
日
本
思
想
史
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
思
潮
を
概
観
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
時
代
を
牽
引
す
る
よ
う
な
思

想
家
、
更
に
は
、
次
代
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
な
卓
抜
し
た
思
想
を
示

し
た
思
想
家
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
時
代
の
流
れ
に
逆

ら
い
、
思
想
史
上
、
異
彩
を
放
っ
て
い
た
思
想
家
に
よ
っ
て
、
時
代

を
逆
照
射
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
が
示
し
た
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

思
想
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
思
想

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
何
ら

は
じ
め
に

お
み
く
じ
と
天
道
ｌ
元
三
大
師
御
銭
注
解
考
Ｉ

か
の
形
で
自
ら
の
思
想
を
後
世
に
遣
し
て
い
っ
た
人
物
た
ち
の
思
想

の
威
光
の
蔭
に
隠
れ
て
見
失
わ
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
思
想
も
あ
る
。

い
わ
ば
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
思
想
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
、
あ
る
い
は
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う

な
思
想
が
、
同
時
代
の
多
く
の
人
々
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
浸
透
し

て
い
た
か
、
そ
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
日
常
の
中
で
生
き
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
注
目
が
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
観
が

あ
る
。こ

の
こ
と
に
は
、
史
料
的
な
制
約
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
自
ら
の
思
想
を
示
す
機
会
や
手
段
を
持
ち
得
る
境
遇
に
あ

っ
た
人
物
の
思
想
は
、
後
世
に
ま
で
伝
え
ら
れ
、
現
代
に
お
い
て
も
、

そ
の
思
想
を
窺
い
知
る
こ
と
は
、
史
料
的
な
面
で
は
容
易
で
あ
る
。

大
野
出
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し
か
し
、
そ
う
し
た
人
物
以
外
の
大
半
の
人
々
が
、
そ
の
よ
う
な
思

想
を
ど
れ
ほ
ど
受
け
容
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
時
代
の
マ
ジ
ョ
リ
テ

ィ
ー
の
思
想
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る

た
め
の
史
料
は
、
や
は
り
少
な
い
。

加
え
て
、
こ
う
し
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
思
想
は
、
そ
の
時
代
を

牽
引
す
る
思
想
の
後
追
い
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
く
、
そ
こ
か
ら

独
自
性
の
強
い
新
し
い
思
想
を
発
見
す
る
可
能
性
が
低
い
こ
と
も
あ

っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
思
想
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り

価
値
を
見
出
さ
れ
ず
に
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
た
と
え
時
代
を
牽
引
す
る
思
想
の
後
追
い
の
思
想
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
当
然
、
そ
こ
に
は
時
代
を
牽
引
す
る
思
想
と
の
齪
嬬

が
あ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
別
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

時
代
を
代
表
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
象
徴
す
る
よ
う
な
思
想
が
、

同
時
代
の
多
く
の
人
々
の
日
常
の
思
想
の
中
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で

映
し
出
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、
決

し
て
意
味
の
無
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

ま
た
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
ゆ
く
た
め
の
史
料
的
制
約
も
、

江
戸
時
代
の
場
合
は
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
と
は
大
き
く
異
な
る
。
江

戸
時
代
に
お
け
る
識
字
率
の
向
上
と
出
版
文
化
の
急
激
な
発
達
に
よ

っ
て
、
多
く
の
出
版
物
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
今
日
に
ま
で
多
く

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
人
々
の
日
常
の
中
で
生
き
て
い
た

思
想
を
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

中
で
も
、
お
み
く
じ
に
関
す
る
史
料
は
興
味
深
い
。
現
代
で
も
、

お
み
く
じ
は
多
く
の
日
本
人
に
親
し
ま
れ
、
ま
た
日
本
文
化
の
一
つ

と
し
て
海
外
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
あ

っ
て
は
、
現
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
お
み
く
じ
が
人
々
の

日
常
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
全
て
の
番

み
く
じ
ぼ
ん

号
の
お
み
く
じ
を
一
冊
な
い
し
上
下
二
冊
に
し
た
御
籔
本
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
種
類
も
多
種
多
様
で
あ

り
、
現
存
す
る
も
の
も
甚
だ
多
く
、
如
何
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て

買
い
求
め
ら
れ
て
い
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
御
籔

本
は
、
当
時
の
生
活
百
科
と
も
言
う
べ
き
大
雑
書
に
も
収
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
大
雑
書
は
一
家
に
一
冊
は
常
備
さ
れ
て
い
た
と
思
し

（
１
）

き
類
の
書
物
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
日

常
の
生
活
の
中
に
、
お
み
く
じ
が
如
何
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
か

（
２
）

が
窺
い
知
れ
る
。

現
代
と
較
べ
れ
ば
、
情
報
は
限
ら
れ
、
科
学
的
思
考
も
進
ん
で
は

い
な
か
っ
た
江
戸
時
代
で
あ
る
。
も
の
ご
と
の
判
断
に
迷
っ
た
時
、

お
み
く
じ
に
よ
っ
て
可
否
を
決
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
現
代

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
の
新
井

白
石
で
さ
え
、
む
す
め
の
縁
談
に
際
し
て
、
お
み
く
じ
に
よ
っ
て
可

（
３
）

否
を
決
し
て
い
た
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
お
み
く
じ
に
対
す
る
依
存
度
、
信

頼
度
は
、
現
代
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
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現
在
、
寺
院
で
抽
か
れ
て
い
る
お
み
く
じ
、
す
な
わ
ち
仏
籔
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
寺
院
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
全
く
異
な
っ
た
も
の
が

抽
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
日
本
の
寺
院

で
抽
か
れ
て
い
る
仏
籔
に
記
さ
れ
て
い
る
五
言
四
句
の
漢
詩
は
、
い

（
４
）

ず
れ
も
中
国
渡
来
の
『
天
竺
霊
籔
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
宗
派
を
問
わ
ず
、
ど
の
寺
院
で
抽
い
た
お
み
く
じ
で
あ
っ
て
も
、

同
じ
番
号
の
お
み
く
じ
で
あ
れ
ば
、
同
じ
漢
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
と

（
５
）

い
う
こ
と
に
な
る
。

現
代
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
『
天
竺
霊
籔
』
に
基

が
ん
ざ
ん
だ
い
し
み
く
じ

づ
く
お
み
く
じ
は
、
江
戸
時
代
に
は
「
元
三
大
師
御
籔
」
あ
る
い
は

「
観
音
識
」
「
百
薮
」
等
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
「
元
三
大
師
」
と
は
、
平
安
時
代
の
天
台
宗
の
高
僧
、
慈
恵
大
師

良
源
の
こ
と
で
あ
る
が
、
お
み
く
じ
と
元
三
大
師
を
結
び
つ
け
た
の

は
、
同
じ
く
天
台
宗
の
慈
眼
大
師
天
海
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

（
６
）

考
え
ら
れ
る
。

江
戸
時
代
を
通
し
て
広
く
普
及
し
た
元
三
大
師
御
籔
で
あ
る
が
、

こ
の
元
三
大
師
御
籔
の
一
番
か
ら
百
番
ま
で
、
つ
ま
り
全
て
の
元
三

大
師
御
籔
を
一
書
に
ま
と
め
た
御
籔
本
、
す
な
わ
ち
元
三
大
師
御
籔

い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
、
元
三
大
師
御
籔
と
そ
の
注
解

本
が
江
戸
時
代
に
は
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
元
三
大
師

御
薮
本
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
一
番
か
ら
百
番
ま
で
の
漢
詩
が

『
天
竺
霊
籔
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い

る
が
、
こ
の
漢
詩
に
対
す
る
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
ま
た
、
こ

の
漢
詩
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
運
勢
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
注
解
の

部
分
の
記
述
も
多
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
元
三
大
師
御
籔
本
の
注
解
を
具
に
見
て
ゆ
く

と
、
注
解
は
大
き
く
三
系
統
に
類
別
で
き
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ

（
７
）

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
も
既
に
触
れ
た
こ
と
が

あ
り
、
そ
れ
ら
と
若
干
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
稿
に
お
け
る

考
察
の
展
開
上
、
必
要
不
可
欠
な
事
項
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
紙
幅

を
割
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
元
三
大
師
御
籔
本
に
は
、
注
解
を
持
つ
も
の
と
、
注
解
を

持
た
な
い
も
の
と
が
あ
り
、
こ
う
し
た
注
解
の
有
無
に
よ
っ
て
、
ま

ず
元
三
大
師
御
義
本
を
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
確
認
で
き

る
元
三
大
師
御
籔
本
の
中
で
は
最
も
成
立
の
早
い
寛
文
二
（
一
六
六

（
８
）

二
）
年
賊
の
『
天
竺
霊
感
観
音
簔
頌
百
首
』
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
続

（
９
）

く
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
刊
の
「
蕊
百
銭
』
の
い
ず
れ
に
も
注
解

は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
も
『
天
竺
霊
籔
』
に
基
づ
く
五
言

わ
げ

四
句
の
漢
詩
と
、
そ
の
和
解
（
漢
詩
に
対
す
る
和
文
に
よ
る
語
釈
）
の
み

で
あ
り
、
注
解
は
無
い
。
た
だ
し
、
『
天
竺
霊
感
観
音
籔
頌
百
首
』

が
漢
詩
と
和
解
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
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『
羅
百
識
』
に
は
挿
絵
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
注
解
を
持
た
な
い
元
三
大
師
御
籔
本
に
対
し
て
、
貞
享
四

（
い
）

（
一
六
八
七
）
年
刊
の
『
観
音
百
義
占
決
諺
解
』
以
降
の
大
半
の
元
三

（
Ⅲ
）

大
師
御
銭
本
に
は
注
解
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
元

三
大
師
御
籔
本
の
注
解
は
、
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
ま
ず
注
解
の
冒
頭
に
、
い
ず
れ
の
元
三
大
師
御
籔
本

に
あ
っ
て
も
、
そ
の
番
号
の
お
み
く
じ
に
つ
い
て
の
総
括
あ
る
い
は

総
合
判
断
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
総
括

部
分
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
「
事
象
別
判
断
部
分
」
と
で
も
言

う
べ
き
、
売
買
、
訴
訟
、
失
せ
も
の
等
々
の
具
体
的
な
事
象
に
対
応

す
る
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
部
分
が
続
く
。
更
に
、
「
職
業
別
判
断

部
分
」
と
で
も
言
う
べ
き
部
分
、
す
な
わ
ち
武
士
に
は
武
士
に
つ
い

て
の
、
出
家
に
は
出
家
に
つ
い
て
の
、
商
人
に
は
商
人
に
つ
い
て
の
、

百
姓
に
は
百
姓
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的

立
場
に
即
し
て
の
判
断
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
が
続
く
。

事
象
別
判
断
部
分
と
職
業
別
判
断
部
分
に
あ
っ
て
は
、
元
三
大
師

御
籔
本
に
よ
っ
て
順
序
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
一
方
が

下
巻
と
し
て
別
冊
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
時
に
は
一
方
が
省

略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
総
括
部

分
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
無
く
、
つ
ね
に
注
解
の
冒
頭
に
置

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
総
括
部
分
に
は
、
そ
の
時
代
の
人
々

の
思
想
が
、
実
に
興
味
深
い
形
で
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
こ

『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
に
注
解
が
記
さ
れ
て
以
降
、
注
解
の
要

所
で
あ
る
総
括
部
分
に
つ
い
て
は
、
後
続
の
種
々
の
元
三
大
師
御
籔

で
「
民
衆
の
思
想
」
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
用
い
ず
、
「
人
々
の
思
想
」
と
し
た

の
は
、
既
に
職
業
別
判
断
部
分
の
説
明
の
折
に
も
述
べ
た
通
り
、
元
三
大
師
御

蕊
本
の
読
者
に
は
、
武
士
や
出
家
ま
で
も
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
・

こ
の
注
解
の
総
括
部
分
に
着
目
し
て
み
る
と
、
多
種
多
様
な
元
三

大
師
御
簔
本
も
、
注
解
の
総
括
部
分
に
し
た
が
っ
て
三
系
統
に
類
別

で
き
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
成
立
時
期
の
早
い
も

の
か
ら
順
に
、
便
宜
的
に
Ａ
群
、
Ｂ
群
、
Ｃ
群
と
す
る
な
ら
ば
、
現

在
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
中
で
最
も

古
い
も
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
刊
の
『
観

音
百
銭
占
決
諺
解
』
で
あ
り
、
Ｂ
群
に
あ
っ
て
は
文
化
六
（
一
八
○
九
）

（
肥
）

年
刊
の
『
元
三
大
師
御
鬮
諸
紗
』
、
Ｃ
群
に
あ
っ
て
は
嘉
永
六
（
一

（
過
）

八
五
三
）
年
刊
の
『
元
三
大
師
御
鬮
絵
紗
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
貞
享
四
年
刊
の
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
に
お
い
て
初

め
て
元
三
大
師
御
籔
本
に
注
解
が
附
さ
れ
て
以
降
、
文
化
六
年
ま
で

の
一
世
紀
以
上
の
間
、
注
解
の
総
括
部
分
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の

元
三
大
師
御
籔
本
に
あ
っ
て
も
、
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
を
踏
襲

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
元
三
大
師
御
籔
本
に
お
け
る
信
仰
対
象
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本
に
お
い
て
も
、
長
き
に
わ
た
り
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
そ
れ

が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
注
解
の

総
括
部
分
を
踏
襲
し
た
元
三
大
師
御
籔
本
、
す
な
わ
ち
本
稿
に
お
い

て
便
宜
的
に
Ａ
群
と
し
た
元
三
大
師
御
籔
本
で
あ
る
が
、
こ
の
注
解

の
総
括
部
分
に
は
、
実
に
多
種
多
様
な
信
仰
対
象
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
自
ら
が
抽
い
た
番
号
の
お
み
く
じ
に
示
さ
れ
て
い
る

対
象
を
専
ら
信
仰
し
祈
念
せ
よ
と
の
旨
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
四
十
三
番
の
注
解
の
総
括
部
分
で
あ
れ
ば
、
「
此
み
く

（
Ｍ
）

じ
に
あ
ふ
人
は
、
天
道
を
ま
つ
り
、
く
わ
ん
お
ん
し
ん
じ
て
よ
し
」

と
あ
り
、
天
道
と
観
音
に
対
す
る
信
仰
が
促
さ
れ
て
い
る
。

Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
一
番
か
ら
百
番
ま
で
の
注
解
の
総
括

部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
信
仰
対
象
を
、
多
い
も
の
か
ら
順
に
掲
げ
て

（
肥
）

み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
（
）
付
き
で
示
し
た
数
字
は
、

一
番
か
ら
百
番
ま
で
の
百
本
の
う
ち
何
本
の
中
で
信
仰
対
象
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

天
道
（
弘
）
、
観
音
（
卵
）
、
神
明
（
”
）
、
日
待
（
四
）
、
月
待
（
岨
）
、

年
神
（
９
）
、
弁
財
天
（
９
）
、
八
幡
（
正
八
幡
を
含
む
）
（
８
）
、
大

黒
（
４
）
、
庚
申
侍
（
３
）
、
七
夜
侍
（
３
）
、
氏
神
（
２
）
、
愛
宕
（
２
）
、

日
月
（
２
）
、
毘
沙
門
天
（
２
）
、
薬
師
（
１
）
、
千
手
観
音
（
１
）
、

十
七
夜
（
１
）
、
三
日
月
（
１
）
、
大
般
若
心
経
（
１
）

こ
の
よ
う
に
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
に
示
さ
れ
た
信
仰
対
象

（
「
日
待
」
「
月
待
」
「
庚
申
待
」
等
の
信
仰
行
為
も
含
む
）
は
実
に
多
種
多
様

（
肥
）

な
の
で
あ
る
。
天
台
宗
の
高
僧
で
あ
る
元
三
大
師
の
名
を
冠
し
、
あ

る
い
は
観
音
薮
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
仏
籔
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に

示
さ
れ
た
信
仰
対
象
は
、
仏
教
固
有
の
信
仰
対
象
の
み
な
ら
ず
、
広

く
民
間
信
仰
の
宗
教
的
行
事
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
降
に
お
い
て
改
め
て
詳
述
す
る

が
、
「
観
音
」
を
は
る
か
に
上
回
る
八
十
四
本
の
中
で
「
天
道
」
に

対
す
る
信
仰
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
は
り

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
番
か
ら
百
番
ま
で
の
百
本
の
う
ち
八
十

四
本
も
の
中
で
「
天
道
」
に
対
す
る
信
仰
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
七
福
神
の
う
ち
「
弁
財
天
」
「
大
黒
」
「
毘
沙
門
天
」
の
三

者
の
み
が
信
仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
要
因
に
由
来
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
七
福
神
の
う
ち
、
こ
れ
ら
三
者

の
み
が
仏
教
の
天
部
の
仏
神
に
属
し
て
い
る
こ
と
。
更
に
は
、
特
に

（
Ⅳ
）

天
台
宗
に
見
ら
れ
る
三
面
大
黒
信
仰
の
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
が
、
信
仰
対
象
と
し
て
の
七
福
神
の
中
か
ら
「
弁
財
天
」
「
大
黒
」

「
毘
沙
門
天
」
の
み
を
引
き
出
し
て
き
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
お
み
く
じ
の
吉
凶
と
信
仰
対
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
ま
ず
、
別
表
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
信
仰
対
象
と
吉

凶
の
相
関
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
信
仰
対
象
の
う
ち
、
Ａ
群

の
元
三
大
師
御
籔
本
の
注
解
の
総
括
部
分
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
る
頻
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度
が
特
に
高
い
も
の
に
つ
い
て
、
お
み
く
じ
の
吉
凶
と
の
関
わ
り
を

考
え
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
別
表
で
あ
る
。

「
天
道
」
「
観
音
」
「
神
明
」
「
日
待
」
「
月
待
」
「
年
神
」
「
弁
財
天
」

そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
「
合
計
」
と
し
て
示
し
た
数
字
が
、
百
本
の
う
ち

何
本
の
中
で
信
仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
下
に
、
そ
れ
ら
が
大
吉
か
ら
大
凶
ま
で
の
お
み
く
じ

に
、
ど
の
よ
う
に
分
散
し
て
い
る
か
、
言
わ
ば
吉
凶
の
内
訳
を
示
し

（
肥
）

た
。

た
と
え
ば
、
別
表
中
の
「
弁
財
天
」
の
場
合
、
百
本
の
う
ち
九
本

の
お
み
く
じ
の
中
で
信
仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
吉

凶
の
内
訳
は
、
大
吉
の
お
み
く
じ
が
五
本
、
吉
の
お
み
く
じ
が
二
本
、

末
吉
の
お
み
く
じ
が
一
本
、
凶
の
お
み
く
じ
が
一
本
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
（
）
内
に
示
し
た
％
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
弁
財
天
」

を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
「
弁
財
天
」
が
信
仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
る
九
本
を
百
％
と
す
る
と
、
五
十
五
・
六
％
が
大
吉
の
お
み
く

じ
で
あ
り
、
二
十
二
・
二
％
が
吉
、
十
一
・
一
％
が
末
吉
、
十
一
・

一
％
が
凶
の
お
み
く
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
小
数
点
第
二
位

を
四
捨
五
入
し
た
）
。

こ
の
％
を
算
出
し
た
の
は
、
元
三
大
師
御
籔
自
体
の
吉
凶
に
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
偏
り
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
大
吉
か
ら
大
凶
ま
で

の
吉
凶
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
（
）
書
き
で
示
し
た
数
字
が
、
そ
の

偏
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
大
吉
」
は
百
本
の
う
ち
十
六
本
、
し
た

が
っ
て
百
本
全
体
の
中
に
占
め
る
割
合
も
十
六
％
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
「
吉
」
以
下
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
天
道
」
か
ら
「
弁
財
天
」
ま
で
の
信
仰
対
象
の
吉
凶

に
対
す
る
所
謂
ば
ら
つ
き
を
見
て
ゆ
く
と
、
「
天
道
」
に
次
い
で
信

仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
観
音
」
に
つ
い
て
は
、

凶
の
お
み
く
じ
が
四
十
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
「
観
音
」
が
信
仰
対

象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
お
み
く
じ
の
半
数
ち
か
く
が
凶
の
お
み

く
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
元
三
大
師
御
籔
自
体
の
中
で
凶
が
占

め
る
割
合
が
二
十
九
％
で
あ
る
こ
と
と
比
較
し
て
み
る
と
、
「
観
音
」

が
如
何
に
凶
の
お
み
く
じ
に
お
い
て
多
く
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
先
に
別
表
中
の
数
字
の
説
明
の
た
め
の
例
と

し
て
も
扱
っ
た
「
弁
財
天
」
に
つ
い
て
は
、
大
吉
の
お
み
く
じ
の
割

合
が
五
十
五
・
六
％
で
あ
り
、
「
弁
財
天
」
を
掲
げ
る
半
数
以
上
の

お
み
く
じ
が
大
吉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
も
元
三
大
師
御
籔

全
体
の
中
に
占
め
る
大
吉
の
割
合
が
十
六
％
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す

れ
ば
、
「
弁
財
天
」
が
大
吉
の
お
み
く
じ
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
る
傾

向
が
強
い
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
た
「
観
音
」
「
弁
財
天
」
と
吉
凶
と
の
関
係
が
、
ど
の
よ

う
な
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
元
三

大
師
御
籔
以
外
の
史
料
を
も
含
め
て
、
今
後
、
更
に
考
察
を
深
め
て
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別
表

ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
軽
々
に
臆
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

凶
の
運
勢
で
あ
る
よ
う
な
時
こ
そ
、
つ
ま
り
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
時

こ
そ
、
観
音
の
苦
抜
の
力
に
す
が
り
、
観
音
に
救
い
を
求
め
よ
、
と

い
う
観
音
信
仰
の
思
想
が
背
景
に
在
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
窺
え
よ
う
。

一
方
、
「
天
道
」
と
吉
凶
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
「
天
道
」
の
場
合

は
、
「
観
音
」
や
「
弁
財
天
」
の
よ
う
な
吉
凶
に
対
す
る
偏
り
は
な
く
、

（
）
書
き
で
示
し
た
「
天
道
」
の
所
謂
ば
ら
つ
き
が
、
元
三
大
師

御
籔
自
体
の
そ
れ
と
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま

り
、
お
み
く
じ
の
吉
凶
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
天
道
」
が
信
仰
対
象
と

し
て
、
た
び
た
び
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
時
代
を
通
し
て
多
く
の
元
三
大
師
御
籔
本
に
踏
襲
さ
れ
、
長

き
に
わ
た
り
専
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
注

解
の
総
括
部
分
に
お
い
て
、
「
天
道
」
へ
の
信
仰
が
、
お
み
く
じ
の

吉
凶
と
は
関
わ
り
な
く
、
頻
り
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
に

お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
注
解
に
お
い
て
、
「
天
道
」
へ
の
信

仰
が
、
「
観
音
」
に
対
す
る
信
仰
以
上
に
強
く
説
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
に
限
ら
ず
、
大
半
の
元
三
大
師
御

籔
本
の
巻
頭
に
は
、
正
観
音
、
十
一
面
観
音
、
千
手
観
音
そ
れ
ぞ
れ

三
、
元
三
大
師
御
籔
本
に
お
け
る
天
道

おみくじと天道13ラ

天
道

観
音

神
明

日
待

月
待

年

神

弁
財
天

合計 84 50 27 19 19 9 9

大吉(16%) 14(16.7%) 5(10.0%) 3(11.1%) 2(10.5%) 2(10.5%) 3(33.4％） 5(55.6％）

吉(37％） 30(35.7％） 12(24.0%) 11(40.8%) 11(57.9%) 11(57.9%) 5(55.6％） 2(22.2％）

半吉（2％） 2(2.4％） 2(4.0％） l (3.7%)

小吉(1%) l (1.2%) 1 (2.0%) l (5.3%) l (5.3%)

末吉(10%) 8(9.5％） 5(10.0%) 3(11.1%) l (11.1%) l (11.1%)

末小吉(1%) 1 (1.2%) l (3.7%) 1 (5.3%) l (5.3%)

前凶後吉(1%) l (3.7%)

前凶後小吉(1%) l (1.2%)

凶末吉(1%) l (2.0%)

凶(29％） 26(31.0%) 24(48.0％） 6(22.2％） 4(21.1%) 4(21.1%) l (11.1%)

大凶(1%) 1 (1.2%) l (3.7%)



の
御
影
と
呪
（
真
言
）
が
掲
げ
ら
れ
、
観
音
の
御
影
を
拝
し
、
呪
を

唱
え
て
か
ら
元
三
大
師
御
籔
を
抽
く
よ
う
、
説
明
が
為
さ
れ
て
い
る
。

元
三
大
師
御
籔
は
別
名
を
観
音
薮
と
も
呼
ば
れ
、
元
三
大
師
自
身
も

如
意
輪
観
音
の
化
身
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
元
三
大
師
御
籔

本
に
お
い
て
は
観
音
へ
の
信
仰
が
明
ら
か
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
百
本
の
う
ち
五
十
本
の
中
で
、

信
仰
対
象
と
し
て
「
観
音
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
至
極
当
然

な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
八
十
四
本
の

中
で
、
「
天
道
」
が
信
仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
「
天
道
」
へ
の
信
仰
が
強
く
説
か
れ
た
Ａ
群

に
属
す
る
元
三
大
師
御
籔
本
は
種
類
も
多
く
、
版
を
重
ね
て
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
現
存
す
る
元
三
大
師
御
籔
本
の
中
で
も
、
Ａ
群
の
元
三

大
師
御
籔
本
が
圧
倒
的
に
多
く
、
如
何
に
多
く
の
読
者
を
得
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

文
化
六
（
一
八
○
九
）
年
の
『
元
三
大
師
御
鬮
諸
紗
』
、
す
な
わ
ち

本
稿
に
お
い
て
Ｂ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
筆
者
が
現
在
確
認
し
て
い
る
限
り

で
は
、
注
解
を
持
つ
元
三
大
師
御
籔
本
の
中
で
、
Ａ
群
以
外
の
元
三

大
師
御
籔
本
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
Ａ
群
の
元
三

大
師
御
籔
本
の
中
で
成
立
の
最
も
早
い
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
が

刊
行
さ
れ
た
貞
享
四
年
か
ら
文
化
六
年
ま
で
の
一
世
紀
以
上
の
間
、

装
丁
が
改
め
ら
れ
、
挿
絵
が
描
き
換
え
ら
れ
、
幾
種
類
も
の
元
三
大

師
御
籔
本
が
、
幾
た
び
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
注

解
の
総
括
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
世
紀
以
上
の
間
、
つ
ね
に
踏

襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
天
道
」
に
対
す
る
信
仰
が
、
当
時
の
多
く
の
人
々

に
違
和
感
な
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
元
三
大
師
御
籔
は
、
当
時
の
寺
院
の
宗
派
の
枠
を
越
え
て
、

更
に
は
神
社
で
も
抽
か
れ
て
い
た
お
み
く
じ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

「
天
道
」
に
対
す
る
信
仰
が
、
当
時
の
日
本
人
の
思
想
の
基
底
に
如

何
に
根
づ
い
て
い
た
か
が
窺
い
知
れ
よ
う
。

で
は
、
元
三
大
師
御
籔
本
に
お
い
て
信
仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
る
「
天
道
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
三
大

師
御
籔
本
の
読
者
は
、
こ
の
「
天
道
」
と
い
う
も
の
を
如
何
な
る
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
の
「
天
道
」
の
思
想
に
関
し
て
は
、
石
毛
忠
「
江
戸
時

（
岨
）

代
初
期
に
お
け
る
天
の
思
想
」
以
降
た
び
た
び
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
が
、
石
毛
氏
が
論
究
し
た
「
天
道
」
と
元
三
大
師
御
籔
本

に
お
け
る
「
天
道
」
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
注
解
の
総
括
部
分
に
お
い
て

示
さ
れ
た
「
天
道
」
へ
の
信
仰
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
天
道
」
へ

の
信
仰
は
、
遡
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
詩
に
対
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
、

ま
ず
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
の
第
一
節
に
お
い

日本思想史学33<2001> 136



て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
元
三
大
師
御
籔
本
に
あ
っ
て
も
、

一
番
か
ら
百
番
に
わ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
『
天
竺
霊
籔
』
に
基
づ

く
百
首
の
五
言
四
句
の
漢
詩
が
掲
げ
ら
れ
、
こ
の
五
言
四
句
の
漢
詩

（
鋤
）

に
対
し
て
、
和
文
に
よ
る
語
釈
で
あ
る
和
解
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
和
解
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
和
解
に
よ

る
解
釈
の
段
階
で
、
ま
ず
「
天
道
」
へ
の
信
仰
が
説
か
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
中
で
成
立
の
最
も
早
い

『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
（
前
掲
）
の
九
十
番
の
漢
詩
の
第
二
句
で
あ

る
「
一
信
向
レ
天
飛
」
に
対
す
る
和
解
は
、
「
た
だ
一
へ
ん
に
、
し
ん

り
き
あ
ら
ば
、
そ
の
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
、
て
ん
と
う
ゑ
つ
う
じ
て
、

と
ぶ
が
ご
と
く
に
、
い
た
る
べ
し
、
ね
ん
り
き
、
い
わ
を
と
を
す
心

（
劃
）

な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
向
し
天
飛
」
の
「
天
」

を
「
て
ん
と
う
（
天
道
）
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
漢
詩
の
中
の
「
天
」
を
「
て
ん
と
う
（
天
道
）
」
と
解
釈
し
て
い
る

例
は
、
七
十
六
番
の
第
一
句
「
冨
貴
天
之
祐
」
に
対
す
る
和
解
の
場

合
に
も
見
ら
れ
、
こ
こ
で
は
「
金
銀
ざ
い
ほ
う
、
お
お
く
も
っ
事
も
、

か
う
ゐ
、
か
う
く
は
ん
に
な
る
事
も
、
て
ん
と
う
よ
り
う
け
来
る
事

也
、
人
の
さ
い
か
く
ば
か
り
に
て
は
な
ら
ぬ
と
な
り
」
と
、
「
冨
貴

天
之
祐
」
を
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
漢
詩
の
中
で
「
天
」
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
な
い

場
合
で
も
あ
っ
て
も
、
和
解
に
よ
る
解
釈
に
お
い
て
、
「
天
道
」
と

い
う
概
念
が
、
導
き
出
さ
れ
て
く
る
場
合
が
あ
り
、
こ
う
し
た
ケ
ー

ス
の
方
が
む
し
ろ
多
い
。
た
と
え
ば
、
五
番
の
漢
詩
の
第
四
句
の
「
佳

人
一
住
香
」
に
対
す
る
和
解
で
は
、
「
か
う
を
た
き
、
天
道
を
い
の
り
、

心
を
正
じ
き
に
も
ち
た
ら
ば
、
の
ち
は
、
さ
い
な
ん
も
き
ゑ
ゆ
く
な

る
べ
し
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
香
を
た
く
と
い
う
行
為
ま
で
は
、
漢

詩
自
体
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
「
天
道
を
い
の
り
」
と
い
う
解

釈
は
、
和
解
の
段
階
で
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
例
は
、
他
に
六
番
の
漢
詩
の
第
四
句
「
祈
レ
福
始
中
和
」
、
十
九
番

の
漢
詩
の
第
三
句
「
香
前
祈
二
福
厚
一
」
、
五
十
三
番
の
漢
詩
の
第
二

句
「
雲
書
降
二
印
権
一
」
、
九
十
一
番
の
漢
詩
の
第
三
句
「
雲
中
乗
し
禄

至
」
に
対
す
る
和
解
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
和
解
に
お
け
る
「
天
道
」
を
用
い
た
解
釈

は
、
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
に
よ
っ
て
初
め
て
為
さ
れ
た
こ
と
で

は
な
く
、
こ
れ
に
先
行
す
る
注
解
を
持
た
な
い
元
三
大
師
御
籔
本
の

和
解
に
お
い
て
既
に
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
『
観
音
百
籔
占

決
諺
解
』
は
、
そ
の
解
釈
を
引
き
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
注
解
を

持
た
ず
、
漢
詩
と
和
解
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
『
天
竺
霊

感
観
音
籔
頌
百
首
』
（
前
掲
）
と
『
羅
百
薮
』
（
前
掲
）
は
、
本
稿
の

第
一
節
で
も
述
べ
た
通
り
、
い
ず
れ
も
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
以

前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
元
三
大
師
御
籔
本
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
大

慈
山
小
松
寺
の
正
本
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
旨
が
賊
文
に
記
さ
れ
て

お
り
、
両
者
の
間
に
は
表
記
に
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
漢
詩
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お
よ
び
和
解
に
関
し
て
は
大
き
な
相
違
は
無
い
。
た
だ
、
『
羅
百
薮
』

に
挿
絵
が
有
る
の
に
対
し
て
、
『
天
竺
霊
感
観
音
籔
頌
百
首
』
に
は

挿
絵
が
無
い
。

こ
れ
ら
元
三
大
師
御
籔
本
の
和
解
に
お
い
て
、
既
に
「
天
道
」
を

用
い
た
解
釈
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
『
観
音
百
籔
占
決

諺
解
』
の
和
解
に
お
け
る
「
天
道
」
を
用
い
た
解
釈
と
し
て
引
用
し

た
九
十
番
の
第
二
句
「
一
信
向
レ
天
飛
」
に
対
し
て
の
『
羅
百
薮
』

の
和
解
は
、
「
た
だ
一
へ
ん
に
、
天
道
を
い
の
る
べ
し
」
と
な
っ
て

お
り
、
七
十
六
番
の
第
一
句
「
冨
貴
天
之
祐
」
の
和
解
も
「
ふ
く
と

く
も
、
天
た
う
よ
り
う
る
也
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
五
番
の
第
四

句
「
佳
人
一
住
香
」
の
和
解
も
「
か
う
を
た
き
、
せ
い
せ
い
を
い
た

し
、
天
道
を
い
の
る
べ
き
な
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
引
用
を

し
た
も
の
以
外
に
つ
い
て
も
、
九
十
一
番
の
第
三
句
を
除
い
て
は
、

い
ず
れ
の
場
合
も
『
羅
百
薮
』
に
お
い
て
既
に
「
天
道
」
と
い
う

概
念
を
用
い
て
漢
詩
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、
「
羅
百
薮
』
の
和
解
に
お
い
て
は
、
『
観
音
百
籔

占
決
諺
解
』
の
和
解
で
は
「
天
道
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
な
い

漢
詩
に
つ
い
て
も
、
「
天
道
」
と
い
う
概
念
を
用
い
た
解
釈
を
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
の
和
解
に
お
い
て
は
「
天

道
」
に
つ
い
て
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
十
六
番
の
第
二
句
「
前
途

喜
亦
寧
」
に
対
す
る
『
繧
百
薮
』
の
和
解
は
「
て
ん
と
う
を
い
の

ら
ぱ
、
よ
ろ
こ
び
も
あ
ら
ふ
ぞ
」
で
あ
り
、
六
十
二
番
の
第
三
句
「
政

故
重
乗
し
禄
」
に
対
す
る
和
解
も
「
て
ん
た
う
を
い
の
り
、
せ
い
せ

い
を
つ
く
さ
ば
、
い
よ
い
よ
、
よ
き
也
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
例
は
、
四
十
二
番
の
第
二
句
「
雲
天
好
し
進
レ
程
」
、
六
十
番
の
第

三
句
「
守
レ
道
當
レ
逢
レ
泰
」
、
八
十
番
の
第
一
句
「
深
山
多
養
レ
道
」
、

九
十
番
の
第
三
句
「
前
途
成
二
好
事
一
」
の
和
解
に
お
い
て
も
見
出
せ

う
（
句
○

つ
ま
り
、
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
で
は
、
漢
詩
に
対
す
る
和
解

に
お
い
て
「
天
道
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
選
択
的
に
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
は
、
注
解
の
部
分
に
お
い
て
「
天
道
」
に

対
す
る
信
仰
を
強
く
説
く
と
い
う
形
で
、
そ
れ
ま
で
の
元
三
大
師
御

籔
本
に
示
さ
れ
た
「
天
道
」
へ
の
信
仰
を
継
承
し
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
天
道
」
と
は
、
元
三
大
師
御
銭
本
の
読
者

に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
江
戸
時
代
の
「
天
道
」
に
言
及
し
た
多
く
の
先
行
研
究
に
お

い
て
、
議
論
の
焦
点
は
、
不
可
視
の
抽
象
的
な
存
在
と
し
て
の
「
天

道
」
に
集
中
し
、
そ
う
し
た
「
天
道
」
に
対
し
て
の
分
析
が
専
ら
深

め
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
が
、
元
三
大
師
御
籔
本
の
読
者
に
と
っ
て
も

「
天
道
」
は
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
前
節
に
お
い
て
示
し
た
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
注

解
に
掲
げ
ら
れ
た
「
天
道
」
以
外
の
信
仰
対
象
は
、
い
ず
れ
も
具
体
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的
な
対
象
で
あ
り
、
信
仰
行
為
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
「
日

待
」
「
月
待
」
「
庚
申
侍
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
行
為
で
あ
る
。
元
三

大
師
御
籔
本
に
お
け
る
「
天
道
」
が
、
か
り
に
目
に
見
え
な
い
抽
象

的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
元
三
大
師
御
籔
本
の
注
解
や
和

解
の
中
で
頻
り
に
説
か
れ
て
い
る
「
天
道
を
い
の
る
」
あ
る
い
は
「
天

道
を
ま
つ
る
」
と
い
っ
た
行
為
を
人
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
っ

（
泥
）

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
端
緒
が
、
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』

の
八
十
一
番
の
漢
詩
の
第
一
句
「
道
合
須
二
成
合
一
」
に
対
す
る
和
解

の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
和
解
に
は
「
道
合
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
て

ん
と
う
に
叶
た
ら
ば
、
何
事
も
じ
や
う
じ
ゆ
す
べ
し
な
り
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
こ
ん
に
ち
の
て
ん
と
う
」
と
い
う
表
現
でこん

あ
る
。
「
こ
ん
に
ち
の
て
ん
と
う
」
と
は
、
言
い
方
を
換
え
れ
ば
星
７

に
ち

て
ん
と
う

日
さ
ま
」
で
あ
り
、
「
お
天
道
さ
ま
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

言
う
「
天
道
」
と
は
「
お
天
道
さ
ま
」
、
す
な
わ
ち
信
仰
対
象
と
し

て
の
太
陽
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
推
論
を
十
分
に
裏
づ
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、

『
羅
百
薮
』
の
挿
絵
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
羅
百
薮
』
は
貞
享
元
年
に
刊
行
さ
れ
、
元
三
大
師
御

籔
本
の
中
で
初
め
て
挿
絵
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
年

後
の
貞
享
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
が
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
で
あ

る
。
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
に
は
新
た
に
注
解
が
添
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
が
挿
絵
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

図
１
．
図
２
．
図
３
と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、
『
経
百
銭
』
の
六

十
番
・
八
十
一
番
・
九
十
番
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
中
段
に
漢
詩
、
下

段
に
和
解
が
記
さ
れ
、
上
段
に
挿
絵
が
示
さ
れ
て
い
る
。

六
十
番
の
漢
詩
の
第
三
句
「
守
レ
道
當
レ
逢
レ
泰
」
に
対
し
て
、
「
道

と
は
、
天
た
う
を
い
の
ら
ば
、
又
よ
か
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
和
解

が
下
段
に
添
え
ら
れ
、
こ
の
第
三
句
を
一
つ
の
画
面
と
し
て
描
い
た

で
あ
ろ
う
挿
絵
が
上
段
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
の
中
の
人
物

は
、
明
ら
か
に
、
お
天
道
さ
ま
、
す
な
わ
ち
太
陽
に
向
か
っ
て
手
を

合
わ
せ
て
拝
ん
で
い
る
。

八
十
一
番
で
は
、
漢
詩
の
第
一
句
「
道
合
須
二
成
合
」
に
対
し
て
、

「
と
は
、
天
た
う
也
、
い
の
る
ほ
ど
、
何
事
も
じ
や
う
ぢ
う
す
べ
き
也
」

と
い
う
和
解
が
付
け
ら
れ
、
挿
絵
の
中
の
人
物
は
、
や
は
り
手
を
合

わ
せ
て
拝
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
線
の
む
こ
う
に
は
、
や
は

り
太
陽
が
あ
る
。

九
十
番
に
お
い
て
は
、
漢
詩
の
第
一
句
と
第
三
句
に
対
す
る
和
解

に
お
い
て
、
「
天
道
」
に
言
及
が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
挿
絵

に
は
、
や
は
り
太
陽
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
拝
ん
で
い
る
人
物

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
少
な
く
と
も
『
羅
百
義
』
に
お
い
て
は
、
「
天

道
」
が
太
陽
と
い
う
具
体
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
元
三
大
師
御
籔
本
に

おみくじと天道Iｮ9
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図3 図2 図1

お
い
て
信
仰
対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
天
道
」
が
、
太
陽
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
を
控
え
た
と
し
て
も
、
太

陽
が
、
信
仰
対
象
で
あ
る
「
天
道
」
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
捉
え

（
羽
）

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
石
毛
忠
氏
が
「
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
天
の
思
想
」

（
前
掲
）
の
中
で
論
じ
て
い
る
「
天
道
次
第
」
と
い
う
生
き
方
に
目
を

転
じ
て
み
た
い
。
石
毛
氏
は
、
す
べ
て
を
「
天
道
」
の
然
ら
し
め
た

こ
と
と
す
る
考
え
方
は
、
一
面
、
人
々
を
無
責
任
に
、
あ
る
い
は
怠

慢
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

「
天
道
次
第
」
の
生
き
方
と
は
、
「
各
階
層
（
士
農
工
商
）
の
中
で
そ

れ
ぞ
れ
上
位
者
Ｔ
天
道
）
に
従
い
、
お
の
お
の
仕
事
（
Ⅱ
天
職
）
に

励
む
こ
と
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
例
と
し

て
、
寛
永
十
五
（
一
六
三
八
）
年
刊
の
『
清
水
物
語
』
の
中
の
次
の

（
型
）

一
節
を
挙
げ
て
い
る
。

せ
か
い
に
み
ち
Ｉ
、
て
。
め
ん
Ｉ
～
の
天
道
有
と
み
え
た
り
。

さ
し
て
い
つ
く
に
あ
る
と
は
さ
だ
め
が
た
し
。
ま
つ
人
の
子
た

ら
ん
者
は
。
親
を
天
道
と
さ
た
む
。
親
の
う
ち
を
い
て
、
奉
公

す
る
時
は
。
主
君
を
天
道
と
云
。
女
は
お
つ
と
を
天
道
と
云
。

是
天
道
の
す
み
ど
こ
ろ
な
り
。
是
に
そ
む
け
は
。
則
天
道
に
そ

む
く
に
て
あ
る
へ
し
。
是
を
し
ら
す
し
て
天
道
と
云
人
は
。
空

に
あ
り
て
。
人
の
い
ふ
事
を
き
、
て
福
を
あ
た
へ
。
つ
み
に
あ

わ
す
る
と
思
ふ
ゅ
へ
に
。
洗
米
を
そ
な
へ
て
た
ら
し
。
餅
な
と
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し
か
し
、
こ
の
『
清
水
物
語
』
の
一
節
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
如
何

に
当
時
の
人
々
が
、
『
清
水
物
語
』
の
天
道
観
に
反
す
る
天
道
観
を

持
ち
、
『
清
水
物
語
』
の
天
道
観
に
反
す
る
行
為
を
行
な
っ
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
も
、
同
時
に
饒
舌
に
物
語
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

『
清
水
物
語
』
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
る
人
々
、
引
用
文
中
の
表

現
で
言
え
ば
「
是
を
し
ら
す
し
て
天
道
と
云
人
」
が
お
り
、
こ
う
し

た
人
々
は
、
「
天
道
」
に
供
え
物
を
し
て
「
天
道
」
を
祀
り
、
「
天
道
」

に
向
か
っ
て
祈
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
天
道
」

に
対
す
る
態
度
を
『
清
水
物
語
』
は
厳
し
い
論
調
で
批
判
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
批
判
が
為
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を

返
せ
ば
、
批
判
さ
れ
る
に
足
る
だ
け
の
実
態
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。

り
で
あ
り
、
『
清
水
物
藷

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

進
物
に
し
て
色
ノ
、
の
そ
し
よ
う
を
云
人
多
し
。
た
と
ひ
天
道

に
有
と
て
も
・
か
は
ら
け
の
よ
れ
に
め
て
・
餅
の
か
け
に
め
て
、

わ
た
く
し
に
ゑ
こ
ひ
い
き
し
ら
れ
ん
や

そ
し
て
、
こ
の
『
清
水
物
語
』
の
一
節
に
対
し
て
、
石
毛
氏
は
「
天

道
は
超
越
的
な
人
格
神
で
は
な
く
、
階
層
的
身
分
制
社
会
の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
上
位
者
が
そ
の
ま
ま
天
道
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

『
清
水
物
語
』
の
天
道
観
は
、
ま
さ
し
く
石
毛
氏
の
指
摘
す
る
通

り
で
あ
り
、
『
清
水
物
語
』
は
、
そ
の
天
道
観
を
こ
こ
で
強
く
主
張

「
天
道
」
に
対
す
る
信
仰
が
、
そ
の
注
解
に
お
い
て
強
く
示
さ
れ

て
い
る
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
で
あ
る
が
、
こ
の
「
天
道
」
に
対

す
る
信
仰
は
、
こ
れ
ら
に
先
行
す
る
注
解
を
持
た
な
い
元
三
大
師
御

籔
本
の
和
解
に
、
そ
の
源
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
前
節
に
お
い
て
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
中
で
最

も
成
立
の
早
い
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
と
、
こ
れ
に
先
行
す
る

『
羅
百
薮
』
双
方
の
和
解
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
天
道
」
へ
の
信

仰
が
継
承
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
一
方
で
、
そ
う
で
は
な
い
部
分

も
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
こ
と
を
最
も
端
的
に
表
わ
し
て
い
る

の
が
、
漢
詩
の
中
の
「
道
」
と
い
う
語
に
対
す
る
解
釈
の
相
違
で
あ
る
。

前
節
の
図
１
お
よ
び
図
２
と
し
て
も
示
し
た
六
十
番
と
八
十
一
番

に
は
、
漢
詩
の
中
に
「
道
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
八
十
一

そ
し
て
、
こ
う
し
た
『
清
水
物
語
』
の
天
道
観
と
対
極
に
あ
る
天

道
観
を
持
っ
た
人
々
に
と
っ
て
の
「
天
道
」
は
「
空
に
あ
り
て
。
人

の
い
ふ
事
を
き
、
て
福
を
あ
た
へ
」
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
空
に
あ
る
「
天
道
」
に
向
か
っ
て
、
人
々
は
祈
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
『
清
水
物
語
』
に
お
い
て
、
批
判
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
人
々
の
姿
は
、
『
羅
百
薮
』
の
挿
絵
の
中
で
、
太
陽
に
向
か
っ

て
手
を
合
わ
せ
て
拝
む
人
々
の
姿
と
も
実
は
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
他
力
か
ら
自
力
へ
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番
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
お
い
て
「
こ
ん
に
ち
の
て
ん
と
う
」
と
い

う
表
現
に
関
し
て
指
摘
し
た
折
に
も
若
干
触
れ
た
が
、
こ
の
漢
詩
の

第
一
句
「
道
合
須
二
成
合
一
」
を
、
『
羅
百
薮
』
の
和
解
が
「
と
は
、

天
た
う
也
、
い
の
る
ほ
ど
、
何
事
も
じ
や
う
ぢ
う
す
べ
き
也
」
と
解

釈
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
和
解
で
は
「
道

合
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
て
ん
と
う
に
叶
た
ら
ぱ
、
何
事
も
じ
や
う
じ

ゆ
す
べ
し
と
な
り
、
さ
て
、
て
ん
と
う
に
か
な
ふ
や
ふ
に
、
仁
義
礼

知
の
五
常
を
、
よ
く
ま
も
る
事
な
り
」
と
し
、
『
羅
百
薮
』
の
解
釈

を
継
承
し
つ
つ
も
、
「
天
道
」
に
対
し
て
祈
れ
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、

「
天
道
」
に
か
な
う
よ
う
に
五
常
の
道
を
守
れ
、
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
は
儒
教
か
ら
の
影
響
が
明
ら
か

に
表
わ
れ
て
い
る
。

更
に
、
六
十
番
の
漢
詩
の
第
三
句
「
守
レ
道
當
レ
逢
レ
泰
」
の
「
道
」

に
対
す
る
解
釈
と
な
る
と
、
『
羅
百
薮
』
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』

双
方
の
和
解
の
解
釈
の
相
違
は
一
層
鮮
明
で
あ
る
。
『
蕊
百
銭
』
の

和
解
が
、
「
道
」
を
「
天
道
」
と
解
し
て
、
「
道
と
は
、
天
た
う
を
い

の
ら
ば
、
又
よ
か
る
べ
き
な
り
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
観

音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
和
解
で
は
、
「
一
し
や
う
の
う
ち
、
何
事
を

す
る
と
も
、
五
常
に
は
づ
れ
ぬ
や
う
に
し
て
、
ま
こ
と
の
み
ち
を
ま

も
り
な
ぱ
、
か
な
ら
ず
心
安
き
事
ば
か
り
に
あ
ふ
べ
き
な
り
」
と
し
、

漢
詩
の
中
の
「
道
」
を
「
五
常
」
あ
る
い
は
「
ま
こ
と
の
み
ち
」
と

解
し
て
お
り
、
「
天
道
」
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
八
十
番
の
第
一
句
「
深
山
多
養
レ
道
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

『
羅
百
義
』
の
和
解
が
「
道
」
を
「
天
道
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
和
解
で
は
「
道
」
を
「
天
道
」

と
は
解
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
『
繧
百
薮
』
の
和
解
か
ら
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
の

和
解
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
儒
教
的
な
思
想
が
添
加
さ
れ
、
『
蕊

百
銭
』
の
和
解
に
お
い
て
は
、
開
運
招
福
の
た
め
に
は
専
ら
祈
念
す

る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』

の
和
解
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
道
徳
的
行
為
ま
で
も
が
、
開
運
招
福

の
た
め
の
条
件
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
専
ら
他
力
に
よ
っ
て
開
運
招
福
が
得
ら
れ
る
と
し
て

い
る
『
羅
百
薮
』
の
思
想
か
ら
、
開
運
招
福
の
た
め
に
は
自
助
努

力
す
な
わ
ち
自
力
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
、
『
観
音
百
銭
占

決
諺
解
』
の
段
階
で
添
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
段
階
で
は
、
こ
の
よ
う
な

言
わ
ば
「
自
力
性
」
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
観

音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
「
自
力
性
」
と
「
他
力

性
」
が
混
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
五
番
の
漢
詩
の
第
四
句
「
佳

人
一
姓
香
」
に
対
し
て
、
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
の
和
解
は
「
か

う
を
た
き
、
天
道
を
い
の
り
、
心
を
正
じ
き
に
も
ち
た
ら
ば
、
の
ち

は
、
さ
い
な
ん
も
き
ゑ
ゆ
く
な
る
べ
し
」
と
し
、
『
羅
百
識
』
の
「
か

う
を
た
き
、
せ
い
せ
い
を
い
た
し
、
天
道
を
い
の
る
べ
き
な
り
」
と
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い
う
和
解
に
、
心
を
正
直
に
せ
よ
と
い
う
「
自
力
性
」
を
付
け
加
え

て
い
る
一
方
で
、
七
十
六
番
の
漢
詩
の
第
一
句
「
冨
貴
天
之
祐
」
に

対
す
る
和
解
で
は
、
「
金
銀
ざ
い
ほ
う
、
お
お
く
も
っ
事
も
、
か
う
ゐ
、

か
う
く
は
ん
に
な
る
事
も
、
て
ん
と
う
よ
り
、
う
け
来
る
事
也
、
人

の
さ
い
か
く
ば
か
り
に
て
は
な
ら
ぬ
と
な
り
」
と
、
む
し
ろ
「
他
力

性
」
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
観
音
百
籔
占
決
諺
解
』
に
お
け
る
「
自
力
性
」
と

「
他
力
性
」
の
混
在
の
姿
は
、
注
解
の
中
に
も
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。

第
一
節
に
お
い
て
述
べ
た
注
解
の
職
業
別
判
断
部
分
の
中
で
は
、
時

と
し
て
自
力
に
よ
る
開
運
が
説
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
総
括
部
分
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
天
道
」
を
は
じ
め
と

す
る
種
々
の
信
仰
対
象
に
対
し
て
信
心
せ
よ
と
い
う
こ
と
の
み
が
専

ら
説
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
を
は
じ
め
と

す
る
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
注
解
に
お
け
る
信
仰
の
強
調
の
様

相
は
、
Ｂ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
、
そ
し
て
Ｃ
群
の
元
三
大
師
御
籔

本
へ
と
移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
注
解
の
総
括
部
分
に
お
い
て
掲
げ
ら

れ
た
信
仰
対
象
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
第
二
節
の
中
で
列
記
し
た
が
、

そ
れ
ら
の
信
仰
対
象
が
、
Ｂ
群
お
よ
び
Ｃ
群
の
注
解
の
総
括
部
分
で

は
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
な
形

で
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
「
天
道
」
に
つ
い
て
（
別

↓
“
↓
２
）
と
し
た
の
は
、
Ａ
群
の
注
解
の
総
括
部
分
で
は
、
一
番

か
ら
百
番
ま
で
の
百
本
の
う
ち
八
十
四
本
の
中
で
「
天
道
」
が
信
仰

対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
Ｂ
群
で
は
百
本
の
う

ち
四
十
四
本
の
中
で
、
Ｃ
群
で
は
二
本
の
中
で
、
「
天
道
」
が
信
仰

対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

天
道
（
別
↓
“
↓
２
）
、
観
音
（
卵
↓
蛆
↓
０
）
、
神
明
（
”
↓
詔
↓
０
）
、

日
待
（
岨
↓
ｕ
↓
１
）
、
月
待
（
岨
↓
皿
↓
１
）
、
年
神
（
９
↓
８
↓
０
）
、

弁
財
天
（
９
↓
９
↓
０
）
、
八
幡
（
８
↓
７
↓
０
）
、
大
黒
（
４
↓
４

↓
０
）
、
庚
申
侍
（
３
↓
３
↓
１
）
、
七
夜
待
（
３
↓
２
↓
０
）
、
氏

神
（
２
↓
２
↓
０
）
、
愛
宕
（
２
↓
２
↓
０
）
、
日
月
（
２
↓
０
↓
０
）
、

毘
沙
門
天
（
２
↓
２
↓
０
）
、
薬
師
（
１
↓
１
↓
０
）
、
千
手
観
音
（
１

↓
１
↓
０
）
、
十
七
夜
（
１
↓
１
↓
０
）
、
三
日
月
（
１
↓
１
↓
０
）
、

大
般
若
心
経
（
１
↓
１
↓
０
）

一
見
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
Ａ
群
か
ら
Ｂ
群
に
移
行
す
る
過
程
で
、

信
仰
対
象
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
は
大
幅
に
減
り
、
Ｃ
群
に
至
っ
て
は
、

信
仰
対
象
を
掲
げ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
Ａ
群
↓
Ｂ
群
↓
Ｃ
群
へ

と
移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
注
解
の
総
括
部
分
は
長
文
化
し
て
い

る
。
で
は
、
信
仰
を
説
く
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
ゆ
く
一
方

で
、
何
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
で
あ
る
。
実
は
Ａ
群

↓
Ｂ
群
↓
Ｃ
群
へ
と
移
行
す
る
過
程
に
お
い
て
、
倫
理
性
の
強
い
教

訓
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
特
に
Ｃ
群
の
注
解
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の
総
括
部
分
で
は
、
心
の
正
邪
、
行
為
の
善
悪
に
よ
っ
て
、
運
勢
は

（
弱
）

決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
思
想
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
Ａ
群
↓
Ｂ
群
↓
Ｃ
群
へ
と
移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、

Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
中
に
混
在
し
て
い
た
「
他
力
性
」
と
「
自

力
性
」
の
う
ち
の
「
自
力
性
」
の
み
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
ま
一
つ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
Ａ

群
か
ら
Ｂ
群
に
移
行
す
る
過
程
で
、
信
仰
対
象
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と

が
、
全
体
を
通
し
て
大
幅
に
減
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
減

り
方
が
著
し
い
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
天
道
」
が
八
十
四
本
か
ら
四
十
四
本
へ
と
、
Ａ
群
か
ら
Ｂ
群
へ
と

移
行
す
る
過
程
で
、
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
観
音
」

は
五
十
本
か
ら
四
十
五
本
へ
と
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、

「
天
道
」
と
同
様
、
「
日
待
」
「
月
待
」
「
日
月
」
の
減
少
が
著
し
い
こ

と
に
気
づ
く
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
が
初
め
て

刊
行
さ
れ
た
文
化
六
年
の
頃
に
は
、
他
の
信
仰
対
象
に
比
し
て
、
太

陽
や
月
の
よ
う
な
天
体
の
物
質
に
対
す
る
信
仰
が
衰
退
し
つ
つ
あ
つ

（
妬
）

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た

信
仰
を
衰
退
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
Ｂ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本

の
著
者
を
は
じ
め
と
し
た
出
版
に
関
わ
る
人
々
の
中
に
あ
っ
た
と
い

う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
の
第
四
節
に
お
い
て
述
べ
た
元
三
大
師
御
籔
本
の
「
他
力
性
」

か
ら
「
自
力
性
」
へ
の
移
行
に
は
、
善
書
か
ら
の
影
響
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
石
門
心
学
か
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
で
も

脇
坂
義
堂
の
思
想
が
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
脇
坂
義
堂
に
つ
い
て
、

最
後
に
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
・

脇
坂
義
堂
は
手
島
堵
庵
に
も
師
事
し
て
い
た
心
学
者
で
あ
る
が
、

心
学
者
と
し
て
は
異
質
な
人
物
で
あ
る
。
義
堂
は
、
開
運
招
福
と
い

っ
た
応
報
を
目
的
と
し
て
の
教
訓
を
説
い
て
お
り
、
占
い
も
用
い
て

い
た
。

（
”
）

義
堂
は
舌
禍
に
よ
っ
て
手
島
堵
庵
門
下
を
破
門
さ
れ
て
し
ま
う
が
、

そ
の
著
作
の
数
に
お
い
て
は
、
心
学
者
の
中
で
も
一
二
を
争
う
ほ
ど

で
あ
り
、
同
時
代
あ
る
い
は
以
降
の
人
々
に
も
広
く
影
響
を
与
え
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
義
堂
の
著
作
は
、
心
学
者
と
し
て

は
、
や
は
り
異
質
な
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

『
か
ね
の
も
う
か
る
の
伝
授
』
、
『
か
ね
の
な
る
木
伝
授
』
、
『
福
相
に

な
る
の
伝
授
』
、
『
福
来
る
神
の
伝
授
』
、
『
開
運
出
世
伝
授
』
と
い
っ

た
書
名
の
著
作
で
あ
る
。

実
は
、
義
堂
は
心
学
者
と
は
別
の
も
う
一
つ
の
顔
、
す
な
わ
ち
八

（
詔
）

文
字
屋
仙
二
郎
と
い
う
書
騨
の
顔
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
も
あ

む
す
び
に
か
え
て
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っ
て
、
自
ら
の
著
作
、
あ
る
い
は
師
た
る
手
島
堵
庵
の
著
作
を
多
く

世
に
送
り
出
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
脇
坂
義
堂
の
思
想
と
元
三
大
師
御
籔
本
の
思
想
と
の
相
関
関

係
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
詳

述
す
る
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
義
堂
の
思
想
と
Ｂ
群
．

Ｃ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
思
想
に
は
合
致
し
て
い
る
部
分
が
多
く

あ
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
義
堂
が
、
実
は
「
天
道
」
に
対
し
て
興
味
深
い
対
時
の
仕
方

（
調
）

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
著
作
の
一
つ
『
開
運
出
世
伝
授
』
の

中
で
、
義
堂
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
ろ
か
な
人
間
は
、
我
等
が
ご
と
く
職
分
に
出
精
も
せ
ず
、
倹

約
も
せ
ず
、
柔
和
に
も
な
く
、
諸
事
萬
事
に
堪
忍
も
せ
ず
、
元

来
苦
労
勤
行
に
根
機
を
つ
め
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
あ
そ
び
ほ
だ
へ

て
困
窮
し
、
運
が
な
い
の
、
天
道
が
あ
は
れ
ま
い
と
、
不
足
だ

ら
だ
ら
（
中
略
）
運
は
天
よ
り
与
へ
て
あ
れ
ど
、
な
す
事
は
人

に
あ
る
の
勤
を
ば
、
な
さ
ざ
る
に
こ
そ
、
こ
ま
る
な
れ

義
堂
も
、
『
清
水
物
語
』
を
著
わ
し
た
朝
山
意
林
庵
と
同
様
、
「
天

道
」
ま
か
せ
で
自
助
努
力
を
せ
ず
、
怠
惰
に
な
っ
て
い
る
人
々
を
批

判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
天
道
」
を
太
陽
と
等
置
し

得
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
の
時
代
に

な
っ
て
も
、
な
お
「
天
道
」
ま
か
せ
の
人
々
が
多
く
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
義
堂
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
主
に
寛
政

か
ら
享
和
の
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
で
あ
る
。

Ｂ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
十
九
世
紀
初
頭
の
文

化
六
（
一
八
○
九
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
『
清
水
物
語
』
が
著
わ
さ
れ
た
の
は
、
大
き
く
遡
っ
て
寛

永
十
五
（
一
六
三
八
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ひ
と
た
び
生
活
の
中

に
根
づ
い
た
思
想
が
、
人
々
の
意
識
の
中
で
変
わ
っ
て
ゆ
く
に
は
、

多
く
の
月
日
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

注
（
１
）
宇
津
純
「
元
三
大
師
と
お
み
く
じ
」
（
『
仏
教
民
俗
学
大
系
８

俗
信
と
仏
教
』
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
刊
所
収
）
、
橋
本
萬
平
・

小
池
淳
一
編
『
寛
永
九
年
版
大
ざ
っ
し
よ
』
（
岩
田
書
院
、
一
九

九
六
年
刊
）
参
照
。

（
２
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
元
三
大
師
御
鬮
諸
紗
』
考
」

（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
・
第
三
十
二
号
』
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
、

二
○
○
一
年
二
月
刊
所
収
）
の
中
で
詳
述
し
た
。

（
３
）
宇
津
純
「
元
三
大
師
と
お
み
く
じ
」
（
前
掲
）
参
照
。

（
４
）
元
三
大
師
御
籔
と
『
天
竺
霊
籔
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
初
め

て
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
酒
井
忠
夫
「
中
国
の
銭
と
薬
籔
」
（
『
中
国
の

霊
籔
・
薬
籔
集
成
』
東
方
文
化
研
究
協
会
、
一
九
九
二
年
刊
所
収
）

に
お
い
て
で
あ
る
。
お
み
く
じ
に
関
す
る
酒
井
氏
の
論
孜
と
し
て
は
、

こ
の
他
に
「
中
国
・
日
本
の
義
ｌ
特
に
叡
山
の
元
三
大
師
百
銭
に
つ

い
て
ｌ
」
（
『
中
国
学
研
究
・
第
十
二
号
』
大
正
大
学
中
国
学
研
究
会
、

一
九
九
三
年
刊
所
収
）
が
あ
る
。

（
５
）
た
だ
し
、
伝
播
の
過
程
で
生
じ
た
と
思
し
き
若
干
の
異
同
は
あ
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ブ
（
》
○

（
６
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
山
田
恵
諦
『
元
三
大
師
』

（
第
一
書
房
、
一
九
五
九
年
刊
）
に
お
い
て
指
摘
が
為
さ
れ
、
そ
の
後
、

宇
津
純
「
元
三
大
師
と
お
み
く
じ
」
（
前
掲
）
等
に
お
い
て
詳
細
な

考
察
が
為
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
拙
稿
「
『
元
三
大
師
御
鬮
諸
紗
』
考
」
（
前
掲
）
お
よ
び
拙
稿
「
元

三
大
師
御
籔
本
の
思
想
」
（
『
倫
理
学
年
報
・
第
五
十
集
』
日
本
倫
理

学
会
、
二
○
○
一
年
三
月
刊
所
収
）
。

（
８
）
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
お
よ
び
東
海
学
園
大
学
附
属

図
書
館
哲
誠
文
庫
所
蔵
の
版
本
に
よ
っ
た
。

（
９
）
前
田
金
五
郎
氏
所
蔵
の
版
本
を
底
本
と
し
た
『
近
世
文
学
資
料

類
従
・
参
考
文
献
編
十
一
』
（
近
世
書
誌
研
究
会
編
・
野
田
千
平
解
題
、

勉
誠
社
、
一
九
七
七
年
刊
）
所
収
の
影
印
本
に
よ
っ
た
。

（
Ⅷ
）
同
右
。

（
Ⅱ
）
た
だ
し
、
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
元
三

大
師
御
籔
本
の
中
に
も
注
解
を
持
た
な
い
も
の
も
あ
る
。
享
保
十
九

（
一
七
三
四
）
年
刊
の
『
元
三
大
師
百
義
和
解
』
（
愛
知
県
立
大
学
附

属
図
書
館
蔵
）
は
漢
詩
と
和
解
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

『
天
竺
霊
感
観
音
籔
頌
百
首
』
や
『
羅
百
薮
』
と
は
異
な
り
、
和
解

の
部
分
が
極
め
て
詳
し
く
、
注
解
に
類
す
る
判
断
が
和
解
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
『
元
三
大
師
百
識
和
解
』
は
、
形

式
に
お
い
て
も
内
容
に
お
い
て
も
他
の
元
三
大
師
御
籔
本
と
は
全
く

異
な
っ
て
い
る
。
仏
書
や
儒
耆
か
ら
の
援
用
も
多
く
、
お
そ
ら
く
は

『
天
竺
霊
籔
』
に
基
づ
く
漢
詩
に
対
す
る
僧
侶
の
読
解
用
と
し
て
著

わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
嘉
永
三
（
一
八
五

○
）
年
刊
の
『
百
銭
』
（
個
人
蔵
）
に
も
注
解
は
附
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
『
百
銭
』
は
携
帯
用
の
御
銭
箱
と
一
組
に
な
っ
て
売
り
出
さ
れ

て
い
た
折
本
状
の
豆
本
で
あ
る
た
め
、
注
解
が
省
略
さ
れ
て
い
る
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
、
元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
刊
の
『
観

音
銭
註
解
』
（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
）
は
、
和
文
に
よ
る
記
述

は
全
く
な
く
、
『
天
竺
霊
籔
』
に
基
づ
く
「
解
」
と
「
標
解
」
が
漢

文
で
記
さ
れ
て
お
り
、
最
も
『
天
竺
霊
籔
』
の
原
形
を
留
め
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

（
皿
）
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
版
本
に
よ
っ
た
。

（
過
）
個
人
蔵
。
な
お
、
『
蕊
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
』
に
収
め
ら
れ

て
い
る
も
の
も
、
Ｃ
群
の
元
三
大
師
御
鍍
本
に
属
す
る
。

（
Ｍ
）
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
『
近
世
文
学

資
料
類
従
・
参
考
文
献
編
十
一
』
（
前
掲
）
所
収
の
影
印
本
を
用
い
、

必
要
に
応
じ
て
読
点
お
よ
び
濁
点
を
補
っ
た
。

（
妬
）
引
用
に
際
し
て
の
底
本
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

が
、
信
仰
対
象
を
列
記
す
る
場
合
に
限
り
原
文
に
お
い
て
は
平
仮
名

で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
統
一
し
て
漢
字
で
表
記
す
る

こ
と
と
し
た
。

（
肥
）
元
三
大
師
御
識
本
に
示
さ
れ
て
い
る
信
仰
対
象
と
中
世
に
お
け

る
信
仰
対
象
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
連
続
性
が
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
考
え

て
ゆ
き
た
い
。

（
Ⅳ
）
大
島
建
彦
編
『
大
黒
信
仰
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
○
年
刊
）
、

笹
間
良
彦
『
大
黒
信
仰
と
俗
言
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
刊
）
、

宮
田
登
編
『
七
福
神
信
仰
事
典
』
（
戎
光
祥
出
版
、
一
九
九
八
年
刊
）

参
照
。

（
肥
）
「
大
吉
」
か
ら
「
大
凶
」
ま
で
の
吉
凶
の
種
類
に
つ
い
て
は
、

日本思想史学33<2001> I46



同
じ
Ａ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
で
あ
っ
て
も
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
『
観
音
百
銭
占
決
諺
解
』
（
前
掲
）
の
吉
凶
に
し
た
が
っ
た
。

（
的
）
『
日
本
思
想
史
研
究
・
第
二
号
』
（
東
北
大
学
文
学
部
日
本
思
想

史
学
研
究
室
、
一
九
六
八
年
刊
）
所
収
。

（
別
）
た
だ
し
、
注
（
Ⅱ
）
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
観
音
義
註
解
』

は
、
す
べ
て
漢
文
に
よ
る
記
述
で
あ
り
、
和
文
に
よ
る
記
述
は
無
く
、

し
た
が
っ
て
和
解
も
無
い
。

（
幻
）
引
用
に
際
し
て
、
読
点
お
よ
び
濁
点
を
補
う
と
と
も
に
、
傍
線

を
附
し
た
。
以
降
の
和
解
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
〃
）
こ
の
問
題
は
元
三
大
師
御
籔
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
元

三
大
師
御
籔
本
と
同
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
史
料
に
お
い
て

も
「
天
道
」
に
対
し
て
祈
念
す
る
と
い
う
行
為
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
こ
の
時
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
行

為
に
及
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お

い
て
未
だ
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
昭
）
先
に
本
文
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
石
毛
忠
「
江
戸
時
代

初
期
に
お
け
る
天
の
思
想
」
（
前
掲
）
以
降
、
江
戸
時
代
の
「
天
道
」

に
関
す
る
議
論
が
、
小
沢
栄
一
『
近
世
史
学
思
想
史
研
究
』
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
四
年
刊
）
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
先
学
の
論
孜
の

中
で
為
さ
れ
て
き
た
が
（
近
年
で
は
特
に
若
尾
政
希
氏
、
加
藤
み
ち

子
氏
ら
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
的
解
釈
の
深
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
）
、

太
陽
信
仰
と
の
関
係
に
主
眼
を
置
い
て
、
江
戸
時
代
の
「
天
道
」
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
相
良
亨
『
日
本
の
思
想
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
九
年
刊
）

に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
「
天
道
」
の
不
可
知
性
に
論
の
主
眼
が

置
か
れ
つ
つ
も
、
『
古
今
著
聞
集
』
の
中
の
太
陽
を
意
味
す
る
「
天
道
」
、

あ
る
い
は
『
本
佐
録
』
に
お
い
て
「
天
照
大
神
」
と
等
置
し
得
る
「
天

道
」
に
つ
い
て
も
論
が
及
ん
で
い
る
。

（
別
）
『
清
水
物
語
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
『
新
日
本
古
典
文
学

大
系
・
仮
名
草
子
集
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
九
一
年
刊
）
』
所
収
の
『
清

水
物
語
』
を
参
照
し
た
が
、
表
記
等
に
つ
い
て
は
石
毛
氏
の
引
用
に

し
た
が
っ
た
。

（
空
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
元
三
大
師
御
籔
本
の
思
想
」

（
前
掲
）
に
お
い
て
詳
述
し
た
。

（
別
）
こ
の
こ
と
は
、
十
三
番
の
第
一
句
の
中
の
「
太
（
大
）
陽
」
の
語

に
対
す
る
Ａ
群
と
Ｂ
群
の
元
三
大
師
御
籔
本
の
和
解
に
お
け
る
解
釈

の
相
違
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

（
〃
）
石
川
謙
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
刊
）
、

竹
中
靖
一
『
石
門
心
学
と
経
済
思
想
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六

二
年
刊
）
参
照
。

（
邪
）
井
上
和
雄
『
慶
長
以
来
耆
買
集
覧
』
（
言
論
社
、
一
九
七
八
年
刊
）

の
「
八
文
字
屋
仙
二
郎
」
の
項
に
、
『
平
安
人
物
志
』
等
に
基
づ
き
、

八
文
字
屋
仙
二
郎
と
い
う
書
騨
の
主
人
が
脇
坂
義
堂
と
同
一
人
物
で

あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
別
）
引
用
に
際
し
て
は
、
『
心
学
道
話
全
集
』
（
忠
誠
社
、
一
九
二
八

年
刊
）
所
収
の
『
開
運
出
世
伝
授
』
に
よ
っ
た
。

［
付
記
］
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

（
愛
知
県
立
大
学
助
教
授
）
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