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井
　
　
上

厚
　
　
史

は
じ
め
に

　
井
原
西
鶴
作
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
刊
行
の
『
好
色
一
代
男
』
は
、
先

行
す
る
仮
名
草
子
『
浮
世
物
語
』
（
浅
井
了
意
作
、
寛
文
初
年
刊
）
を
原
型
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
両
者
の
比
較
研
究
が
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
、
両
者
の
類
似
性
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
差
異
、
あ
る
い
は
断

絶
で
あ
る
。
遍
歴
体
で
の
一
代
記
物
語
と
い
う
構
成
や
着
想
の
点
で
は
両
者
に

類
似
性
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
『
好
色
一
代
男
』
に
は
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
は

見
当
た
ら
な
い
「
新
し
さ
」
が
あ
る
。
っ
ま
り
「
ど
こ
か
違
う
」
と
い
う
、
も

は
や
仮
名
草
子
で
は
な
く
「
浮
世
草
子
」
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
何
か
新
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

視
点
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
好
色

一
代
男
』
を
も
っ
て
近
世
小
説
史
の
決
定
的
な
転
換
点
、
浮
世
草
子
の
「
誕

生
」
と
み
な
す
こ
と
が
今
で
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
で
は
、
そ
の
新

　
　
　
　
　
『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る
「
浮
世
」
の
記
述
方
法

し
さ
と
は
具
体
的
に
は
何
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
精
力
的
に
考
察
し
た
谷
脇
理
史
氏
は
、
水
田
西
吟
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
『
好
色
一
代
男
』
の
敗
文
の
前
半
部
の
読
み
直
し
を
通
し
て
、
こ
の
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ク
ス
ト
を
広
い
世
界
の
人
の
心
を
描
く
こ
と
を
主
眼
と
し
た
小
説
と
と
ら
え
る
。

す
な
わ
ち
、
西
吟
の
「
ひ
ろ
き
難
波
の
海
に
手
は
と
“
け
共
、
人
の
こ
・
ろ
は

勘
が
た
く
て
く
ま
ず
」
と
い
う
評
言
は
、
「
ひ
ろ
き
難
波
の
海
」
と
い
う
広
い

世
界
の
存
在
に
「
手
は
と
“
け
共
」
、
そ
の
広
い
世
界
で
生
き
る
「
人
の
こ
・

ろ
は
掛
が
た
く
て
く
ま
ず
」
で
あ
っ
た
西
吟
が
、
そ
の
広
い
世
界
の
人
の
心
を

見
事
に
と
ら
え
え
た
『
好
色
一
代
男
』
に
対
す
る
賛
嘆
を
言
い
表
し
た
も
の
だ

と
い
う
。
そ
し
て
西
吟
の
こ
の
評
言
を
さ
ら
に
敷
術
し
て
、
『
好
色
一
代
男
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
意
義
を
谷
脇
氏
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
せ
る
。

　
　
　
西
吟
の
言
う
広
い
世
界
と
は
、
世
之
介
の
行
動
半
径
に
見
ら
れ
る
地
理

　
　
的
な
広
が
り
の
み
で
は
な
く
、
浮
世
の
価
値
基
準
か
ら
自
由
に
な
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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き
見
え
て
来
る
、
浮
世
の
認
め
ぬ
世
界
へ
の
認
識
の
広
が
り
を
も
意
味
し

　
　
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浮
世
の
価
値
認
識
か
ら
自
由
に
な
っ
た

　
　
視
点
の
確
保
は
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
問
に
は
見
え
な
か
っ
た
り
切

　
　
り
捨
て
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ず
、
無
価
値
と
思
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ

　
　
な
い
浮
世
の
風
俗
や
人
の
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
よ
う
を
認
識
す
る
こ
と

　
　
が
、
一
っ
の
喜
び
で
あ
る
こ
と
を
作
者
に
も
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で

　
　
　
　
＠

　
　
あ
ろ
う
。

　
浮
世
の
価
値
や
認
識
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
人
問
に
は
「
見
え
な
か
っ
た
り
切

り
捨
て
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ず
、
無
価
値
と
思
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
」
も
の
、
つ
ま
り
今
ま
で
は
認
識
の
対
象
の
外
に
あ
っ
た
「
広
い
世
界
」
の

人
々
の
あ
り
さ
ま
を
読
者
に
提
示
し
て
見
せ
る
こ
と
が
、
『
好
色
一
代
男
』
の

新
し
さ
だ
と
、
谷
脇
氏
は
指
摘
す
る
。

　
ま
た
水
田
潤
氏
は
、
「
人
物
形
象
の
無
思
想
性
」
と
「
描
写
の
写
実
性
」
に

仮
名
草
子
と
浮
世
草
子
と
の
決
定
的
な
差
異
を
見
る
。
そ
し
て
と
く
に
、
巻
一

の
六
「
煩
悩
の
垢
か
き
」
で
湯
女
の
生
態
の
描
写
を
一
例
と
し
、
ま
た
寛
文
期

か
ら
延
宝
期
に
か
け
て
の
風
俗
版
画
の
流
布
と
関
連
づ
け
て
、
浮
世
草
子
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
る
「
写
実
性
」
や
「
視
覚
性
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
両
氏
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
『
好
色
一
代
男
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
以
前
の
テ
ク
ス
ト
を
差

異
化
す
る
も
の
　
　
新
し
さ
　
　
は
、
「
広
い
世
界
」
へ
の
認
識
対
象
の
拡
大
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と
描
写
に
お
け
る
写
実
性
と
い
う
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
私
が
試
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
二
点
を
読
者
に

感
じ
さ
せ
る
要
因
を
、
井
原
西
鶴
と
い
う
作
者
の
性
格
や
才
能
・
技
法
に
帰
納

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
『
好
色
一
代
男
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
持

つ
機
能
や
作
用
に
注
目
す
る
テ
ク
ス
ト
論
の
立
場
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
要
因
、
そ
れ
は
「
浮
世
」
の
記
述
方
法
自
体
に
あ
る
の

だ
。
そ
し
て
、
『
浮
世
物
語
』
と
『
好
色
一
代
男
』
と
い
う
二
っ
の
異
な
る
テ

ク
ス
ト
が
共
通
し
て
主
題
と
し
て
い
た
「
浮
世
」
の
認
識
方
法
に
お
け
る
差
異

を
示
す
こ
と
で
、
『
好
色
一
代
男
』
の
新
し
さ
を
再
考
し
、
『
好
色
一
代
男
』
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
認
識
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
仮
名
草
子
と
し
て
の

『
浮
世
物
語
』

　
仮
名
草
子
の
あ
ま
り
の
多
様
性
は
、
し
ば
し
ば
分
析
者
の
分
析
意
欲
を
そ
ぐ

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
最
近
の
研
究
で
あ
る
浅
野
晃
氏
の
「
仮
名
草
子
と

浮
世
草
子
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
、
中
世
小
説
の
系
列
を
ひ
く
作
品
群
・
擬

似
物
語
・
随
筆
の
系
列
を
ひ
く
作
品
群
・
説
話
文
学
の
系
列
を
ひ
く
作
品
群
・

紀
行
文
学
の
系
列
を
ひ
く
作
品
群
・
戦
記
文
学
の
系
列
を
ひ
く
作
品
群
・
法
話
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の
系
列
を
ひ
く
作
品
群
・
評
判
記
の
八
つ
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
分
析
が
容
易

で
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
教
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

『
浮
世
物
語
』
は
、
そ
の
中
の
わ
ず
か
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
　
　
随
筆
の
系
列
を



ひ
く
作
品
群
　
　
に
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
『
浮
世
物
語
』
と
い

う
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
仮
名
草
子
に
お
け
る
認
識
パ
タ
ー
ン
の
一
っ
を
抽
出
し

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
『
浮
世
物
語
』
は
、
そ
れ
以
前
の
仮
名
草
子
の
諸
傾
向
　
　
世
相
見
聞
・
政

道
批
判
・
処
世
訓
・
笑
話
な
ど
　
　
を
総
合
的
に
盛
り
込
ん
だ
作
品
と
い
わ
れ

　
　
ｃ

て
お
り
、
様
々
な
角
度
か
ら
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
注
目
さ
れ
る
部
分
は
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開
巻
第
一
章
の
「
浮
世
と
い
ふ
事
」
に
お
け
る
「
浮
世
」
の
定
義
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
「
浮
世
」
と
は
、
「
萬
に
っ
け
て
心
に
叶
は
ず
、
ま
・
に
な
ら
ね
ば
こ

そ
浮
世
と
は
言
ふ
め
れ
」
と
い
う
消
極
的
で
否
定
的
な
側
面
か
ら
評
価
さ
れ
る

と
同
時
に
、
「
世
に
住
め
ば
、
な
に
は
に
っ
け
て
善
悪
を
見
聞
く
事
、
皆
面
白

く
、
一
寸
先
は
闇
な
り
。
な
ん
の
絡
瓜
の
皮
、
思
ひ
置
き
は
腹
の
病
、
當
座

く
に
や
ら
し
て
、
月
・
雪
・
花
・
紅
葉
に
う
ち
向
ひ
、
歌
を
歌
ひ
、
酒
飲
み
、

浮
に
浮
い
て
慰
み
、
手
前
の
摺
切
も
苦
に
な
ら
ず
。
沈
み
入
ら
ぬ
心
立
の
水
に

流
る
・
瓢
箪
の
如
く
な
る
、
こ
れ
を
浮
世
と
名
づ
く
る
な
り
」
と
い
う
、
刹
那

的
な
が
ら
も
「
歌
を
歌
ひ
、
酒
飲
み
、
浮
に
浮
い
て
慰
」
む
積
極
的
か
っ
肯
定

的
な
側
面
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
浮
世
は
、
時
に
は
否
定
的
に
時

に
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
両
義
的
な
も
の
と
し
て
定
義
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
表
出
さ
れ
た
両
義
的
認
識
は
、
『
浮
世

物
語
』
中
の
「
浮
世
」
の
記
述
全
体
を
貫
く
基
本
的
な
認
識
を
な
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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た
と
え
ば
一
っ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
巻
三
の
二
「
侍
の
善
悪
批
判
の

一
９

事
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
出
家
の
姿
に
身
を
や
っ
し
た
浮
世
坊
が
武
家
屋

敷
に
身
を
寄
せ
て
い
る
と
き
、
家
中
の
侍
か
ら
道
心
に
っ
い
て
質
問
さ
れ
る
。

道
心
に
は
「
誠
」
の
道
心
と
誠
で
は
な
い
道
心
の
二
種
類
が
あ
る
。
「
其
の
身

萬
に
拙
く
、
博
突
・
傾
城
狂
ひ
に
一
跡
を
ほ
つ
き
あ
げ
、
親
の
勘
富
を
蒙
り
、

主
君
に
追
ひ
出
さ
れ
、
奉
公
も
な
ら
ず
、
職
は
覚
え
ず
、
商
を
せ
ん
に
も
元
手

は
無
し
、
身
を
過
ぐ
る
手
段
に
事
を
挟
き
、
飢
に
臨
む
事
の
物
憂
さ
に
」
よ
っ

て
出
家
す
る
の
は
誠
の
道
心
者
で
は
な
く
、
「
世
に
捨
て
ら
れ
た
る
饒
者
」
、
儒

教
に
い
う
「
遊
民
」
、
仏
教
に
い
う
「
禿
居
士
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
我
が
身
の
無
常
を
観
じ
、
後
世
の
大
事
を
思
ひ
知
り
て
、
世
を
憂
き
も
の
に

捨
て
果
て
、
道
心
を
発
し
、
心
に
慈
悲
深
く
人
を
勧
め
て
仏
法
に
入
ら
し
め
、

自
ら
堅
く
戒
を
保
ち
行
を
勤
む
る
」
こ
そ
誠
の
道
心
で
あ
り
、
「
世
を
捨
人
」

で
あ
る
。
一
」
う
い
っ
て
浮
世
坊
を
牽
制
す
る
と
、
浮
世
坊
は
逆
に
「
出
家
道
の

み
な
ら
ず
、
侍
道
に
も
良
き
は
稀
に
て
、
悪
し
き
は
多
し
」
と
反
論
し
、
侍
道

に
も
二
種
類
あ
る
こ
と
を
い
う
。
「
世
問
に
て
あ
の
人
は
萬
事
詔
ひ
無
く
無
欲

な
る
賢
人
か
な
と
誉
む
る
」
人
で
も
、
そ
の
性
格
を
見
れ
ば
「
人
を
人
と
も
思

わ
ぬ
あ
ぶ
れ
者
」
で
あ
り
、
ま
た
「
よ
く
穫
義
を
知
り
て
段
心
葱
を
も
つ
て
人
を

敬
ひ
、
心
立
柔
か
に
結
構
人
な
り
と
誉
む
る
者
」
も
、
「
表
裡
軽
薄
の
諮
ひ
者
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
に
か
く
「
内
外
揃
ひ
た
る
誠
の
人
は
無
き
も
の
な
り
」

と
結
論
づ
け
る
。
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人
間
を
表
面
的
に
だ
け
で
な
く
裏
面
か
ら
も
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
の
対
話

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
誠
」
に
代
表
さ
れ
る
倫
理
規
範
　
　
多
く
の
場
合

「
道
」
で
表
現
さ
れ
る
　
　
が
、
た
と
え
世
間
で
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
際
に
保
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
逆
に
規
範
か
ら

は
み
出
る
こ
と
や
外
れ
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
容
易
で
あ
る
と
い
う
、
人
間

生
活
の
矛
盾
に
ま
で
作
者
の
認
識
が
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ

ば
本
音
と
建
て
前
の
中
で
生
き
る
人
間
の
き
わ
め
て
現
実
的
な
認
識
が
す
で
に

こ
こ
に
表
出
さ
れ
て
お
り
、
冒
頭
の
両
義
的
な
「
浮
世
」
観
と
軌
を
一
に
し
て

い
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
規
範
が
儒
教
や
仏
教
の
有
名
を
言
辞
の
引
用
に
よ
っ
て
裏
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
「
遊
民
」
や

「
禿
居
士
」
と
い
う
概
念
の
引
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
傾
向
は
『
浮

世
物
語
』
全
般
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
三
の
六
「
盗
人
の

＠
事
」
。
盗
人
が
入
っ
た
の
を
知
り
な
が
ら
そ
れ
を
放
置
し
た
こ
と
を
、
ま
ず
仏

教
の
観
点
　
　
六
賊
　
　
か
ら
批
判
し
、
最
後
に
萄
子
の
「
士
に
妬
む
友
あ
る

時
は
賢
な
る
友
親
し
ま
ず
。
君
に
妬
む
臣
あ
る
時
は
、
賢
人
至
ら
ず
」
と
い
う

言
葉
を
引
用
し
て
、
「
誠
の
侍
」
と
し
て
の
行
動
規
範
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
巻

三
の
九
「
鷹
の
爪
を
引
悶
た
る
事
」
で
も
、
侍
た
る
者
の
武
勇
の
嗜
み
を
、
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

経
の
「
安
き
に
居
て
危
き
を
忘
る
・
事
な
か
れ
」
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
、

巻
四
の
二
「
足
る
事
を
知
る
」
で
も
老
子
の
引
用
が
あ
り
、
さ
ら
に
六
の
「
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

の
命
ず
る
性
と
い
ふ
事
」
に
お
け
る
中
庸
の
引
用
、
巻
五
の
二
「
天
道
を
恐
る

べ
き
事
」
、
四
「
不
孝
不
肖
の
子
は
持
た
ざ
る
に
は
し
か
じ
と
い
ふ
事
」
、
五

「
家
を
治
む
る
慎
の
事
」
、
六
「
後
言
を
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
」
な
ど
、
枚
挙
に

暇
が
な
い
。

　
こ
の
現
象
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
刊
行
の
『
清
水
物
語
』
な
ど
の

教
訓
書
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
頻
繁
な
儒
教
や
仏
教
の
経
典
か
ら

の
引
用
は
、
そ
れ
ら
引
用
さ
れ
る
言
辞
が
、
人
々
の
行
動
規
範
と
し
て
浸
透
し

根
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
規
範
は
厳
し
さ
を
増
せ

ば
増
す
ほ
ど
形
骸
化
し
、
建
て
前
化
し
、
最
後
に
は
滑
稽
味
さ
え
帯
び
て
く
る
。

巻
四
の
十
「
尺
尊
七
十
九
歳
浬
繁
し
給
ふ
事
」
に
お
い
て
、
浮
世
坊
が
、
も
し

釈
尊
が
百
歳
ま
で
生
き
て
い
た
ら
ど
れ
ほ
ど
有
難
い
法
門
を
説
か
れ
た
だ
ろ
う

か
と
い
う
医
師
の
言
葉
を
椰
楡
し
て
、
次
の
よ
う
に
か
ら
か
う
の
は
そ
の
証
左

で
あ
る
。

　
　
　
坊
主
の
身
持
を
六
借
う
仕
置
か
れ
て
、
女
房
を
持
た
せ
ず
、
魚
を
食
は

　
　
せ
ず
、
嘘
を
っ
く
な
、
酒
を
飲
む
な
な
ど
、
五
十
年
の
中
に
さ
へ
か
・
る

　
　
事
を
申
さ
れ
た
。
そ
れ
を
百
ま
で
も
生
き
て
居
ら
れ
た
ら
ば
、
後
に
は
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
主
に
は
豆
腐
も
食
は
さ
れ
ま
い
。

　
も
し
釈
尊
が
百
歳
ま
で
生
き
て
い
た
ら
、
も
っ
と
こ
ま
か
い
戒
律
を
お
作
り

に
な
り
、
坊
主
は
豆
腐
で
さ
え
も
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
の
辛

辣
な
椰
楡
は
、
厳
格
な
教
訓
書
の
範
曉
か
ら
は
み
出
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方



で
「
誠
」
の
道
と
い
う
倫
理
規
範
を
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
規
範
自
体
を

椰
楡
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
批
評
方
法
に
こ
そ
、
『
浮
世
物
語
』
と
い
う
テ
ク

ス
ト
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
単
に
笑
話
や
滑
稽
謂
的
要
素
の
表
出

だ
け
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
浮
世
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
し
て
浮
世

に
生
き
る
人
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
現
実
的
で
両
義
的
な
認
識
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
表
現
形
態
な
の
で
あ
る
。

　
巻
四
の
一
「
人
に
様
々
の
晶
あ
る
事
」
の
中
で
、
浮
世
坊
は
浄
土
宗
の
和
尚

に
対
し
て
次
の
よ
う
な
忠
告
を
す
る
。

　
　
　
忠
言
耳
に
逆
ひ
、
良
薬
口
に
苦
し
と
と
か
や
。
桝
大
嗜
が
言
ひ
け
る
如
く
、

　
　
良
き
諌
を
強
く
す
る
人
は
必
ず
人
の
心
に
叶
ひ
難
し
。
悪
し
き
道
に
は
溺

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
れ
易
く
同
じ
易
し
。

　
浮
世
の
両
義
的
認
識
は
、
必
然
的
に
そ
こ
に
生
き
る
人
問
の
認
識
に
も
反
映

さ
れ
る
。
儒
教
や
仏
教
が
提
示
す
る
規
範
の
正
し
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
良

薬
口
に
苦
」
く
、
「
悪
し
き
道
に
は
溺
れ
易
」
い
。
そ
ん
な
人
問
の
弱
さ
を
認

め
て
し
ま
え
ば
、
規
範
自
体
の
有
効
性
は
疑
わ
し
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
「
先
行
作
品
の
諸
要
素
を
雑
然
と
総
合
し
て
自
ら
は
新
し
い
認
識

を
切
り
開
一
」
う
と
は
せ
ず
、
自
ら
が
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
緊
張
関
係
を

持
た
ず
に
そ
れ
へ
の
順
応
を
説
き
、
時
に
借
り
も
の
の
批
判
や
あ
た
り
さ
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
な
い
批
判
を
行
う
こ
と
に
自
足
で
き
る
Ｌ
と
い
う
評
価
も
成
り
立
っ
。
し
か

し
、
た
と
え
統
一
に
失
敗
し
、
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
批
判
に
自
足
し
て
い
る

　
　
　
　
　
『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る
「
浮
世
」
の
記
述
方
法

と
し
て
も
、
儒
教
や
仏
教
に
よ
る
規
範
の
必
要
性
に
言
及
し
、
他
方
で
規
範
か

ら
逸
脱
し
が
ち
な
人
問
の
弱
さ
を
積
極
的
に
拾
い
上
げ
た
『
浮
世
物
語
』
の
現

実
的
な
認
識
の
あ
り
方
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
浮
世
に
関
す
る
両
義
的
な

認
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
読
者
に
不
統
一
感
や
雑
然
と
し

た
だ
ら
し
な
さ
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
仮
名
草
子
『
浮
世
物
語
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
人
間
の
強
さ
・
弱
さ
や
「
浮
世
」
の
良
さ
・
悪
さ
と
い

う
両
義
的
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
記
述
は
不
統
一
な
も
の
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
浮
世
草
子
と
し
て
の

『
好
色
一
代
男
』

　
で
は
、
『
好
色
一
代
男
』
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
『
好
色
一
代
男
』
は
周

知
の
よ
う
に
、
世
之
介
七
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
の
色
道
遍
歴
を
描
い
た
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
も
あ
る
種
の
「
浮
世
」
に
っ
い
て
の
認
識
が

全
体
を
貫
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
今
度
の
場
合
、
冒
頭
で
「
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

世
の
事
は
外
に
な
し
て
、
色
道
ふ
た
つ
に
寝
て
も
覚
て
も
」
と
い
う
世
之
介
の

父
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
だ
け
で
、
『
浮
世
物
語
』
の
場
合
ほ
ど
「
浮
世
」
に

関
す
る
直
接
的
な
言
及
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
全
体
の
記
述
方

法
か
ら
類
推
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
『
浮
世
物
語
』
で
は
あ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い

た
儒
教
や
仏
教
の
経
典
か
ら
の
言
辞
の
引
用
が
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
　
　
　
『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る
「
浮
世
」
の
記
述
方
法

で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
規
範
へ
の
言
及
は
意
識
的
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
巻
一
の
「
袖
の
時
雨
は
懸
る
が
さ
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
」
の
よ
う
に
、
世
之
介
は
「
鴨
の
長
明
が
孔
子
ぐ
さ
き
身
の
と
り
置
き
も
」

と
述
べ
、
「
孔
子
ぐ
さ
き
」
儒
者
、
す
な
わ
ち
道
学
者
に
体
す
る
非
難
さ
え
行

っ
て
い
る
。
ま
た
巻
六
の
「
身
は
火
に
く
ば
る
と
も
」
で
は
、
神
聖
な
生
玉
神

杜
の
蓮
池
に
舟
を
浮
か
べ
鯉
・
鮒
・
す
っ
ぽ
ん
や
鳩
鳥
を
追
い
回
し
て
も
「
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

も
神
前
も
忘
れ
果
て
お
も
し
ろ
や
」
と
開
き
直
り
、
タ
ブ
ー
に
対
す
る
畏
れ
な

ど
さ
ら
さ
ら
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
儒
教
や
仏
教
の
言
辞
に
代
っ
て
引
用
さ
れ
る
の
は
、
藷
曲
な
ど
当

時
の
巷
問
で
流
布
し
て
い
た
俗
謡
・
僅
言
・
諺
の
類
で
あ
る
。
巻
二
の
「
髪
き

り
て
も
捨
ら
れ
ぬ
世
」
に
お
け
る
う
わ
さ
と
し
て
の
「
「
い
た
づ
ら
は
や
め
ら

れ
ぬ
世
の
中
に
、
後
家
ほ
ど
心
に
し
た
が
ふ
も
の
は
な
き
」
と
或
人
の
語
り

ゆ
ぬ
」
や
、
「
「
夜
半
に
捨
子
の
声
す
る
は
、
母
に
添
寝
の
夢
の
浮
世
」
と
小
町
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

読
み
し
言
の
葉
も
思
ひ
出
さ
れ
て
」
、
あ
る
い
は
巻
三
の
「
是
非
も
ら
ひ
着
物
」

に
お
け
る
藷
曲
隅
田
川
か
ら
の
引
用
で
あ
る
「
定
め
な
き
世
の
な
ら
ひ
、
今
歎

　
　
　
　
　
　
ゆ

き
給
ふ
事
な
か
れ
」
、
巻
四
の
諺
「
天
道
人
を
こ
ろ
し
た
ま
は
ず
」
な
ど
、
話

の
展
開
の
要
所
要
所
で
こ
の
よ
う
な
庶
民
の
聞
に
流
布
し
て
い
た
世
俗
的
規
範

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
拾
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
儒
教
的
・
仏
教
的
規
範
に
怪
言
や
諺
な
ど
の
世
俗
的
規
範
を
対
置
さ
せ
る
こ

と
は
、
世
俗
的
規
範
の
持
つ
わ
か
り
や
す
さ
ゆ
え
に
、
読
者
を
堅
苦
し
い
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六

の
緊
縛
か
ら
解
放
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ね
に
「
…
し
て
は
い
け
な
い
」
と

か
「
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
命
令
で
は
な
く
、
庶
民
が
長

い
問
に
蓄
積
し
て
き
た
穏
健
な
処
世
術
で
あ
り
妥
協
や
寛
容
さ
の
表
出
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
世
俗
的
規
範
へ
の
依
拠
は
、
そ
れ
が
儒
教
的
・
仏
教
的
規
範
と
は

相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「
．
一
つ
の
事
象
を
正
反
対
の
次
元
か
ら
見

直
し
、
そ
の
裏
返
し
の
一
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
化
し
、
あ
る
事

象
を
絶
対
的
、
固
定
的
な
も
の
し
て
把
握
す
る
認
識
を
崩
そ
う
と
す
る
認
識
の

　
　
　
　
ゆ

方
法
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
世
俗
的
規
範
の
積
極
的

な
評
価
は
、
儒
教
的
・
仏
教
的
規
範
の
「
相
対
化
」
で
あ
り
、
解
体
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
一
つ
の
意
思
表
示
で
あ
り
、
異
な
っ
た
生
活
様
式
の
主
張
で

も
あ
る
。

　
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
儒
教
的
・
仏
教
的
な
社
会
規
範
に
対
す
る

作
者
の
無
関
心
が
、
他
方
で
遊
里
の
あ
り
さ
ま
や
出
来
事
に
関
す
る
旺
盛
な
好

奇
心
を
も
た
ら
し
詳
細
な
描
写
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に

っ
い
て
は
今
さ
ら
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば

巻
四
の
「
形
見
の
水
櫛
」
に
お
け
る
生
活
に
窮
し
た
百
姓
が
、
死
ん
だ
女
の
黒

髪
や
爪
を
は
が
し
て
売
る
た
め
に
埋
葬
し
た
棺
桶
を
掘
り
返
す
場
面
に
見
ら
れ

る
迫
真
の
描
写
。
あ
る
い
は
同
じ
く
巻
四
の
「
昼
の
つ
り
狐
」
に
お
け
る
密
会

の
手
立
て
に
関
す
る
実
に
細
か
い
記
述
。
さ
ら
に
、
巻
五
の
「
後
は
様
っ
け
て

呼
」
に
お
け
る
「
前
代
未
聞
の
遊
女
」
の
記
述
、
巻
六
の
「
寝
覚
め
の
菜
好
」



に
お
け
る
女
郎
た
ち
の
会
話
の
盗
み
聴
き
の
場
面
の
描
写
な
ど
、
読
者
は
好
奇

心
を
あ
お
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
西
鶴
の
記
述
方
法
は
微
に
入
り
細

を
穿
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の
仮
名
草
子
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
主
題
で
あ
り
、
今
ま
で
読
者
の
認
識
が
及
ば
な
か
っ
た
「
浮

世
」
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
が
微
細
な
描
写
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
た
め

に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
「
写
実
性
」
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

「
ま
こ
と
に
広
き
世
界
の
遊
女
町
残
ら
ず
詠
め
ぐ
り
て
」
と
い
う
世
之
介
六
〇

歳
の
感
慨
を
、
充
分
に
読
者
に
共
有
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
時
、
「
浮
世
」
の
概
念
は
こ
の
写
実
性
に
よ
っ
て
、
未
知
の
領
域
　
　
女

色
と
男
色
の
色
道
の
世
界
　
　
を
そ
の
内
部
に
包
摂
し
、
一
気
に
概
念
の
領
域

を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
「
浮
世
」
は
色
道
の
話
を
よ

そ
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
浮
世
と
い
う
概
念
自
体
が
変
容
し

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
世
俗
的
規
範
の
積
極
的
評
価
と
「
浮
世
」
概
念
の
劇
的
な
拡

大
と
い
う
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
、
『
好
色
一
代
男
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
従

来
の
仮
名
草
子
が
記
述
で
き
な
か
っ
た
遊
里
を
中
心
と
し
た
多
様
で
人
問
の
欲

望
が
渦
巻
く
「
浮
世
」
Ｈ
日
常
を
描
写
し
始
め
、
読
者
に
「
新
し
さ
」
を
感
じ

さ
せ
っ
つ
、
浮
世
草
子
の
誕
生
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る

「
浮
世
」
の
記
述
方
法

四
、
異
端
者
へ
の
ま
な
ざ
し

　
さ
て
、
こ
う
し
て
一
七
世
紀
後
半
の
言
説
世
界
に
、
『
浮
世
物
語
』
か
ら

『
好
色
一
代
男
』
へ
、
す
な
わ
ち
仮
名
草
子
か
ら
浮
世
草
子
へ
と
い
う
一
っ
の

大
き
な
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
何
を
意
味
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
実
は
『
浮
世
物
語
』
と
『
好
色
一
代
男
』
は
、
主
題
つ
ま
り
記
述
さ
れ
る
題

材
の
点
で
は
あ
る
共
通
し
た
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
杜
会
か
ら
の
は

み
出
し
者
や
異
端
者
な
ど
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な

描
写
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
浮
世
物
語
』
で
は
、
巻
二
の
「
浮
世
坊
の
な
り
た

ち
の
事
」
で
早
く
も
父
を
「
倖
侍
」
「
百
ぬ
ら
り
の
嘘
吐
」
「
追
従
ら
し
き
詔
ひ

者
」
「
国
中
無
双
の
臆
病
者
」
と
駈
め
、
自
ら
を
「
遊
び
さ
ま
よ
ふ
浮
れ
者
」

　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
衝

と
称
す
る
。
さ
ら
に
、
「
博
突
打
の
溢
者
」
、
「
傾
城
狂
ひ
」
、
人
を
諮
ひ
欺
す
者

　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
璽

を
い
う
「
鳩
の
戒
」
、
見
栄
っ
張
り
を
い
う
「
寛
滑
者
・
異
風
者
」
、
「
盗
人
」

な
ど
、
お
よ
そ
社
会
的
価
値
が
な
い
者
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

た
『
好
色
一
代
男
』
に
お
い
て
も
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
か
げ
ろ
う
」
「
く
ら
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ

．
手
か
け
者
・
出
会
女
・
坊
主
こ
ろ
し
」
「
勧
進
比
丘
尼
」
「
干
瓢
」
な
ど
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
あ
ら
ゆ
る
女
郎
・
蔭
郎
、
そ
し
て
「
は
ち
ひ
ら
き
・
放
下
師
」
「
諏
う
た
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
■

・
猿
引
・
戎
ま
は
し
・
歌
念
仏
」
な
ど
の
職
人
や
芸
人
の
あ
り
さ
ま
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



　
　
　
　
　
『
好
色
一
代
男
－
に
お
け
る
「
浮
世
」
の
記
述
方
法

　
こ
う
し
た
社
会
の
下
層
民
や
異
端
者
に
対
す
る
関
心
は
、
西
鶴
の
以
後
の
作

品
に
も
継
承
さ
れ
、
し
だ
い
に
奇
異
な
も
の
、
奇
怪
な
も
の
、
そ
し
て
化
け
物
、

大
悪
人
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
行
く
。
人
間
と
は
思
わ
れ
な
い
姿
を
し
た
木

食
や
狐
四
天
王
・
神
鳴
な
ど
世
問
の
珍
奇
な
も
の
を
取
り
上
げ
た
『
西
鶴
諸
国

ば
な
し
』
（
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
刊
）
の
冒
頭
に
は
、
有
名
な
「
是
を
お

も
ふ
に
、
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
人
問
の
住
む
浮
世
は
あ
た
か
も
「
ば
け
も
の
」
の
住

む
世
界
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
竜
や
天
狗
や
幽
霊
や
妖
怪
に
囲

ま
れ
た
世
界
で
生
活
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
広
き
世
界
」
や
「
遠
国
」
を
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

み
れ
ば
い
く
ら
で
も
不
思
議
な
も
の
が
こ
の
世
の
中
に
は
存
在
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
素
材
は
現
在
で
も
過
去
で
も
、
日
本
で
も
中
国
で
も
か
ま
わ
な
い
。
不

思
議
な
も
の
を
集
め
、
そ
こ
に
生
き
る
人
問
の
姿
を
記
述
し
、
読
者
に
「
ば
け

も
の
」
の
住
む
世
界
を
実
感
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
『
本

朝
二
十
不
孝
』
（
貞
享
三
年
刊
）
に
お
い
て
も
、
世
の
中
に
「
常
の
人
稀
に
し

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
、
悪
人
多
し
」
「
女
に
も
か
・
る
悪
人
あ
る
物
ぞ
」
「
か
・
る
悪
人
も
有
物
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

天
竺
阿
闇
世
、
唐
土
の
悪
王
に
も
お
と
ら
じ
」
「
世
の
有
様
を
み
る
に
、
ま
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
有
て
世
上
に
住
人
、
稀
な
り
」
と
い
う
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
、
不
孝
を
は
た

ら
く
大
悪
人
の
壮
絶
な
姿
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
古
今
東
西
の
異
端
者
や
化
け
物
・
極
悪
人
に
題
材
を
と
っ
て
は
次
々
と
物
語

に
仕
上
げ
る
こ
と
。
こ
う
し
た
仮
名
草
子
（
『
浮
世
物
語
』
）
か
ら
西
鶴
の
テ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八

ス
ト
に
連
な
る
「
浮
世
」
の
記
述
の
系
譜
は
、
よ
く
見
る
と
、
あ
る
方
向
性
に

し
た
が
っ
て
進
展
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
規
範
か
ら
の
逸
脱

・
逃
走
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
『
浮
世
物
語
』
で
は
ま
だ
規
範
か
ら

の
逸
脱
は
徹
底
化
し
て
お
ら
ず
、
規
範
が
椰
楡
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
完
全

に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
西
鶴
の
テ
ク
ス
ト
に
な
る

と
、
規
範
そ
れ
自
体
が
無
視
さ
れ
、
無
効
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
儒
教
的
で
も
仏
教

的
で
も
な
い
世
間
の
う
わ
さ
や
僅
言
・
諺
の
類
い
の
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
取
り
込
み

は
、
近
世
に
な
っ
て
新
た
に
国
教
化
さ
れ
た
儒
教
が
儒
者
の
活
動
を
通
じ
て
社

会
に
深
く
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
し
だ
い
に
社
会
の
片
隅
へ
と
排
除
さ
れ
て
い
っ

た
現
象
や
言
説
を
救
い
上
げ
、
ふ
た
た
び
光
を
当
て
て
命
を
吹
き
込
む
作
業
に

等
し
い
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
、
奇
想
天
外
で
ば
か
ば
か
し
く
記
述
す

る
意
味
さ
え
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
対
象
を
、
西
鶴
の
テ
ク
ス
ト
は
旺
盛
な
胃

袋
を
も
っ
て
取
り
込
ん
で
行
く
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
取
る
に
は
足
り
な
い
が

人
問
の
欲
望
を
刺
激
す
る
も
の
だ
け
を
わ
ざ
わ
ざ
選
択
し
て
摂
取
し
て
い
る
か

の
よ
う
だ
。

　
『
浮
世
物
語
』
か
ら
『
好
色
一
代
男
』
へ
「
異
端
者
へ
の
ま
な
ざ
し
」
が
引

き
継
が
れ
た
時
、
儒
教
的
（
仏
教
的
）
な
規
範
は
そ
こ
で
決
定
的
に
し
り
ぞ
け

ら
れ
、
「
異
端
者
」
こ
そ
が
言
説
の
表
舞
台
へ
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
近

世
に
お
け
る
儒
教
の
浸
透
と
浮
世
草
子
に
お
け
る
異
端
者
の
暗
躍
は
、
私
に
は

相
互
に
関
連
し
あ
う
同
一
現
象
の
表
裏
だ
と
思
わ
れ
る
。



五
、

結
語

　
い
つ
の
時
代
で
も
、
あ
る
概
念
の
記
述
方
法
が
変
化
す
る
こ
と
は
、
必
然
的

に
そ
の
概
念
に
関
す
る
認
識
の
変
更
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
『
浮
世
物
語
』
に

示
さ
れ
た
両
義
的
な
浮
世
観
が
、
『
好
色
一
代
男
』
に
お
い
て
反
儒
教
的
（
反

仏
教
的
）
な
浮
世
観
へ
と
一
義
的
に
収
敏
さ
れ
た
時
、
「
浮
世
」
は
儒
教
的

（
仏
教
的
）
規
範
が
通
用
し
な
い
領
域
を
確
保
し
た
。
そ
れ
は
異
端
者
の
領
域

の
独
立
と
い
っ
て
も
よ
い
。
儒
教
的
知
識
や
概
念
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
儒

教
的
立
場
か
ら
は
む
し
ろ
退
け
ら
れ
る
よ
う
な
雑
多
な
民
問
の
知
識
や
う
わ
さ

を
利
用
し
て
、
「
浮
世
」
１
１
日
常
を
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
住
む
世
界
は
、
儒
教
的
規
範
が
な
く
て
も
充
分
成
立
し
て
い

る
の
だ
。
む
し
ろ
儒
教
の
硬
直
化
し
た
規
範
は
、
民
衆
が
伝
統
的
に
作
り
上
げ

て
き
た
う
わ
さ
や
諺
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
現
実
的
に
柔
軟
に
修
正
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
「
浮
世
」
１
１
日
常
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
や
耳
を
驚
か
す
よ
う
な
不

思
議
な
出
来
事
が
山
積
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
規
制
し
よ
う
と
思
っ
て
も
儒
教

的
規
範
な
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
「
浮
世
」
１
１
日
常
は
多
様
性
に
満
ち
て

お
り
、
そ
の
多
様
な
世
界
で
生
き
る
た
め
に
は
、
二
切
の
人
間
、
応
ぜ
ぬ
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

限
を
ね
が
ひ
、
身
を
滅
法
す
、
古
例
其
数
を
し
ら
ず
」
や
「
銀
が
敵
と
な
る
浮

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

世
」
「
欲
は
人
の
常
な
り
、
恋
は
人
の
外
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
欲
望

を
積
極
的
に
認
め
る
現
実
的
認
識
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
多
様
で
欲

　
　
　
　
　
『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る
「
浮
世
」
の
記
述
方
法

望
に
満
ち
た
「
浮
世
」
に
生
き
る
人
間
を
、
儒
教
的
規
範
で
二
兀
的
に
規
制
し

よ
う
と
し
て
み
て
も
そ
れ
は
無
理
な
話
で
は
な
い
か
。

　
西
鶴
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
明
ら
か
に
意
識
的
な
儒
教
的
規
範
の
無
視
は
、

こ
う
し
た
言
説
上
に
お
け
る
反
儒
教
的
運
動
を
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
し
て
い
る
。

仮
名
草
子
か
ら
浮
世
草
子
へ
の
移
行
は
、
「
浮
世
」
Ｈ
日
常
の
認
識
に
根
本
的

な
変
化
を
も
た
ら
し
、
儒
教
的
規
範
か
ら
逃
走
し
な
が
ら
生
き
る
人
間
の
貧
欲

な
姿
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
¢
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
西
鶴
集
　
上
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
）
、
二
〇
頁
。

　
　
谷
脇
理
史
『
西
鶴
研
究
論
考
』
一
新
典
社
、
一
九
八
一
）
第
三
章
「
浮
世
草
子
成

　
立
の
一
要
因
」
二
七
三
－
六
頁
。

　
　
同
、
第
二
章
「
『
好
色
一
代
男
』
の
方
法
と
意
義
」
一
四
四
頁
。

＠
　
同
、
一
四
七
頁
。

　
　
水
田
潤
『
仮
名
草
子
の
世
界
』
（
桜
楓
社
、
一
九
八
一
）
第
七
章
「
「
仮
名
草
子
」

　
の
転
生
」
　
一
五
五
；
六
三
頁
。

　
　
浅
野
晃
『
西
鶴
論
孜
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九
〇
）
一
一
一
…
二
七
頁
。

¢
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
仮
名
草
子
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
）
一
八
頁
。

＠
　
同
、
二
四
四
頁
。

　
　
同
、
二
九
五
－
八
頁
。

＠
　
同
、
三
〇
三
－
五
頁
。

◎
　
同
、
三
二
七
頁
。

＠
　
同
、
三
三
七
－
八
頁
。

＠
　
同
、
三
二
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



　
　
　
　
『
好
色
一
代
男
』
に
お
け
る
「
浮
世
」
の
記
述
方
法

＠
　
前
掲
、
谷
脇
『
西
鶴
研
究
論
考
』
補
論
「
仮
名
草
子
作
者
の
構
想
力
と
表
現
力
」

　
一
一
四
一
一
頁
。

＠
　
前
掲
『
西
鶴
集
　
上
』
三
九
頁
。

＠
同
、
四
八
頁
。

＠
　
同
、
一
五
四
頁
。

＠
　
同
、
六
四
頁
。

＠
　
同
、
六
六
頁
。

ゆ
同
、
八
九
頁
。

ゆ
　
同
、
一
二
二
頁
。

ゆ
　
前
掲
、
谷
脇
『
西
鶴
研
究
論
考
』
二
二
〇
頁
。

ゆ
　
前
掲
『
仮
名
草
子
集
』
二
四
五
－
七
頁
。

ゆ
　
同
、
二
四
八
頁
。

ゆ
　
同
、
二
五
三
頁
。

ゆ
　
同
、
二
七
〇
頁
。

ゆ
　
同
、
三
〇
二
頁
。

＠
　
同
、
三
〇
三
頁
。

ゆ
　
『
西
鶴
集
』
七
七
頁
。

ゆ
同
、
七
九
頁
。

＠
同
、
九
七
頁
。

ゆ
同
、
九
九
頁
。

＠
同
、
八
○
頁
。

ゆ
　
同
、
八
三
頁
。

＠
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
好
色
二
代
男
　
西
鶴
諸
国
ば
な
し
　
本
朝
二
十
不
孝
』

　
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
三
三
七
頁
。

ゆ
　
同
、
三
九
〇
頁
。

ゆ
　
同
、
四
〇
六
頁
。

＠ゆゆ＠ゆ
同
、

同
、

同
、

同
、

同
、

四
一
八
頁
。

四
四
八
頁
。

「
本
朝
二
十
不
孝
」

四
一
一
〇
頁
。

四
一
一
五
頁
。

四
一
五
頁
。

一
六
〇
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