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篤
胤
国
学
に
お
け
る
救
い
の
構
造

『
霊
能
真
柱
』

の
世
界
観
を
中
心
に
|
|
1

は
じ
め
に

篤
胤
の
『
鬼
神
新
論
』
は
‘
「
実
在
の
神
」
の
証
明
と
人
間
の
魂
の
問
題

の
究
明
を
試
み
た
篤
胤
の
初
期
国
学
の
思
想
形
成
過
程
に
お
い
て
重
要
な
位

置
を
占
め
る
著
述
で
あ
る
。
篤
胤
の
鬼
神
論
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
新
鬼

神
論
』
が
書
か
れ
た
後
、
新
た
に
手
を
加
え
ら
れ
て
『
鬼
神
新
論
』
と
し
て

成
立
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
霊
能
真
柱
』
の
成
立
（
文
化
九
年
）
は
‘

『
新
鬼
神
論
』
（
文
化
二
年
）
が
書
か
れ
て
か
ら
は
七
年
後
、
『
鬼
神
新
論
』

（
文
政
一
―
―
年
）
か
ら
は
七
年
前
と
な
る
。
つ
ま
り
、
篤
胤
の
初
期
国
学
を
理

解
す
る
に
は
‘
鬼
神
論
形
成
過
程
に
お
け
る
『
霊
能
真
柱
』
の
位
置
付
け
を

は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
成
立
時
期
を
勘
案
す
る

と
、
両
著
述
の
間
に
何
ら
か
の
形
で
の
相
互
因
果
関
係
や
影
閤
関
係
の
あ
る

こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
は
‘
本
論
で
も
、
そ
の
主

題
性
の
連
続
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、
考
え
な
が
ら
、
『
霊
能
真
柱
』
の
な
か
で

造
り
上
げ
ら
れ
る
篤
胤
の
独
自
の
世
界
観
に
つ
い
て
以
下
具
体
的
に
考
え
て

い
き
た
い
。

朴

鍾

柏

死
の
救
い
の
場
と
し
て
の
世
界
構
造

|
「
霊
の
鎮
ま
り
」
の
ト
ポ
ス
ー

篤
胤
の
国
学
の
大
き
な
特
徴
の
一
っ
と
し
て
言
え
る
の
は
、
彼
の
学
間
が

全
体
的
な
世
界
観
を
構
築
し
、
そ
の
構
造
の
中
で
部
分
を
体
系
化
す
る
と
い

う
展
開
を
見
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
霊
能
真
柱
]
も
ま
た
彼
の

学
問
の
ス
タ
イ
ル
が
そ
の
世
界
観
の
構
築
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
た
典
型

的
な
著
述
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
方
が
よ
く

現
れ
て
い
る
『
霊
能
真
柱
』
の
冒
頭
部
を
引
い
て
み
よ
う
。
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ig

か

た

め

か

た

か

ら

古
学
す
る
徒
は
、
ま
づ
主
と
大
倭
心
を
堅
む
べ
く
‘
こ
の
固
の
堅
在
で

や

ま

す

げ

ね

ね

も

こ

ろ

は
、
真
道
の
知
り
が
た
き
由
は
、
吾
師
翁
の
、
山
北
目
の
根
の
丁
寧
に
‘

い
か
し
は
し
ら

お
し
へ
さ
と

教
悟
し
お
か
れ
つ
る
。
此
は
磐
根
の
極
み
突
立
る
、
厳
柱
の
、
動
ま

じ
き
教
な
り
け
り
。
斯
て
そ
の
大
倭
心
を
、
太
高
く
固
ま
く
欲
す
る
に

は
、
そ
の
行
方
の
安
定
を
‘
知
る
こ
と
な
り
け
る
。

し
つ
ま
り

さ
て
、
そ
の
霊
の
行
方
の
、
安
定
を
知
ま
く
す
る
に
は
、
ま
づ
天
地

な

り

は

じ

め

あ

り

か

た

ち

つ

ば

ら

か

む

が

へ

み

泉
の
三
つ
の
成
初
、
ま
た
そ
の
有
象
を
、
委
細
に
考
察
て
、
ま
た
‘



そ
の
天
地
泉
を
天
地
泉
た
ら
し
め
幸
賜
ふ
、
神
の
功
徳
を
熟
知
り
、
ま

た
、
我
が
皇
大
御
国
は
、
万
国
の
、
本
つ
御
柱
た
る
国
に
し
て
、
万
物

万
事
の
、
万
国
に
卓
越
た
る
元
因
、
ま
た
掛
ま
く
も
畏
ぎ
‘
我
が
天

ま
こ
と
の
こ
と
わ
り
う
ま
ら

皇
命
は
、
万
国
の
大
君
に
坐
す
こ
と
の
、
真
理
を
熟
に
知
得
て
、
後

に
魂
の
行
方
は
知
る
べ
き
も
の
に
な
む
有
け
る
。

こ
こ
に
は
、
篤
胤
が
志
向
す
る
学
問
の
輪
郭
や
そ
の
心
構
え
が
よ
く
現
れ

て
い
る
。
ま
た
宇
宙
的
世
界
観
の
基
本
構
造
を
示
す
「
天
」
「
地
」
「
泉
」
と

そ
の
背
後
の
「
神
」
の
存
在
、
ま
た
日
本
国
の
皇
国
と
し
て
の
位
置
付
け
な

ど
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
学
問
と
冊
界
観
の
出
発
点
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、

「
霊
の
行
方
」
と
「
霊
の
安
定
」
の
概
念
で
あ
る
。
「
霊
の
行
方
」
を
知
る
こ

と
が
ま
さ
に
大
和
心
を
学
ぶ
こ
と
に
深
く
連
関
す
る
、
と
篤
胤
は
い
う
。

「
霊
能
真
柱
』
を
著
述
す
る
段
階
で
、
そ
れ
ら
が
―
つ
の
執
筆
の
動
機
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
次
の
文
章
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
霊
の
行
方
を
だ
に
鎮
得
す
て
潮
沫
の
成
れ
る
国
々
、
醜
目
械
き
底

の
国
方
の
国
よ
り
、
荒
び
辣
び
来
し
説
に
、
相
率
り
、
相
口
絵
む
と
す

る
も
多
か
る
を
、
見
る
に
得
堪
ね
ば
い
か
で
そ
の
心
の
柱
を
太
高
く
磐

根
の
極
み
築
立
さ
せ
、
鎮
て
ま
し
、
率
せ
じ
と
、
思
ふ
ま
に
／
＼
、
屋

船
神
の
幸
坐
て
、
築
立
さ
せ
し
此
の
柱
よ
。
は
た
そ
の
囚
に
、
彼
処
や

此
処
へ
遊
行
く
。
霊
の
行
方
も
尋
お
き
て
、
鎮
に
立
し
こ
れ
の
柱
ぞ
も
。

「
霊
の
行
方
」
を
知
ら
ず
に
外
国
の
様
々
な
説
に
惑
わ
さ
れ
従
っ
て
い
る

様
子
を
見
る
に
堪
え
な
い
と
す
る
篤
胤
は
、
真
の
「
霊
の
行
方
」
を
明
白
に

す
る
柱
を
槃
ぎ
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
を
洛
ち
培
か
せ
、
真
の
大
和
心

を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
「
霊
の
行
方
」
と

は
、
「
霊
の
安
定
（
シ
ヅ
マ
リ
）
」
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
事
柄
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
、
「
霊
の
安
定
」
へ
の
強
い
関
心
の
発
露
は
死
後
の
冊
界
へ

の
強
い
関
心
を
表
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
死
後
安
心

論
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
古
の
学
び
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
篤
胤

の
国
学
の
方
法
論
と
い
う
の
は
、
当
時
の
他
の
国
学
者
に
は
あ
ま
り
見
受
け

ら
れ
な
い
篤
胤
の
独
自
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
戸
思
想
史
の
七
壌

に
お
け
る
死
後
の
恨
界
へ
の
関
心
と
い
う
問
題
は
、
少
な
く
と
も
「
鬼
神
新

論
」
で
江
戸
の
儒
者
を
批
判
し
て
い
る
篤
胤
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
無
鬼
神

論
的
立
場
か
ら
死
後
の
担
界
へ
の
無
関
心
を
表
明
し
た
に
等
し
い
も
の
と
映

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
国
学
の
中
で
も
師
宣
長
の
死
後
観
と

の
大
ぎ
な
隔
た
り
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
霊
の
行
方
」
へ
の
関

心
は
、
単
に
江
戸
の
思
想
風
土
か
ら
自
然
発
生
的
に
芽
生
え
て
き
た
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
自
ら
の
内
部
に
問
題
慈
識
が
先
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
篤
胤
は
『
蒐
神
新
論
』
で
言
わ
れ
る
「
人
は
死
し
て
霊
を
な
す
」

と
い
っ
た
考
え
と
一
貰
し
た
問
題
在
識
で
「
霊
の
行
方
」
を
考
え
て
い
る
。

鬼
神
論
か
ら
死
後
の
問
題
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
篤
胤
が
死
後
の
霊
の
問
題
慈
識
か
ら
独
自
の

世
界
観
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
『
霊
能
真
柱
』
で
は
服
部
中
庸
の

『
三
大
考
』
が
踏
み
台
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
篤
胤
は
「
霊
の

行
方
」
を
問
う
独
自
の
視
角
か
ら
す
べ
て
の
再
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ

に
は
『
三
大
考
』
へ
の
共
感
と
批
判
的
見
解
と
が
交
じ
り
あ
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
異
見
が
生
す
る
理
由
の
一
っ
と
し
て
、
両
者
の
根
拠
と
す
る
も
の
が
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
庸
の
場
合
は
、
「
記
に
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曰
く
」
ま
た
は
「
紀
に
日
く
」
と
頂
接
的
に
典
拠
を
著
す
に
比
べ
て
、
篤
胤

の
場
合
は
、
「
古
の
伝
口
く
」
と
い
う
異
な
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。
で
は

篤
胤
の
「
占
の
伝
」
と
い
う
の
は
、
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
篤
胤

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

古
伝
曰
と
て
挙
た
る
は
、
予
諸
々
古
典
に
見
え
た
る
伝
ど
も
を
通
考
へ

て
、
新
に
撰
び
た
る
古
史
の
文
な
り
、
其
を
占
史
日
と
て
挙
む
は
、
古

書
め
ぎ
て
、
中
々
に
、
人
の
論
ひ
い
は
む
こ
と
の
い
か
ゞ
な
れ
ば
、
如

此
は
記
し
つ
、
次
々
に
、
古
伝
日
と
挙
た
る
み
な
こ
れ
に
傲
ふ
べ
し
。

さ
て
如
此
古
伝
を
撰
定
た
る
由
は
‘
占
史
或
問
と
云
ふ
を
著
し
て
、
そ

れ
に
委
く
い
へ
り
。
ま
た
そ
の
古
史
の
伝
を
も
著
せ
る
な
れ
ば
、
多
く

は
そ
れ
に
ゆ
づ
り
て
、
此
書
に
は
、
そ
の
大
意
を
の
み
い
へ
り
。
次
々

に
古
史
伝
と
い
へ
る
は
そ
れ
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
篤
胤
は
特
定
の
典
拠
を
定
め
ず
、
「
古
史
」
と
い
う
総
体

的
な
枠
組
を
新
た
に
選
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
選
定
の
過
程
が
す
で

に
篤
胤
独
自
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
典
拠
を
め
ぐ
る
異
な
る
見
方
を

新
し
い
尺
度
に
、
篤
胤
は
『
三
大
考
』
を
批
判
し
た
り
、
ま
た
は
『
三
大

考
』
の
説
を
補
う
形
で
独
自
の
但
界
観
を
展
開
し
て
い
く
。

天
地
の
生
成
を
め
ぐ
る
見
方
は
、
そ
の
最
も
重
要
な
出
発
点
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
た
霊
の
行
方
に
直
接
関
連
し
て
い
く
。
前
の
文
章
で
も
引
用
し
た

よ
う
に
、
篤
胤
は
「
さ
て
、
そ
の
霊
の
行
方
の
、
安
定
を
知
ま
く
す
る
に
は
‘

ま
づ
天
地
泉
の
―
二
つ
の
成
初
、
ま
た
そ
の
有
象
を
委
細
に
考
察
て
」
と
記
し

て
い
る
。
天
と
地
と
泉
は
そ
れ
ぞ
れ
何
を
意
味
し
、
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も

っ
て
い
る
空
間
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、
ま
す
そ
れ
ぞ
れ
の
生
成

の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

万
物
の
初
め
は
、
ま
す
「
一
物
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
分
離
さ
れ
て
「
天
」

「
地
」
「
泉
」
と
な
っ
て
い
く
有
様
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
第
二
図
か
ら
第
四

図
（
後
ろ
図
参
照
）
ま
で
の
万
物
の
生
成
の
過
程
を
抜
粋
し
て
引
用
す
る
と

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

•
こ
の
生
れ
る
―
つ
の
物
は
‘
天
地
泉
の
三
つ
に
分
り
た
る
物
な
り
。

•
か
の
初
め
て
成
れ
る
―
つ
の
物
の
浮
雲
の
如
く
‘
虚
空
に
漂
蕩
る
そ

の
中
よ
り
、
葦
牙
の
如
く
に
し
て
も
、
萌
上
れ
る
物
に
囚
り
て
成
坐

る
以
て
宇
麻
志
葎
芽
と
御
名
に
負
賜
へ
る
な
り
。

•
そ
の
萌
上
れ
る
物
は
天
と
成
べ
き
物
な
り
。

•
か
の
漂
へ
る
一
物
中
よ
り
、
か
の
葦
牙
の
如
く
萌
え
上
る
物
の
、
漸

に
騰
り
漸
に
天
と
成
り
、
そ
の
跡
に
残
れ
る
地
と
な
る
べ
き
物
は
、

未
だ
昭
ま
ら
ず
在
し
時
、
そ
の
底
に
も
ま
た
一
物
の
芽
牛
て
、
そ
れ

即
泉
国
と
な
れ
る
を
、
後
に
地
と
断
離
れ
て
、
い
ま
見
放
る
月
即
こ

れ
な
り
。
此
を
夜
見
国
と
し
も
い
へ
る
由
は
‘
図
に
著
せ
る
如
く
下

方
に
成
て
、
大
地
に
隔
て
ら
れ
て
、
天
の
光
を
受
ざ
り
し
故
に
、
そ

の
成
始
よ
り
闇
か
り
し
ゅ
ゑ
、
夜
見
国
と
は
い
ふ
な
り
。
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そ
の
世
界
観
の
基
本
的
な
構
造
や
発
想
は
‘
篤
胤
も
中
庸
も
相
違
は
な
い

し
、
む
し
ろ
『
三
大
考
』
の
説
を
は
ぱ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
も
思
え

る
。
さ
ら
に
篤
胤
は
‘
こ
う
い
っ
た
発
想
は
中
庸
が
始
め
で
あ
り
不
動
の
説

で
あ
る
と
中
庸
の
独
創
性
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
論
ず
る
際
に
は
‘
異
な
っ
た
見
解
が
生
じ
て
く
る
。
篤

胤
は
「
天
」
ご
地
」
「
泉
」
を
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
た
空
間
と
し
て
解
釈



し
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
の
解
釈
が
「
霊
の
行
方
の
安
定
」
を
知
る
う
え
で

ど
の
よ
う
に
応
用
さ
れ
て
い
く
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
「
天
」
の
性
質
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

・
或
人
問
、
天
の
質
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
。
答
、
清
明
し
て
、
醤
え
ば
、

水
晶
な
ど
の
如
き
質
と
見
え
た
り
。
（
三
大
考
に
、
天
日
の
質
は
火

の
精
き
も
の
ぞ
い
へ
る
は
、
い
み
じ
き
非
言
な
り
。
）

・
天
は
、
上
に
次
々
云
へ
る
ご
と
く
、
そ
の
萌
上
れ
る
初
よ
り
、
澄
明

な
る
質
に
て
、
そ
の
国
が
ら
の
勝
れ
て
う
る
は
し
き
け
に
や
、
五
柱

の
別
天
神
、
ま
た
伊
邪
那
岐
命
・
天
照
大
御
神
を
始
め
奉
り
、
八
百

万
の
善
き
神
々
の
神
留
坐
て
、
（
中
略
）
善
事
の
か
ぎ
り
あ
る
御
国

な
り
。

れ
に
対
し
、
「
泉
」
の
性
質
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る

．
或
人
問
、
夜
見
国
の
質
は
い
か
な
る
物
ぞ
。
答
、
こ
れ
ま
た
伝
な
け

れ
ば
知
が
た
し
。
然
れ
ど
も
、
天
に
比
べ
て
は
、
重
濁
れ
る
、
こ
の

大
地
の
底
に
凝
成
れ
る
な
れ
ば
、
弥
々
益
々
重
濁
れ
る
質
と
は
お
も

は
る
、
な
り
。
（
三
大
考
に
、
月
水
は
水
の
精
き
も
の
ぞ
と
い
へ
る

は
、
い
み
じ
き
非
成
り
、
）
ま
た
伊
邪
那
岐
大
神
の
「
い
な
醜
目
に

械
き
国
ぞ
」
と
宣
へ
る
を
思
へ
ば
、
い
と
も
汚
械
き
国
な
り
け
り
。

•
ま
た
泉
国
は
、
こ
の
国
土
の
重
く
濁
れ
る
、
其
底
に
成
れ
る
国
な
れ

ば
、
な
は
殊
に
、
重
く
濁
れ
る
物
の
、
凝
て
成
れ
る
こ
と
知
る
べ
く
‘

か
、
る
謂
に
よ
り
て
か
、
師
翁
の
い
は
れ
し
如
く
‘
万
の
禍
事
悪
事

の
行
溜
る
国
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
篤
胤
は
「
天
」
と
「
泉
」
を
極
端
な
対
照
的
空
間
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
。
「
善
き
も
の
」
で
あ
る
「
天
」
に
対
し
、
「
泉
」
を
「
悪
し

き
も
の
」
と
、
ま
た
「
天
」
を
「
澄
み
明
る
い
」
空
間
、
「
泉
一
を
「
濁
り

械
れ
」
た
空
間
と
、
す
る
よ
う
な
対
立
構
造
の
う
ち
に
そ
の
世
界
観
は
打
ち

立
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
問
題
は
、
そ
の
対
立
構
造
の
う
ち
に
世
界
の
生
成

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
論
の
運
び
、
そ
れ
自
体
に
あ
る
。
師
宣
長
な
ど
が
、

死
後
の
霊
魂
が
赴
く
と
し
た
「
夜
見
国
」
へ
の
強
い
反
発
が
そ
こ
に
あ
る
。

要
す
る
に
、
篤
胤
が
「
霊
の
行
方
」
を
考
え
る
際
に
、
も
っ
と
も
気
掛
か
り

と
な
る
の
は
‘
「
泉
」
、
つ
ま
り
「
夜
見
国
」
の
構
造
や
性
質
の
問
題
で
あ
る
。

繰
り
返
し
と
な
る
が
、
篤
胤
は
、
「
夜
見
国
」
が
「
天
」
と
は
対
照
的
に

「
万
の
禍
事
、
悪
事
」
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
、
宣
長
の
見
解
を
引
用
し
な

が
ら
同
様
の
解
釈
を
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
宣
長
や
中
庸
と
一
致
し
て
い
る
が
、

二
つ
の
点
に
お
い
て
批
判
的
立
場
を
と
る
。
―
つ
は
「
夜
見
国
」
を
「
黄
泉

の
国
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
。
も
う
―
つ
は
、
人
死
ね
ば
「
夜
見
国
」
へ

行
く
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
者
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
『
三
大
考
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

「
か
の
萌
え
騰
る
物
あ
り
て
、
天
と
成
れ
る
に
推
へ
て
思
ふ
に
、
彼
の
一
っ

の
物
の
中
よ
り
、
垂
降
り
る
物
も
有
て
、
黄
泉
と
は
成
れ
る
な
る
べ
し
」
と

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
霊
能
真
柱
』
で
は
「
さ
て
、
こ
の
夜
見
と
い
ふ
に
、

黄
泉
の
字
を
あ
て
た
る
よ
り
、
い
た
＜
混
謬
れ
る
説
の
あ
る
」
と
述
べ
、
師

の
説
に
真
っ
向
か
ら
批
判
を
浴
ぴ
せ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ

れ
は
第
二
の
批
判
点
で
あ
る
「
人
が
死
ね
ば
そ
の
魂
は
善
き
も
悪
し
き
も
み

な
黄
泉
の
国
に
赴
く
」
と
い
う
師
宜
長
の
（
古
事
記
伝
六
、
黄
泉
の
国
の

段
）
説
へ
の
反
発
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
批
判
は
結
局

「
霊
の
行
方
」
が
械
れ
た
空
間
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
へ
の
根
本
的
な
抵
抗
と
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し
て
理
解
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
抵
抗
の
よ
り
ど
こ
ろ
何
か
。
篤
胤
は
死
後

の
人
間
の
状
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
人
死
て
、
神
鬼
と
亡
骸
と
二
つ
に
別
た
る
上
に
て
は
、
骸
は
汚

祓
も
の
、
限
り
と
な
り
、
さ
て
は
、
夜
見
国
の
物
に
属
く
理
な
れ
ば
、

そ
の
骸
に
触
た
る
火
に
、
汚
の
出
来
る
な
り
。
ま
た
神
鬼
は
、
骸
と
分

り
て
は
、
な
ほ
清
潔
か
る
謂
の
有
り
と
見
え
て
火
の
汚
械
を
い
み
じ
く

忌
み
、
そ
の
祭
祠
を
為
す
に
も
、
汚
の
あ
り
て
は
、
そ
の
享
を
受
ざ
る

な
り
。

い
わ
ば
、
死
後
の
人
間
は
‘
「
肉
体
」
的
な
る
も
の
と
、
「
霊
」
的
な
る
も

の
に
分
か
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
に
よ
っ
て
赴
く
世
界
が
異

な
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
「
肉
体
」
的
な
も
の
で
あ
る
「
亡
骸
」
は
稜
き

も
の
に
属
し
、
「
夜
見
国
」
の
性
質
に
符
合
す
る
が
、
「
霊
」
的
な
る
も
の
で

あ
る
「
神
鬼
」
は
清
き
澄
み
た
る
も
の
と
し
て
「
夜
見
国
」
に
属
し
な
い
。

そ
こ
か
ら
死
後
の
霊
の
鎮
ま
る
空
間
と
し
て
「
夜
見
国
」
が
適
し
な
い
こ
と

が
改
め
て
強
調
さ
れ
る
。
篤
胤
は
更
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

死
て
は
、
水
と
土
と
は
骸
と
な
り
て
、
顕
に
存
在
る
を
見
れ
ば
、
神
魂

は
風
と
火
と
に
、
供
ひ
て
、
放
去
る
こ
と
、
見
え
た
り
。
（
中
略
）
此

は
、
風
と
火
と
は
天
に
属
き
、
土
と
水
と
は
地
に
属
べ
き
理
の
有
る
に

よ
り
て
な
る
べ
し
（
中
略
）
然
在
ば
、
こ
れ
も
、
人
の
神
魂
の
な
べ
て

は
、
夜
見
に
帰
ま
じ
き
一
の
理
な
り
。

右
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
篤
胤
は
人
間
の
人
体
を
、
風
・
火
•
水
·
土

の
四
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
、
さ
ら
に
各
々
の
要

素
は
「
肉
体
」
な
る
も
の
と
「
魂
」
な
る
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
在
す

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
篤
胤
は
「
風
」
と
「
火
」
を
清
い
も
の
と
し
て
、

ま
た
「
土
」
と
「
水
」
を
「
横
れ
」
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
「
横
れ
」
た
も
の
と
「
清
き
」
も
の
を
規
定
す
る
も
う
―
つ
の
根
拠

に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
肉
体
」
と
「
魂
」
と
が
そ
の
赴
く
世
界
を
異

に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
ま
た
篤
胤
は
伊
邪
那
美
が

黄
泉
の
国
か
ら
帰
ら
な
か
っ
た
理
由
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
赴
く
世

界
が
異
な
る
こ
と
の
根
拠
づ
け
を
し
て
い
る
。

き

た

な

し

き

ぐ

に

か

ら

さ
て
、
彼
の
国
は
、
い
と
も
械
き
繁
国
な
る
故
に
、
彼
処
に
及
べ
る
火

お

し

か

む

か

け

が

れ

ぴ

へ

ぐ

ひ

の
汚
た
ら
む
こ
と
推
察
ふ
べ
く
。
伊
邪
那
美
命
は
そ
の
汚
火
の
戸
喫

か
へ
り
ま
し

し
給
ひ
て
、
御
身
の
汚
れ
給
へ
ば
、
還
坐
が
た
く
お
も
は
し
、
な
る

べ
し
。
さ
る
は
、
彼
の
国
の
火
に
汚
坐
し
て
還
り
給
へ
ば
、
か
の
悪
御

t
叫
翫

3

虹
て
、
こ
の
国
に
悶
胆
有
ら
む
こ
と
釦
叩
ぷ
ぽ
し
て
の
御
事

な
る
べ
し
。
是
は
た
、
扶
神
の
所
知
看
す
上
津
国
に
、
禍
事
あ
ら
せ

じ
と
の
御
心
な
る
こ
と
、
上
に
次
々
い
へ
る
趣
き
と
合
せ
考
ふ
べ
し
。
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篤
胤
は
、
そ
も
そ
も
黄
泉
の
国
が
械
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
に

加
え
、
伊
邪
那
美
命
が
火
の
神
を
生
ん
だ
一
連
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

そ
の
世
界
の
積
れ
の
イ
メ
ー
ジ
が
増
し
た
と
し
て
い
る
。
前
で
触
れ
て
き
た

よ
う
に
、
「
天
」
「
泉
」
の
世
界
は
、
生
成
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
「
清
い
善

な
る
世
界
」
と
「
械
れ
悪
な
る
世
界
」
と
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら

に
伊
邪
那
岐
•
伊
邪
那
美
に
よ
っ
て
「
泉
」
の
性
格
が
「
械
れ
」
で
あ
る
と

確
認
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
発
展
の
過
程
が
窺
え
る
。
そ
の
結
果
二
つ
の
世
界



の
断
絶
性
が
際
立
つ
。
そ
し
て
ま
た
「
上
津
国
と
は
即
ち
こ
の
国
土
を
云
ひ
‘

下
津
国
と
は
そ
れ
に
対
へ
て
根
底
な
る
夜
見
国
を
宜
へ
る
な
り
」
と
い
っ
た

よ
う
に
、
国
土
を
伊
邪
那
岐
、
夜
見
国
を
伊
邪
那
美
が
そ
れ
ぞ
れ
治
め
て
い

く
世
界
の
構
造
が
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
篤
胤
は
、
伊
邪
那
美

が
死
の
世
界
で
あ
る
夜
見
国
か
ら
国
土
に
戻
れ
な
い
、
つ
ま
り
、
国
土
と
夜

見
国
が
、
遮
断
さ
れ
た
こ
と
に
、
二
つ
の
世
界
を
差
別
化
す
る
。
こ
れ
は
‘

霊
魂
の
赴
く
世
界
を
考
え
る
際
に
、
そ
れ
が
「
夜
見
国
」
で
あ
る
と
は
断
じ

て
認
め
な
い
篤
胤
の
立
場
を
明
確
に
す
る
―
つ
の
根
拠
で
も
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
篤
胤
は
様
々
な
視
点
に
立
っ
て
「
霊
魂
の
安
定
」
に
つ

い
て
の
独
自
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
『
霊
能
真
柱
」
の
最
後
の
部
分
に
は
‘

そ
の
信
念
に
も
似
た
思
想
の
特
質
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

師
翁
の
「
人
は
死
れ
ば
、
そ
の
魂
は
、
善
き
も
悪
ぎ
も
、
み
な
黄
泉
の

国
に
往
く
」
と
い
は
れ
し
説
の
、
い
か
に
非
説
な
ら
じ
や
は
。
篤
胤
は

末
と
も
末
な
る
弟
子
な
る
に
、
畏
く
も
、
如
此
、
翁
の
説
と
て
、
道
の

た
め
に
は
え
し
も
譲
ら
で
、
弁
へ
い
ふ
を
、
さ
こ
そ
や
人
の
憎
み
云
ら

め
。
然
は
あ
れ
ど
、
其
は
、
か
へ
り
て
、
翁
の
御
心
を
心
と
せ
ざ
る
に

こ
そ
あ
れ
。
（
中
略
）
然
ら
ぬ
か
ぎ
り
は
、
予
、
そ
の
お
し
な
べ
て
、

黄
泉
に
帰
て
ふ
混
説
に
は
え
し
も
服
は
ず
な
む
。

思
想
の
主
題
に
「
霊
の
安
定
」
を
置
く
篤
胤
国
学
の
明
確
な
意
志
表
明
は
、

師
宣
長
と
の
決
別
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
篤
胤
は
、
死
後
の
人
間
の
魂

が
赴
く
世
界
が
「
夜
見
国
」
あ
る
い
は
「
黄
泉
の
国
」
で
あ
る
と
い
う
従
来

の
説
を
否
定
す
る
た
め
に
、
独
自
の
世
界
、
と
り
わ
け
「
天
」
と
「
泉
」
の

世
界
の
性
質
や
位
置
づ
け
を
一
新
し
た
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
死
後
の
人

間
の
状
態
を
究
明
す
る
こ
と
も
ま
た
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
篤
胤
の
一
貫
し

た
世
界
観
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
問
題
は
一
歩
進
ん
で
篤
胤
自
身

が
積
極
的
に
、
主
張
す
る
「
霊
の
行
方
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
篤
胤
が
考
え
て
い
る
死
後
の
霊
魂
が
安
心
を
得
る
空
間
と

し
て
の
「
地
」
、
つ
ま
り
「
国
土
」
の
構
造
と
性
質
に
触
れ
て
み
た
い
。
ま

ず
篤
胤
は
、
霊
の
行
方
と
国
士
の
関
連
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

然
在
ば
、
亡
霊
の
、
黄
泉
国
へ
帰
て
ふ
古
説
は
‘
か
に
か
く
に
立
が
た

く
な
む
。
さ
も
あ
ら
ば
、
此
国
土
の
人
の
死
て
、
そ
の
魂
の
行
方
は
‘

何
処
ぞ
と
云
ふ
に
‘
常
磐
に
こ
の
国
土
に
居
る
こ
と
、
占
伝
の
赴
と
、

今
の
現
の
事
実
と
を
考
わ
た
し
て
、
明
に
知
ら
る
れ
ど
も
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こ
こ
で
篤
胤
は
、
改
め
て
霊
魂
の
赴
く
世
界
が
「
黄
泉
国
」
で
は
な
く
‘

「
こ
の
国
上
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
。
更
に
「
国
土
」
の
生
成
過
程

と
そ
の
性
質
に
関
し
て
、
篤
胤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
た
此
国
士
は
、
天
の
澄
明
な
る
と
、
底
国
の
重
く
濁
れ
る
と
が
分
去

り
て
、
中
間
に
残
在
る
物
の
凝
成
れ
る
な
れ
ば
、
澄
め
る
物
の
萌
上
れ

る
な
ご
り
と
、
濁
れ
る
物
の
下
に
凝
れ
る
そ
の
な
ご
り
と
が
、
相
混
り

て
成
れ
る
な
る
故
、
天
の
善
と
根
国
の
悪
き
と
を
相
兼
ぬ
べ
き
謂
の
灼

然
な
り
。
（
傍
線
は
引
用
者
）
（
全
集
七
一
頁
上
）

こ
の
よ
う
に
篤
胤
は
、
こ
の
「
地
」
つ
ま
り
国
土
を
、
「
天
」
の
性
質
と

「
泉
」
の
性
質
が
共
存
す
る
空
間
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
三



大
考
』
で
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
庸
に
と
っ
て
は

さ
は
ど
大
き
な
意
味
合
い
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
篤
胤
は
「
天
」
と

「
泉
」
の
性
質
を
鮮
明
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
土
に

新
た
な
意
味
を
も
た
ら
す
。

篤
胤
が
霊
魂
の
赴
く
と
す
る
世
界
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
「
幽
冥
」
で
あ

る
。
篤
胤
は
「
さ
て
、
人
の
死
れ
ば
、
そ
の
幽
冥
に
帰
く
か
ら
に
」
と
言
っ

た
り
、
「
さ
も
あ
ら
ば
、
此
国
土
の
人
の
死
て
、
そ
の
魂
の
行
方
は
、
何
処

ぞ
と
云
ふ
に
、
常
磐
に
こ
の
国
土
に
居
る
こ
と
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
表
現
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
霊
魂
の
赴
く
世
界
は
、
こ
の
国
土
の
「
幽

冥
」
と
い
う
空
間
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
篤
胤
の
明
確
に
図

式
化
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
国
土
が
直
ち
に
幽
冥
で
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
篤
胤
が
『
霊
能
真
柱
』
の
中
で
、
「
第
几
図
」
と
「
第
十
図
」
（
後

ろ
図
参
照
）
を
用
い
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
国
士
と
い
う
の
は
、
皇
御
孫
命
の
日

本
を
中
心
と
し
な
が
ら
「
外
国
」
を
周
囲
に
位
置
づ
け
る
水
平
的
な
形
に
加

え
、
さ
ら
に
天
と
泉
が
垂
直
方
向
に
位
置
す
る
と
い
う
構
図
と
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
‘
縦
横
の
多
層
的
な
構
図
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
篤
胤
は
更
に

国
士
を
二
重
構
造
、
す
な
わ
ち
「
幽
冥
」
と
「
顕
世
」
と
い
っ
た
各
々
異
な

る
空
間
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
「
幽
冥
」
と

「
顕
世
」
の
一
―
つ
の
世
界
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

抑
、
そ
の
冥
府
と
い
ふ
は
‘
此
顕
国
を
お
き
て
、
別
に
一
処
あ
ら
に
も

あ
ら
ず
、
直
に
こ
の
顕
国
の
内
い
づ
こ
に
も
有
な
れ
ど
も
‘
幽
冥
に
し

て
、
現
世
と
は
隔
り
見
え
ず
。
故
も
ろ
こ
し
人
も
‘
幽
冥
ま
た
冥
府
と

は
云
へ
る
な
り
。
さ
て
、
そ
の
冥
府
よ
り
は
人
の
し
わ
ざ
の
よ
く
見
ゆ

め
る
を
、
顕
世
よ
り
は
、
そ
の
幽
冥
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
。

右
の
引
用
の
件
り
と
前
述
し
た
国
土
の
二
重
構
造
の
想
定
を
重
ね
合
わ
せ

て
考
え
る
と
、
ま
ず
、
国
土
は
「
顕
世
」
と
「
幽
冥
」
と
が
背
中
合
わ
せ
の

形
と
な
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
顕
世
」
の
み
が
国
土
の
一

部
と
し
て
密
着
し
た
空
間
の
よ
う
に
息
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
「
幽
冥
」
も

ま
た
、
国
土
か
ら
隔
離
さ
れ
た
空
間
で
は
な
い
と
篤
胤
は
言
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
幽
冥
」
と
「
顕
世
」
と
の
二
つ
の
世
界
の
関
係
と
い
う
の

は
、
「
幽
冥
」
か
ら
は
「
顕
世
」
を
見
る
こ
と
か
で
き
る
が
、
「
顕
世
」
か
ら

は
「
幽
冥
」
の
世
界
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
原
則
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
、
篤
胤
は
燈
火
に
璧
え
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
明
る
い
方
か
ら
は
暗
い
方
が
見
え
る
、
そ
の
反
対
方
向
の
暗
い

方
か
ら
は
明
る
い
方
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

「
顕
世
」
と
「
幽
冥
」
の
性
質
を
孟
明
」
面
闇
」
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
見
え
る
方
向
と
見
え
な
い
方
向
が
存
在
す
る
こ
と
へ

の
説
明
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
篤
胤
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
何
を
語
ろ
う
と

す
る
の
か
。
篤
胤
は
‘
「
は
た
幽
冥
の
、
畏
き
こ
と
」
と
い
う
の
よ
う
に
、

「
顕
世
」
と
「
幽
冥
」
の
世
界
の
違
い
を
知
り
、
「
幽
冥
」
の
世
界
か
畏
き
恐

れ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
の
だ
と
説
く
。
「
顕
世
」
と
い
う
の
か
、
地

上
の
現
実
世
界
と
い
う
の
に
対
し
、
「
幽
冥
」
は
‘
言
っ
て
み
れ
ば
非
現
実

的
空
間
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
非
現
実
的
空
間
が
「
畏
き
幽
冥
」

で
あ
る
発
想
の
い
わ
れ
は
何
に
碁
づ
い
て
い
る
の
か
。
篤
胤
は
、
『
霊
能
真

柱
』
の
な
か
で
、
「
顕
明
事
」
（
あ
ら
は
に
ご
と
）
と
「
幽
事
」
（
か
み
ご
と
）

と
い
う
二
つ
の
概
念
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
認
識
が
そ
の
根
底

に
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
概
念
を
も
う
少
し
詳
し
く
検

討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
幽
冥
」
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
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か
を
、
考
え
て
い
き
た
い
。

篤
胤
は
宣
長
の
説
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

か

み

ご

と

あ

め

の

し

た

し

ろ

し

め

そ
の
幽
冥
事
と
は
、
師
云
く
、
皇
御
孫
命
の
、
天
下
所
治
看
す
万
の

御
鮎
田
‘
彫
心
叫
顕
は
に
戻
幻
的
な
る
に
珀
ひ
て
、
顕
に
目
に
も
見
え

ず
、
誰
為
す
と
も
な
く
、
神
の
為
し
賜
ふ
政
な
り
、
凡
て
此
の
世
に
あ

ら
ゆ
る
事
は
、
み
な
神
の
御
心
も
て
為
た
ま
ふ
な
れ
ど
も
、
其
の
中
に

現
人
の
為
す
こ
と
に
対
ひ
て
、
分
て
神
事
と
は
い
ふ
な
り
。
今

し
ば
ら
く

古
‘
女

し

し

ろ

し

ひ

そ

か

此
大
神
の
そ
の
神
事
を
掌
り
治
め
す
も
、
即
皇
朝
の
大
政
を
幽
に
助
け

さ
も
ら

奉
り
給
ふ
な
れ
ば
、
侍
は
む
と
云
ふ
に
、
其
の
意
は
こ
も
れ
り
、
と
い

は
れ
た
る
が
如
し

篤
胤
は
‘
宣
長
の
説
を
引
用
し
、
幽
冥
事
と
は
、
あ
ら
わ
に
見
え
な
い
神

の
仕
業
が
行
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
に
、
「
幽
冥
」
の
「
畏
き

恐
れ
る
」
理
由
の
根
拠
が
あ
る
。
篤
胤
は
さ
ら
に
こ
う
い
っ
た
顕
明
事
と
幽

冥
事
を
認
識
を
補
う
も
の
と
し
て
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
見
解
を
示
す
。

さ
て
、
町
呻
叩
と
即
年
祐
と
の
如
即
を
配
つ
5
『
ふ
に
、
肛
バ
も
如
比
印

う

つ

し

ょ

み

た

み

て
現
世
に
在
る
ほ
ど
は
、
顕
明
事
に
て
、
天
皇
命
の
御
民
と
あ
る
を
、

し

に

た

ま

死
て
は
、
そ
の
魂
や
が
て
神
に
て
、
か
の
幽
霊
、
冥
魂
な
と
も
い
ふ
如

＜
、
す
で
に
い
は
ゆ
る
幽
冥
に
帰
け
る
な
れ
ば
、
さ
て
は
、
そ
の
冥
府

し

し

ろ

し

ま

つ

ろ

ひ

ま

つ

を
掌
り
治
め
す
大
神
は
、
大
国
主
の
神
に
坐
せ
ば
、
彼
の
神
に
帰
命
奉

み

お

き

て

う

げ

た

ま

う

つ

し

ょ

り
、
そ
の
御
制
を
承
賜
は
る
こ
と
な
り
、
さ
て
あ
り
つ
、
こ
の
顕
世
な

る
君
親
ま
た
子
孫
に
幸
ふ
こ
と
、
大
国
主
神
の
、
隠
り
坐
し
つ
、
も
、

世
に
幸
ひ
た
ま
ふ
が
如
し
、

顕
明
事
と
幽
冥
事
の
具
体
的
な
内
容
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

世
の
人
間
と
死
後
の
魂
と
の
有
機
的
関
連
性
、
顕
明
事
に
お
け
る
天
皇
、
幽

冥
事
に
お
け
る
大
国
主
神
の
立
場
と
役
割
な
ど
、
人
間
の
営
み
を
取
り
巻
く

世
界
観
と
し
て
全
体
像
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
篤
胤
は
‘
幽
冥
の
世

界
を
単
に
死
後
魂
の
鎮
ま
る
場
所
と
し
て
考
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
極

端
に
言
え
ば
、
幽
冥
の
世
界
が
顕
世
を
操
作
し
て
い
る
と
の
認
識
す
ら
感
じ

さ
せ
る
ほ
ど
積
極
的
に
幽
冥
を
捉
え
て
い
る
。
篤
胤
は
幽
冥
を
死
後
に
お
い

て
の
み
意
味
を
も
つ
空
間
と
は
見
な
さ
な
い
。
む
し
ろ
幽
冥
が
顕
世
に
影
響

を
及
ぽ
し
て
い
る
と
い
う
両
者
の
相
関
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

認
識
は
、
大
国
主
神
の
仕
業
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
文
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

さ
も
ら
ひ

其
は
、
か
の
大
国
主
神
の
隠
坐
し
つ
、
も
‘
侍
居
た
ま
ふ
心
ば
え
に
て
、

う

つ

し

ょ

さ

み

お

や

め

こ

顕
世
を
幸
ひ
賜
ふ
理
り
に
ひ
と
し
く
‘
君
親
妻
子
に
幸
ふ
こ
と
な
り
。

そ
は
、
黄
泉
へ
往
か
す
は
、
何
処
に
安
在
て
し
か
る
と
云
ふ
に
、
社
ま

ほ

こ

ら

た

て

ま

つ

り

し

か

ら

た
祠
な
ど
を
建
て
祭
た
る
は
、
其
処
に
鎖
坐
れ
ど
も
、
然
在
ら
ぬ
は
、

き
は
ま
り
つ
く
と
き

こ
れ
は
た
天
地
と
共
に
窮
尽
る
期
な
き
こ

そ
の
お
く
つ
き
ほ
と
り

其
墓
の
上
に
鎮
り
居
り
、

と
こ
と
は

と
、
神
々
の
常
磐
に
、
そ
の
社
々
に
坐
す
と
お
な
じ
き
な
り
。
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こ
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
大
国
主
神
の
仕
業
は
幽
冥
と
顕
世
と
に
わ
た
っ
て

及
ぽ
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
‘
幽
冥
界
の
主
で
あ
る
大

国
主
神
が
、
現
実
の
人
間
の
営
み
に
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、
人
間
が
死
後
に
赴
く
と
さ
れ
る
幽
冥
の

世
界
を
、
顕
世
の
墓
と
い
う
現
実
的
空
間
と
接
点
を
も
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
幽
冥
と
顕
世
の
距
離
感
を
無
く
す
こ
と
と
共
に
、
顕
世
に
お
け
る

幽
冥
の
世
界
の
実
体
、
社
や
祠
を
明
確
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺



う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
篤
胤
は
天
地
生
成
の
三
つ
の
要
素

の
中
、
特
に
「
地
」
を
国
土
と
し
て
理
解
し
、
そ
こ
に
顕
世
と
幽
冥
を
見
い

だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
つ
の
世
界
が
人
間
の
現
実
に
も
密
椅
し
、
さ

ら
に
は
大
国
主
神
の
存
在
を
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ソ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
世
界
を
よ
り
実
体
感
あ
る
空
間
と
し
て
解
釈
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

冒
頭
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
死
後
の
霊
魂
の
行
方
、
及
び
そ
の
鎮
ま
れ
る
世

界
の
獲
得
を
説
明
す
る
た
め
筋
道
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
死
後
の
問

題
へ
の
強
烈
な
篤
胤
の
執
着
は
次
の
文
章
に
よ
っ
て
は
ぱ
そ
の
極
み
に
達
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

う

つ

そ

み

を

か

く

あ

れ

さ
て
、
ま
た
現
人
の
世
の
人
も
世
に
居
る
は
ど
こ
そ
如
此
て
在
れ
ど
も
‘

し

に

お

も

む

た

ま

く

し

び

死
て
幽
冥
に
帰
き
て
は
‘
そ
霊
魂
や
が
て
神
に
て
、
そ
の
霊
異
な
る
こ

ほ

ど

ほ

ど

つ

よ

よ

わ

と
、
そ
の
量
々
に
‘
貰
き
賤
き
善
き
悪
き
剛
ぎ
柔
き
の
違
こ
そ
あ
れ
、

な

か

す

ぐ

れ

く

し

び

中
に
卓
越
た
る
は
、
神
代
の
神
の
霊
異
な
る
に
も
、
を
さ
／
＼
劣
ら
す

い

さ

を

お

こ

ま

だ

き

功
を
な
し
、
ま
た
事
の
発
ら
ぬ
予
よ
り
、
其
の
事
を
人
に
悟
す
な
ど
神

代
の
神
に
異
な
る
こ
と
な
く
‘

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
人
間
は
死
後
に
「
霊
を
為
す
」
と
い
う
篤
胤
の
死

生
観
は
、
早
く
『
新
鬼
神
論
』
に
現
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
霊
能
真
柱
』
で

も
深
め
な
が
ら
展
開
さ
れ
、
よ
り
幽
冥
の
認
識
は
鮮
明
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
魂
が
霊
を
為
す
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
世
界
の
属
性
に
近
い
こ
と
で
あ

る
。
よ
っ
て
そ
の
魂
が
エ
惚
見
国
」
や
「
黄
泉
の
国
」
へ
赴
く
こ
と
は
篤
胤

の
世
界
観
の
構
造
か
ら
は
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
属

性
が
共
存
す
る
国
土
、
正
確
に
い
え
ば
「
幽
冥
」
に
落
ち
着
く
こ
と
が
、

「
霊
の
安
定
」
に
は
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
死
後
の
魂
の
鎮
ま
る
空
間
と
し

て
「
幽
冥
」
の
認
識
を
打
ち
立
て
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

『
鬼
神
新
論
』
に
言
う
「
骨
肉
は
朽
て
土
と
成
れ
ど
も
、
其
霊
は
永
く
在
り

て
、
幽
冥
よ
り
、
現
人
の
所
為
を
‘
よ
く
見
聞
居
る
を
や
」
と
い
う
説
明
は
‘

篤
胤
の
一
貫
し
た
問
題
意
識
の
所
在
と
そ
の
認
識
の
発
展
の
過
程
を
窺
わ
せ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。

悪
か
ら
の
救
い
の
構
造
と
し
て
の
神
の
世
界

①
禍
津
日
神
と
悪
の
概
念

と
こ
ろ
で
‘
篤
胤
が
霊
魂
の
赴
く
世
界
に
た
い
し
て
執
拗
に
関
心
を
寄
せ

る
理
由
の
一
っ
に
‘
篤
胤
個
人
の
悪
の
問
題
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
が
あ

る
。
篤
胤
は
‘
究
極
的
に
暗
い
恨
界
、
つ
ま
り
汚
れ
械
れ
の
悪
な
る
も
の
に

す
こ
ぶ
る
嫌
悪
の
念
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
悪
な
る
世
界
か
ら
の
あ
る
種
の

救
い
を
求
め
る
と
い
う
発
想
を
根
強
く
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
篤
胤
の

悪
の
認
識
を
よ
く
表
す
も
う
―
つ
の
手
掛
か
り
は
‘
禍
津
日
神
に
つ
い
て
の

篤
胤
の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
‘
師
宣
長
に
異
を
唱
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
宣
長
は
す
べ
て
の
禍
い
は
禍
津
日
神
の
御
霊
の
仕
業
に
よ

る
と
考
え
て
い
る
。

宜
長
は
『
占
事
記
伝
]
の
中
で
、
禍
津
日
神
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す

る。
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よ

の

な

か

あ

し

き

こ

と

よ

こ

さ

ま

な

る

こ

と

さ
て
、
世
間
に
あ
ら
ゆ
る
凶
悪
事
邪
曲
事
な
ど
は
‘

津
日
神
の
御
霊
よ
り
起
る
な
り
。
（
中
略
）

世
中
の
諸
の
禍
害
を
な
し
た
ま
ふ
禍
津
H
神
は
、
も
は
ら
此
夜
見
国
の

械
よ
り
成
坐
る
ぞ
か
し
、
あ
な
か
し
こ
／
＼
‘
(
注
①
）

も
と

み
な
元
は
此
禍



宣
長
は
、
禍
津
日
神
を
、
械
れ
た
夜
見
国
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
理
由
で
、

軋
の
中
す
べ
て
の
悪
の
根
源
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
篤

胤
は
禍
津
日
神
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
理
由
を
改
め
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
師
宣
長
と
は
相
反
す
る
見
解
を
示
す
。

あ
れ
ま
せ

さ
て
、
こ
の
二
柱
の
神
（
禍
津
日
神
と
直
毘
神
引
用
者
注
）
の
生
坐
る

い

は

れ

い

と

き

た

な

あ

り

さ

ま

に

く

謂
は
、
伊
邪
那
岐
命
、
黄
泉
国
の
甚
も
械
き
有
状
を
見
そ
な
は
し
悪
ま

し
て
、
そ
の
ふ
れ
坐
し
汚
械
を
疾
く
は
ら
ひ
捨
む
と
甚
く
所
念
し
入

ま

み

た

ま

お

ほ

み

ま

し

る

し

い

や

坐
し
、
御
霊
に
、
か
の
汚
械
の
大
御
体
を
は
ら
ひ
出
る
瞼
と
て
、
最

さ
き初

に
禍
津
日
神
は
生
坐
る
な
り
。
故
此
の
神
は
械
事
を
甚
く
悪
み
賜

ひ
て
、
汚
械
の
有
れ
は
‘
荒
ひ
賜
ふ
な
り
。

禍
津
日
神
の
神
の
誕
生
は
、
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉
の
国
の
械
れ
た
悪
の
世

界
を
嫌
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の
た
め
、
禍
津
日
神
も
悪
を
嫌
う
か
ゆ

え
に
、
荒
事
を
起
こ
す
と
い
う
。
こ
れ
は
‘
決
し
て
悪
を
好
ん
で
起
こ
す
訳

で
は
な
い
‘
む
し
ろ
荒
事
を
起
こ
す
の
は
積
極
的
に
悪
を
憎
む
か
ら
て
あ
る
、

と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
篤
胤
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

師
の
翁
の
説
に
‘
禍
津
日
の
神
は
、
黄
泉
の
国
の
械
れ
に
囚
り
て
生
れ

坐
る
故
に
、
火
に
汚
稿
の
有
れ
ば
、
此
神
と
こ
ろ
得
て
荒
ぶ
る
故
に
‘

ま
が

万
万
の
禍
お
こ
る
な
り
、
と
い
は
れ
し
は
未
だ
委
し
か
ら
す
、
と
こ
ろ

に

く

み

み

た

ま

得
て
に
は
あ
ら
ず
、
伊
邪
那
岐
命
の
、
械
を
悪
賜
ふ
御
霊
に
因
り
て
生

い
か
り
あ
ら

れ
坐
る
神
に
坐
す
故
、
械
の
あ
れ
ば
、
怒
荒
び
坐
て
、
理
り
の
如
く

け
が
れ

ま
が
こ
と

な
ら
ぬ
曲
事
お
ら
に
さ
へ
に
為
給
ふ
を
、
汚
械
た
る
事
の
な
け
れ
ば
‘

荒
び
給
ふ
こ
と
、
幸
ひ
を
さ
へ
に
賜
ふ
な
り
、
此
神
を
ひ
た
す
ら
に
悪

よ
ご
さ
ま

＜
邪
な
る
神
と
の
み
思
は
む
は
、

い

み

じ

ひ

が

あ
な
か
し
こ
甚
き
非
こ
と
ぞ
、

篤
胤
は
‘
禍
津
H
神
が
、
荒
事
を
起
こ
す
荒
魂
の
属
性
に
加
え
‘
幸
い
を

与
え
る
い
わ
ば
和
魂
の
属
性
を
も
有
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
単
純
に
禍
津
日
神
を
悪
の
根
源
と
の
み
理
解
す
る
宣
長
の
見
解
を
強
く

否
定
し
よ
う
と
す
る
。
篤
胤
の
禍
津
日
神
の
認
識
は
‘
宣
長
と
一
線
を
画
す

独
自
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
『
霊
能
真
柱
』

の
著
述
と
前
後
に
し
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
鬼
神
新
論
』
の
な
か
で
も
一

貰
し
て
い
る
。
（
注
②
）

こ
の
よ
う
に
‘
篤
胤
は
、
世
の
中
の
悪
の
存
在
を
説
明
す
る
た
め
に
、
悪

の
神
と
し
て
の
禍
津
日
神
を
そ
の
根
源
に
有
る
も
の
と
は
位
置
づ
け
な
い
。

私
は
こ
の
禍
津
日
神
を
禍
害
を
も
た
ら
す
悪
の
神
と
し
て
規
定
し
な
い
柔
軟

な
姿
勢
を
‘
悪
の
横
界
に
あ
る
種
の
救
い
を
求
め
る
篤
胤
の
態
度
に
起
因
す

る
も
の
と
理
解
し
た
い
。
つ
ま
り
、
悪
の
根
源
な
る
も
の
を
特
定
の
神
に
限

定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
悪
」
そ
の
も
の
の
相
対
化
に
つ
な
が
る
の
て

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
禍
津
日
神
を
悪
の
神
と
し
て
規
定
し
て
し
ま
え
ば
‘

「
悲
」
な
る
も
の
の
発
生
の
す
べ
て
か
神
の
し
わ
ざ
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
‘

人
間
が
関
与
で
き
る
範
疇
を
越
え
る
世
界
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

篤
胤
は
‘
「
悪
」
の
根
源
と
発
生
に
は
禍
津
日
神
以
外
に
も
様
々
な
要
因
が

あ
る
と
考
え
、
少
な
く
と
も
人
間
側
に
も
起
因
す
る
も
の
か
あ
る
と
考
え
よ

う
と
し
た
。
こ
れ
は
同
時
に
、
「
悪
」
か
ら
の
救
い
の
得
ら
れ
る
余
地
を
残

す
こ
と
に
も
な
る
。
だ
か
ら
‘
篤
胤
は
「
悪
」
を
絶
対
的
か
つ
固
定
的
な
概

念
と
す
る
見
方
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
悪
」
か
も
た
ら
す
不
安

定
な
世
界
か
ら
の
救
い
の
構
造
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

禍
津
H
神
を
禍
の
悪
の
神
と
し
て
敬
遠
す
る
心
埋
が
潜
ん
て
い
る
と
と
も
に
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篤
胤
独
自
の
発
想
が
窺
え
る
。

そ
し
て
更
に
、
篤
胤
の
悪
な
る
も
の
へ
の
強
い
執
着
は
‘
こ
れ
に
止
ま
ら

す
、
さ
ら
に
大
国
主
神
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
い
く
。
篤

胤
が
、
『
霊
能
真
柱
』
の
中
で
、
も
っ
と
も
力
説
す
る
部
分
の
一
っ
は
大
同

主
神
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
『
霊
能
真
柱
』
の
な
か
で
展
開
さ
れ

て
ぎ
た
篤
胤
の
死
後
の
世
界
観
を
知
る
う
え
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な

意
味
合
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
篤
胤
の
大
国
主
神
を
め
ぐ
る

解
釈
に
見
ら
れ
る
悪
と
の
関
わ
り
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

②
大
国
主
神
と
悪
の
統
治

天
地
生
成
に
お
い
て
、
「
地
」
は
国
士
に
な
り
、
国
土
は
‘
顕
明
事
の
顕

世
と
幽
冥
事
の
幽
冥
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
こ
の
構
造
の
中
で
、
大
国
主
神
は
、
そ
の
出
現
す
る
場
を
得
る
と
と
も

に
‘
役
割
を
も
規
定
さ
れ
る
。
天
地
泉
の
生
成
と
神
々
と
の
関
連
づ
け
を
篤

胤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
れ
ば
そ
の
断
れ
離
れ
た
る
は
‘
皇
御
係
命
の
犬
降
坐
る
、
前
後
の
間

に
や
有
り
け
む
。
然
る
は
、
二
柱
の
神
の
生
成
し
賜
ひ
、
天
照
大
御
神

の
生
坐
る
。
こ
の
御
国
の
君
の
定
ま
り
賜
ひ
て
、
天
降
来
坐
て
天
の
下

を
所
知
看
し
、
ま
た
、
速
須
佐
之
男
命
の
御
末
の
神
々
は
、
大
国
主
神

を
始
め
悉
に
八
十
隈
手
に
隠
坐
て
、
此
の
時
ぞ
天
地
泉
の
事
の
全
く
成

党
た
る
な
れ
ば
断
れ
離
る
、
こ
と
。
元
よ
り
然
在
べ
ぎ
理
の
具
り
た
る

こ
と
な
る
べ
し
。

こ
よ
、

~J 

••. 

こ
こ

天
地
生
成
過
程
に
お
け
る
神
々
の
位
置
付
け
と
顕
世
と
幽
冥

と
い
う
国
土
の
二
重
構
造
か
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
の
文
章

か
ら
は
大
国
主
神
が
赴
い
た
と
さ
れ
る
世
界
を
幽
冥
で
あ
る
と
し
て
い
な
い

が
、
文
章
の
前
後
の
文
脈
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
つ
ま
り
、
右
の

引
用
の
な
か
の
、
「
速
須
佐
之
男
命
の
御
末
の
神
々
は
大
国
主
神
を
始
め
悉

に
八
十
隈
手
に
隠
坐
」
と
い
う
件
り
に
関
し
て
、
篤
胤
は
、
他
の
と
こ
ろ
で

「
速
須
佐
之
男
命
の
御
末
は
‘
此
の
国
に
残
り
留
り
た
ま
ふ
ま
じ
き
謂
れ
の

あ
れ
ば
、
泉
匡
に
往
坐
る
‘
其
を
如
此
い
へ
る
な
り
、
と
解
れ
し
は
非
説
な

り
」
と
宜
長
の
見
解
を
否
定
し
な
か
ら
、
大
同
主
神
の
赴
い
た
柑
界
は
‘
泉

の
国
つ
ま
り
「
夜
見
国
」
で
は
な
く
‘
幽
冥
の
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
ま
た
、
神
々
か
各
々
落
ち
着
く
場
が
定
ま
る
に
つ
れ
て
天
地
泉

も
完
全
に
分
離
さ
れ
、
形
を
為
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
篤
胤
は
‘

天
地
生
成
の
過
程
を
神
々
の
世
界
の
時
間
的
経
過
の
う
ち
に
想
定
し
て
い
る
。

篤
胤
は
、
神
々
が
落
ち
済
く
世
界
、
と
り
わ
け
こ
の
国
上
が
顕
世
と
幽
冥
の

憫
界
か
分
離
さ
れ
る
経
緯
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
が
、
分
離
さ
れ
た
各
々
の

世
界
を
、
神
が
つ
か
さ
ど
る
役
割
に
も
注
目
し
て
い
る
。
世
界
が
神
々
の
位

置
付
け
と
と
も
に
生
成
さ
れ
て
い
く
様

f
は
次
の
文
章
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

- 39 -

そ
も
／
＼
ヽ
、
始
め
に
伊
邪
那
岐
大
神
と
伊
邪
那
美
大
神
と
、
国
堅
め
生

成
し
給
ひ
、
さ
て
分
れ
て
、
天
上
と
夜
見
と
に
神
留
坐
し
、
其
御
子
天

照
大
御
神
と
‘
須
佐
之
男
神
と
も
、
ま
た
天
と
泉
と
に
相
分
れ
給
ひ
‘

今
ま
た
各
そ
の
御
子
係
相
分
れ
て
、
終
に
こ
の
顕
国
の
幽
冥
と
‘
顕
明

と
を
所
治
看
し
別
給
ふ
こ
と
、
永
く
定
ま
り
。

あ

ら

は

こ

と

か

み

こ

と

け

じ

め

つ

ら

つ

ら

お

も

た

び

た

び

か

く

い

さ

さ
て
顕
明
事
と
幽
冥
事
と
の
差
別
を
熟
思
ふ
に
‘
凡
人
も
如
此
↑
て

現
世
に
在
る
ほ
ど
は
‘
顕
明
事
に
て
、
天
畠
命
の
御
民
と
あ
る
を
、
死



て
は
、
そ
の
魂
や
が
て
神
に
て
、
か
の
幽
霊
、
冥
魂
な
と
も
い
ふ
如
く
‘

す
で
に
い
は
ゆ
る
幽
冥
に
帰
け
る
な
れ
ば
、
さ
て
は
、
そ
の
冥
府
を
掌

し

ろ

し

ま

つ

ろ

ま

つ

り
治
め
す
大
神
は
、
大
国
主
の
神
に
坐
せ
ば
、
彼
の
神
に
帰
命
奉
り
、

そ
の
御
制
を
承
賜
は
る
こ
と
な
り
。
（
『
全
集
」
七
巻
―
四
三
頁
）

伊
邪
那
岐
と
伊
邪
那
美
か
ら
皇
御
孫
命
・
大
国
主
神
に
至
る
な
か
で
、
顕

世
・
幽
冥
の
位
謹
付
け
は
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
顕
明
事
と
幽
冥
事
と
い

う
構
図
の
中
、
人
問
の
死
を
軸
と
し
て
、
神
々
の
属
す
る
世
界
の
移
り
変
わ

り
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
構
図
と
一
貰
し
た
態
度
は
‘

篤
胤
が
天
地
生
成
の
過
程
の
問
題
や
神
々
の
世
界
に
関
す
る
問
題
に
加
え
、

人
間
の
死
後
の
魂
の
行
方
な
ど
に
関
す
る
問
題
を
も
‘
―
つ
の
世
界
観
の
中

に
収
敏
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

死
後
の
世
界
を
大
国
主
神
が
掌
る
経
緯
は
、
右
の
と
お
り
で
あ
る
。
篤
胤

の
体
系
化
さ
れ
た
世
界
観
の
な
か
で
、
大
国
主
神
は
際
立
っ
た
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
大
国
主
神
が
実
際
に
そ
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
掌
っ
て
い
る
か
に

よ
る
。
要
す
る
に
、
大
国
主
神
が
果
た
す
役
割
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、
悪
の
問

題
と
人
間
の
営
み
の
中
で
大
国
主
神
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を

究
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
死
後
の
魂
が
安
定
を
得
る
た
め

に
赴
く
世
界
の
確
立
の
問
題
と
も
絡
ん
で
く
る
。
大
国
主
神
の
幽
冥
の
世
界

に
お
け
る
支
配
役
割
を
も
う
少
し
具
体
的
に
探
っ
て
み
た
い
。

大
国
主
神
に
関
し
て
も
っ
と
も
詳
し
く
言
及
し
た
の
は
、
『
霊
能
真
柱
』

の
な
か
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
た
『
古
史
伝
』
で
あ
る
。
『
古
史
伝
』
は
、

『
古
史
成
文
』
を
本
文
と
し
て
、
一
段
ご
と
に
註
釈
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

『
古
史
徴
』
と
と
も
に
こ
の
三
つ
の
著
述
群
は
、
篤
胤
の
古
典
学
及
ぴ
古
史

観
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
（
注
③
）
『
古
史
伝
』
は
、
文
化
九
年

起
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
霊
能
真
柱
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
成
立
で
あ

る
。
そ
し
て
内
容
的
に
も
非
常
に
密
接
し
て
い
る
『
古
史
伝
』
二
十
三
の
巻

の
中
で
、
篤
胤
は
強
力
な
大
国
主
神
の
像
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

世
に
あ
る
神
事
の
限
り
は
掌
漏
せ
る
こ
と
を
さ
く
無
に
、
産
巣
日
大
神

し

ら

か

み

1
A

と
か
く
り
ご
と

の
勅
命
以
て
大
国
主
神
に
治
せ
と
詔
へ
る
神
事
幽
事
と
云
は
‘
如
何

か
む
か

な
る
事
と
云
な
ら
む
と
考
ふ
る
に
、
謂
ゆ
る
造
化
の
道
に
係
る
神
事
に

く

に

い

は

は
非
ず
て
、
国
津
神
は
更
な
り
、
天
津
神
も
国
土
に
祝
へ
る
、
ま
た
世

あ

ら

す

ぎ

か

く

り

ょ

お

も

む

き

た

ま

ど

も

の
有
ゆ
る
人
の
、
此
世
を
過
て
幽
世
に
帰
た
ら
む
魂
等
を
、
此
時
ま
で

し

り

を

さ

猶
い
ま
だ
、
主
宰
治
む
る
大
神
を
定
賜
は
ざ
り
し
故
に
、
其
幽
冥
事
の

す

べ

お

ほ

み

こ

と

お

ほ

き

な

る

い

さ

を

し

大
権
を
執
て
、
悉
く
統
治
め
よ
と
の
勅
命
に
て
、
大
造
之
績
を
成
給

へ
る
、
｛
員
の
賜
物
に
ぞ
有
け
る
。
（
傍
線
は
引
用
者
）
（
注
④
）
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こ
こ
に
は
、
産
巣
日
大
神
の
勅
命
に
よ
っ
て
、
大
固
主
神
に
幽
冥
の
主
宰

と
な
る
権
限
が
賦
与
さ
れ
る
経
緯
が
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
権
限
と
い

う
の
は
‘
「
主
宰
」
「
大
権
」
「
統
治
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
の
連
な
り
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
幽
冥
を
支
配
す
る
力
強
い
大
国
主
神
の
像
が
浮
か
ぴ
上
が

ら
せ
て
い
る
。
篤
胤
の
世
界
観
に
と
っ
て
、
幽
冥
を
独
自
の
世
界
と
し
て
鮮

明
に
打
ち
立
て
る
こ
と
は
非
常
に
頂
要
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
大
国
主
神
の
位

置
づ
け
は
格
別
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
篤
胤
が
他
の
神
々
に

関
し
て
右
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
篤
胤
が

こ
こ
ま
で
大
国
主
神
を
強
力
な
神
と
し
て
見
立
て
た
背
景
に
、
幽
冥
の
世
界

の
存
在
を
強
烈
に
主
張
す
る
と
い
う
も
く
ろ
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
こ
に
「
悪
」
に
対
す
る
篤
胤
の
強
い
こ
だ
わ



り
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

篤
胤
の
姿
勢
は
裏
返
せ
ば
、
人
間
の
現
実
、
つ
ま
り
顕
世
に
お
け
る
「
悪
」

へ
の
反
発
の
発
露
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
篤
胤
は
顕
世
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
『
古
史
伝
』
に
お
い
て
、
人
間
は
顕
世
に
生
ま
れ
、

産
霊
大
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
正
し
き
善
し
き
真
性
」
を
も
っ
て
神
を
敬
い
、

人
を
慈
し
み
、
ま
た
、
各
の
生
業
を
営
ん
で
い
る
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
更

に
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
こ
と
を
弁
え
て
世
の
中
の
道
理
を
学
ぶ
こ
と
こ
そ

が
人
の
常
の
道
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
考
え
は
、
人
の
性
な
る
も
の
を

「
善
き
も
の
」
と
す
る
見
地
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
顕
世
の
悪

は
、
依
然
存
在
し
て
い
る
。
篤
胤
の
顕
世
の
悪
の
捉
え
方
は
次
の
文
章
に
よ

く
現
れ
て
い
る
。

ま

が

か

み

ま

が

も

の

か

に

か

く

み

だ

と

も

世
に
彼
妖
神
邪
鬼
の
如
く
有
て
、
左
右
に
世
の
道
を
乱
し
、
人
を
其
党

ひ

き

い

い

り

ま

じ

こ

か

の

う

る

は

し

ま

ご

こ

ろ

に
誘
入
れ
む
と
計
り
て
、
人
の
心
に
入
率
り
、
彼
善
き
性
の
外
な
る
、

叩
が
る
心
を
つ
け
、
悪
行
を
勧
む
る
を
、
人
距
釦
を
悟
ら
す
、
か
印
で

改
め
ず
‘
其
悪
行
の
顕
な
れ
ば
、
君
上
よ
り
是
を
誅
し
給
ふ
、
（
注
⑤
）

こ
の
よ
う
に
、
「
妖
神
邪
鬼
」
に
よ
っ
て
悪
が
顕
世
に
蔓
延
る
状
態
で
あ

る
こ
と
、
顕
世
に
人
間
の
悪
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
不
可
避
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
ら
の
認
識
が
篤
胤
に
は
強
く
根
づ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
善

悪
の
賞
罰
が
顕
世
の
構
造
に
お
い
て
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
幽
冥
に
お
け
る

大
国
主
神
の
存
在
は
、
悪
か
ら
の
救
い
と
し
て
、
絶
対
的
に
必
要
と
な
っ
て

く
る
要
因
が
あ
る
。

さ
て
君
上
は

い
か
に
聡
く
明
に
坐
せ
ど
も
、
現
世
人
の
狡
に
し
有
れ

ば
、
人
の
幽
に
思
ふ
心
は
更
な
り
。
悪
行
に
て
も
、
顕
に
知
ら
ざ
る
は
‘

め
で

罰
む
る
こ
と
能
は
ず
‘
善
心
善
行
も
顕
な
ら
ぬ
は
‘
賞
給
ふ
こ
と
能
ざ

み
と
ほ

る
を
、
幽
冥
事
を
治
給
ふ
大
神
は
‘
其
を
よ
く
見
徹
し
坐
て
、
現
世
の

た
だ
し
わ
か

報
を
も
賜
ひ
、
幽
冥
に
入
た
る
霊
神
の
、
善
悪
を
紅
判
ち
て
、
産
霊

大
命
の
命
叫
ぐ
も
配
ご
匹
け
る
、
叩
虹
し
を
『
叫
め
、
其
性
の
叫
ご
鄭
め

め
ぐ

て
、
善
行
あ
り
し
は
賞
み
給
ふ
、

右
の
件
り
に
、
篤
胤
が
想
定
し
て
い
る
大
国
主
神
の
「
統
治
」
の
具
体
的

な
内
容
が
見
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
現
実
の
世
界
で
は
得
ら
れ
な
い
悪
ヘ

の
裁
き
、
善
へ
の
報
い
を
絶
対
的
権
力
に
よ
っ
て
掌
る
大
国
主
神
の
存
在
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
統
治
の
権
威
は
、
大
国
主
神
自
ら
が
獲
得
し

た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
産
霊
大
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
説
か
れ

る
。
そ
こ
に
、
大
国
主
神
の
権
威
の
絶
対
性
も
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
前
に

触
れ
た
よ
う
に
、
産
霊
大
神
と
は
、
天
地
創
造
、
あ
る
い
は
神
々
の
誕
生
を

な
ら
し
め
た
本
源
的
な
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
産
霊
大
神
は
篤
胤
の
国
学

的
世
界
観
の
出
発
点
的
概
念
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に
大
国
主
神
の
権
威
の
源

を
求
め
る
こ
と
は
‘
篤
胤
の
世
界
観
の
な
か
に
、
一
貰
し
た
論
理
が
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
国
主
神
に
審
判
を
託
す
主
意
は
‘

現
実
世
界
の
悪
に
対
す
る
強
い
反
発
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
こ
で

は
、
「
是
ぞ
幽
冥
大
神
の
、
人
を
真
の
徳
行
に
進
め
て
、
真
の
福
を
得
し
め

給
ふ
、
幽
事
の
本
教
な
り
け
る
」
と
あ
り
、
幽
冥
の
在
り
方
と
大
国
主
神
の

役
割
が
真
の
徳
行
、
真
の
福
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
現
世
を
完
全
な
世
界
と
し
て
幽
冥
を
求
め
る
篤
胤
の
確
固
た

る
姿
勢
が
あ
る
。
例
え
ば
篤
胤
は
、
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現
世
の
富
、
ま
た
幸
あ
る
も
、
真
の
福
に
非
ず
、
真
は
映
の
種
な
る
が

多
か
り
、
現
世
の
貧
ま
た
幸
な
き
も
‘
真
の
映
に
非
ず
、
真
の
福
の
種

た
る
が
多
か
り
。
（
注
⑥
）

と
い
う
と
こ
ろ
に
も
幽
冥
の
方
が
現
世
よ
り
究
極
的
に
「
真
」
が
存
在
す
る

世
界
で
あ
る
こ
と
が
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
篤
胤
が
究
極
的
に
志
向
し

た
世
界
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

抑
徳
行
に
苦
め
る
者
、
幽
世
に
入
て
は
‘
永
く
大
神
の
御
買
を
賜
は
り

て
用
ら
る
是
を
真
の
福
と
い
ふ
。

こ
こ
に
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
‘
篤
胤
が
究
極
的
に
志
向
し

た
の
は
‘
善
た
る
も
の
が
報
わ
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
篤
胤

の
大
国
主
神
へ
の
見
解
は
、
人
間
の
行
為
の
根
底
に
あ
る
善
悪
の
問
題
の
深

層
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
。
大
国
主
神
の
人
間
の
側
へ
の
関
わ
り
方
が
い
か

に
具
体
制
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
を
、
そ
の
点
を
中
心
に
物
語
ら
れ
て
い
る
。

篤
胤
は
幽
冥
の
世
界
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
世
界
を
主
宰
す
る

大
国
主
神
の
善
悪
審
判
の
権
威
を
は
っ
ぎ
り
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
世
に
お
け
る
不
条
理
の
悪
か
ら
あ
る
種
の
救
い
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
篤
胤
の
幽
冥
の
思
想
が
、
彼
の
現
世
に
対
す
る
認
識

に
し
っ
か
り
と
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
。
こ
の
小
論

の
冒
頭
で
触
れ
た
、
死
後
の
魂
の
安
定
と
い
う
問
題
提
起
は
‘
こ
の
よ
う
な

現
世
の
善
悪
に
対
す
る
認
識
に
領
導
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

四

終

わ

り

に

篤
胤
の
学
問
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
文
化
八
年
前
後
の
著
述
に
は
、
あ

る
―
つ
の
主
題
が
貫
い
て
い
た
と
思
え
る
。
あ
る
概
念
が
発
庄
、
そ
れ
が
ま

た
別
の
概
念
と
相
互
に
影
響
し
つ
つ
、
体
系
化
し
て
い
く
、
そ
こ
に
思
考
の

発
展
性
と
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
鬼
神
神
論
』
『
霊

能
真
柱
」
『
占
史
伝
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

篤
胤
は
‘
処
女
作
『
呵
妄
書
』
の
な
か
で
、
神
道
の
優
越
性
、
厳
密
に
言

え
ば
、
「
皇
国
の
道
」
の
優
位
性
を
証
明
す
る
た
め
に
、

H
本
神
々
の
世
界

を
打
ち
出
し
た
。
国
学
者
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
考
え
る
と
、
そ
の
出
発

点
と
し
て
日
本
の
占
典
文
献
や
神
話
的
世
界
に
そ
の
根
拠
を
も
と
め
よ
う
と

す
る
こ
と
は
も
っ
と
も
な
発
想
で
あ
る
。
多
く
の
国
学
者
の
中
で
も
篤
胤
は
‘

そ
の
根
拠
を
徹
底
し
た
形
で
自
己
の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
一
人
で
あ
る
。

神
の
認
識
の
芽
生
え
か
ら
そ
の
実
在
へ
の
証
明
を
経
て
、
『
霊
能
真
柱
』
の

中
に
お
い
て
は
‘
篤
胤
独
自
の
世
界
観
に
加
え
具
体
的
な
神
の
認
識
が
表
明

さ
れ
る
。
『
霊
能
真
村
』
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
霊
能
真
柱
』

は
「
死
後
の
魂
の
行
力
」
を
明
確
に
論
じ
る
と
こ
ろ
に
主
意
が
あ
る
。
確
か

に
死
の
問
題
を
真
っ
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
の
も
当
時
の
思
想
的
状
況
で
は

稀
な
こ
と
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
篤
胤
は
‘
「
死
後
の
魂
の
行
方
」
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
三
つ
の
独
自
の
息
愁
を
打
ち
立
て
た
と
思
う
。
―
つ
は
‘
古
典
文
献
を

「
古
伝
」
と
い
う
形
で
促
え
な
が
ら
、
天
地
生
成
の
過
程
の
再
解
釈
を
試
み

て
独
自
の
世
界
観
を
構
架
し
た
こ
と
。
も
う
―
つ
は
、
世
界
観
構
築
の
根
幹

と
し
て
、
神
を
「
実
在
の
神
」
と
し
て
解
釈
す
る
と
と
も
に
祉
明
を
改
め
た

こ
と
。
最
後
は
、
人
間
の
死
の
認
識
と
「
悲
•
善
」
の
認
識
と
を
結
び
つ
け
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た
こ
と
で
あ
る
。
「
鬼
神
論
」
で
提
起
さ
れ
た
自
ら
の
問
題
意
識
と
を
「
死

後
の
魂
の
行
方
」
を
究
明
す
る
と
い
う
形
で
具
体
化
し
な
が
ら
、
さ
ら
に

「
悪
」
か
ら
の
救
い
の
認
識
を
体
系
化
し
た
世
界
観
へ
と
発
展
さ
せ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
死
後
の
魂
の
行
方
」
に
執
着
す
る
こ
と
は
、
死
か

ら
救
わ
れ
た
と
い
う
心
情
、
い
わ
ば
死
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
の
救
済
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
も
う
―
つ
の
側
面
は
、
現
実
批
界
の
悪
の
不
条
理
か
ら
の
救
い

を
求
め
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
篤
胤
は
、
人
間
が
現
実
の
世
界
で
死

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
同
様
に
、
現
実
の
世
界
で
悪
の
不
条

理
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
‘
不
可
能
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
死

後
に
赴
く
世
界
で
あ
る
幽
冥
の
世
界
で
は
善
行
へ
の
報
い
が
補
償
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
の
現
実
世
界
を
直
視
す
る
篤
胤
の
姿
勢
が
窺
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
死
」
の
問
題
と
「
悪
」
の
問
題
が
緑
り
な
す
世
界
と
し

て
、
篤
胤
の
幽
冥
の
槻
界
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
篤
胤
の
一
貫
し
た
問
題

意
識
が
―
つ
の
世
界
観
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

注注
①
古
事
記
伝
六
之
巻
本
居
宜
長
全
集
第
九
巻
二
七
四
頁

注
②
「
善
神
の
禍
害
を
為
し
、
悪
神
の
幸
福
を
な
し
給
ふ
こ
と
は
‘
讐
へ
ば
、
桜

の
花
は
、
春
さ
く
物
に
極
ま
り
た
れ
ど
、
或
は
か
へ
り
花
と
て
、
秋
冬
な
ど
も
咲

く
こ
と
有
る
と
、
同
こ
、
ろ
ば
え
な
り
。
」
や
「
然
や
う
に
善
神
も
‘
或
は
禍
事

を
な
し
、
悪
神
も
或
は
福
を
与
へ
給
ふ
事
も
有
り
と
い
は
ゞ
、
何
れ
善
神
、
い
づ

れ
悪
神
と
、
別
云
ふ
べ
き
証
な
く
」
（
い
す
れ
も
新
修
平
田
篤
胤
全
集
第
几
巻

「
鬼
神
新
論
』
三
六
頁
ー
三
七
頁
）
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
‘
柑
の
中
の
「
善
」

と
「
悪
」
の
存
在
が
、
善
神
と
悪
神
に
よ
る
対
立
構
造
か
ら
生
じ
た
も
の
と
し
て

捉
え
な
い
の
が
篤
胤
の
説
て
あ
る
と
拙
稿
に
指
摘
し
て
い
る
。
（
篤
胤
の
国
学
に

お
け
る
「
鬼
神
論
」
の
位
相
、
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
三
十
号
）

注
③
『
平
田
篤
胤
』
田
原
嗣
郎
（
吉
川
弘
文
館
）

注
④
新
修
『
平
川
篤
胤
』
第
三
巻
一
六
〇
貞

注
⑤
「
古
史
伝
」
第
二
十
三
巻
同
右
全
兜
一
七
二
頁

注
⑥
同
右
一
七
五
貞

（
本
大
学
人
学
院
生
）
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