
と
略
）
巻
数
、
と
表
記
す
る
。

　
司
直
方
先
生
　
大
学
講
義
』
一
門
大
学
嶋
と
略
一
…
京
都
大
学
付
属
図
書
館
所

蔵
本
、
嘉
永
四
二
八
五
一
一
年
写
本
。

『
敬
説
筆
記
』
一
門
筆
記
』
と
略
）
…
名
古
屋
市
立
蓬
左
文
庫
所
蔵
『
適
学
資
講
』

所
収
本
、
嘉
永
四
二
八
五
一
一
年
編
纂
。

一
ユ
一
「
日
者
講
近
思
録
、
至
干
存
養
條
、
因
撃
先
生
之
言
、
又
附
愚
言
於
其
後
、

　
以
備
講
習
之
警
戒
云
。
」
一
「
存
養
筆
記
」
観
五
一

一
2
一
静
座
は
宋
学
の
伝
統
的
な
修
養
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
朱
子
も
ま
た
「
今

　
人
皆
不
肯
於
根
本
上
理
會
。
如
敬
字
只
此
將
來
説
更
不
傲
將
去
根
本
不
立
。

　
故
其
宮
零
騨
工
夫
無
湊
泊
虚
。
明
道
延
平
皆
教
人
静
座
。
看
來
須
此
静
座
」

　
　
一
門
語
類
』
巻
十
二
　
蓋
卿
）
、
な
ど
静
座
の
重
要
性
を
説
い
た
が
、
静
座

　
専
一
で
は
な
か
っ
た
し
、
直
方
の
い
う
よ
う
な
「
静
座
せ
ざ
る
は
舟
の
舵

　
無
き
が
ご
と
き
し
一
「
静
座
集
説
」
一
で
も
な
か
っ
た
。

一
3
し
申
村
幸
彦
「
近
世
語
彙
の
資
料
に
つ
い
て
」
鈴
木
丹
士
郎
編
門
論
集

　
日
本
語
研
究
　
！
4
　
近
世
語
』
（
一
九
八
五
、
有
精
堂
出
版
）
所
収
、
金

　
田
弘
「
漢
籍
国
字
解
と
そ
の
言
語
－
1
江
芦
崎
門
学
派
の
講
義
筆
記
を

　
中
心
に
1
－
」
一
『
国
語
学
』
嵩
ω
号
、
一
九
八
二
一
等
を
参
照
。

一
4
一
近
世
語
に
つ
い
て
は
前
掲
書
一
3
一
の
他
の
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

　
湯
沢
幸
吉
郎
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
一
一
九
六
二
、
風
問
書
房
一
、
安

　
藤
正
次
『
国
語
史
序
説
』
一
『
安
藤
正
次
著
作
集
・
第
二
巻
』
、
一
九
七
四
、

　
雄
山
閣
）
所
収
、
佐
藤
喜
代
治
編
同
講
座
日
本
語
の
研
究
　
第
5
巻
　
近

　
世
の
語
彙
』
一
一
九
八
二
、
明
治
書
院
）
。

（
5
一
前
掲
書
一
4
一
、
安
藤
正
次
『
国
語
史
序
説
』
、
六
五
頁
。

一
6
一
学
話
、
講
習
や
講
習
で
の
聞
答
の
記
録
を
一
括
し
て
『
学
談
』
と
よ
ぶ
。

　
筆
者
の
分
析
で
は
、
『
講
義
』
『
筆
記
』
『
学
談
蜴
を
分
け
る
特
徴
の
一
と

　
し
て
、
『
筆
記
』
に
は
「
ナ
リ
」
文
体
が
、
門
講
義
』
丙
学
談
』
に
は
「
ゾ
」

　
文
体
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
文
末
表
現
が
あ
る
。
坂
詰
力
治
『
論
語
抄
の

　
国
語
学
的
研
究
』
二
九
八
七
、
武
蔵
野
書
院
）
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
抄

　
物
で
は
、
「
ナ
リ
し
文
体
は
、
判
断
行
為
者
と
し
て
冷
静
な
客
観
的
判
断

　
が
現
れ
た
も
の
、
「
ゾ
」
文
体
は
、
講
述
に
際
し
て
聴
者
を
意
識
し
た
説

　
得
性
・
強
調
性
が
窺
え
積
極
的
な
主
体
的
判
断
が
現
れ
た
も
の
、
講
述
者

　
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
活
用
語
で
文
を
終
止
す
る
文
体
で
は
単
な
る
事
柄

　
の
伝
達
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
㍗
ナ
リ
し
「
ゾ
」
文
体
で
は
判
断
行
為
者
と

　
い
う
立
場
に
あ
る
い
う
一
第
一
章
参
照
一
。
こ
の
見
解
は
崎
門
の
文
献
に

　
関
し
て
も
概
ね
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
7
一
丸
山
真
男
「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
し
、
門
日
本
思
想
大
系
　
3
ユ
　
山
崎
闇

　
斎
学
派
』
二
九
八
O
、
岩
波
書
店
一
所
収
、
六
六
三
頁
。

一
8
一
高
橋
進
門
李
退
渓
と
敬
の
哲
学
蜴
二
九
八
五
、
東
洋
書
院
一
参
照
。

一
9
一
『
中
庸
章
句
　
第
；
早
』
、
岬
大
学
或
間
』
、
『
朱
子
語
類
』
巻
四
な
ど
を

　
参
照
。

一
1
0
一
「
理
無
心
則
無
着
盧
。
」
一
筒
語
類
』
巻
五
　
節
一
、
「
性
便
是
心
之
所
有
之

　
理
、
心
便
是
理
之
所
會
之
地
。
」
一
珂
語
類
』
巻
五
　
升
饒
一
な
ど
。

一
u
一
「
心
者
一
身
之
主
宰
。
意
者
心
之
所
獲
。
情
替
心
之
動
。
志
者
心
之
所
之
。
」

　
　
一
『
語
類
』
巻
五
　
椿
一
、
「
横
渠
説
得
最
好
、
言
心
統
性
情
者
也
。
し
一
同
語
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類
』
巻
五
　
謙
）
、
な
ど
。

一
1
2
）
「
其
心
也
、
豊
有
形
象
。
」
一
郷
語
類
』
巻
五
　
淳
一
、
「
虚
露
自
是
心
之
本

　
縫
、
非
我
所
能
虚
也
。
耳
目
之
視
聰
、
所
以
視
聴
背
帥
其
心
也
豊
有
形
象
。

　
然
有
耳
目
以
視
聴
之
、
則
猶
有
形
象
也
。
若
心
之
虚
露
、
何
嘗
有
物
。
」
一
『
語

　
類
』
巻
五
　
人
傑
一
な
ど
、
心
は
身
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

　
　
「
心
者
、
氣
之
清
爽
」
一
『
語
類
』
巻
五
　
節
一
、
「
心
比
性
微
有
述
、
比
氣

　
則
自
然
又
露
」
一
門
語
類
』
巻
五
　
謙
一
な
ど
、
心
は
形
而
下
の
気
で
あ
り

　
形
而
上
の
性
と
は
異
な
る
。

一
1
3
一
「
性
是
未
動
、
情
是
已
動
、
心
包
得
已
動
未
動
。
蓋
心
之
未
動
則
爲
性
、

　
已
動
則
爲
情
。
」
一
門
語
類
』
巻
五
　
鉄
一
、
「
心
是
動
底
物
事
、
自
然
有
善
悪
。

　
…
然
心
之
本
磯
未
嘗
不
善
。
」
一
『
語
類
』
巻
五
　
謙
）
な
ど
。

一
1
4
一
「
…
「
當
然
而
不
容
巳
し
折
、
…
如
真
見
得
這
低
是
我
合
當
、
則
自
有

　
所
不
可
巳
者
実
。
云
々
」
一
『
語
類
』
巻
十
七
　
道
夫
一
、
・
「
・
：
凡
事
固
有
所

　
當
然
而
不
容
巳
者
、
然
又
當
求
其
所
以
然
者
何
故
。
其
所
以
然
者
、
理
也
。

　
云
々
」
一
『
語
類
』
巻
十
八
　
廣
一

一
1
5
一
「
問
：
如
何
分
形
器
。
日
：
形
而
上
析
是
理
。
才
有
作
用
、
便
是
形
而

　
下
者
。
問
：
陰
陽
如
何
是
形
而
下
者
。
臼
：
一
物
便
有
陰
陽
。
寒
暖
生
殺

　
皆
是
見
得
、
是
形
而
下
沓
。
云
々
し
一
『
語
類
』
巻
七
五
　
祖
遭
一

一
1
6
一
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
浅
見
綱
斎
の
「
自
然
ノ
実
理
」
を
め
ぐ
っ

　
て
L
一
『
倫
理
学
』
第
八
号
、
一
九
九
〇
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
1
7
一
天
下
之
物
、
皆
實
理
之
所
爲
。
故
必
得
是
理
、
然
後
有
是
物
。
所
得
之

　
理
既
蓋
、
則
是
物
亦
蓋
而
無
有
ム
矢
。
故
人
之
心
一
有
不
實
、
則
難
有
所
爲
、

　
亦
如
無
有
。
一
『
中
庸
章
句
　
二
五
章
』
朱
註
一

一
㎎
一
相
良
亨
刊
近
世
の
儒
教
思
想
』
一
一
九
六
六
、
塙
書
房
一

一
1
9
一
身
体
の
問
題
に
関
し
て
は
、
湯
浅
泰
雄
刊
身
体
論
』
一
一
九
九
〇
、
講

　
談
社
学
術
文
庫
版
一
を
参
照
。

一
2
0
一
尾
藤
正
英
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
㎏
一
一
九
六
一
、
青
木
書
店
一

（
2
ユ
）
源
了
圓
、
「
日
本
の
「
知
」
の
特
性
L
一
珊
比
較
思
想
研
究
　
第
1
2
号
』
、

　
一
九
八
五
、
比
較
思
想
学
会
）

一
は
や
か
わ
・
ま
さ
こ
・
淑
徳
大
学
非
常
勤
講
師
一
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