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「
近
代
的
言
説
の
呪
縛
」
か
ら
の
脱
却
を
め
ざ
し
て

―
―
松
下
道
信
『
宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究
』
に
寄
せ
て
―
―

藤
井

倫
明

は
じ
め
に

二
〇
二
三
年
度
、
日
本
中
国
学
会
の
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
パ
ネ
ル
Ⅰ
（
哲
学

・
思
想
部
門
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
松
下
道
信
氏
の
大
著
『
宋
金
元
道
教

内
丹
思
想
研
究
』
で
あ
っ
た
。
筆
者
も
パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
に
加
え
て
い
た
だ

き
、
貴
重
な
学
び
の
機
会
と
な
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
に
準
備
し
た
コ
メ
ン

ト
や
質
問
の
内
容
を
、
個
人
の
立
場
か
ら
改
め
て
整
理
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
宋
明
性
理
学
、
特
に
朱
子
学
を
専
門
と
す
る
者
で
、
道
教
思
想
、
内
丹

思
想
に
は
精
通
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
筆
者
に
は
本
書
の
学
術
的
意
義
を
正
確

に
見
定
め
る
能
力
は
な
く
、
ま
た
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
何
か
言
挙
げ
で
き
る

よ
う
な
立
場
に
も
な
い
。
た
だ
、
本
書
に
は
中
国
思
想
研
究
全
般
に
も
通
じ
る

問
題
意
識
や
道
教
思
想
に
対
す
る
巨
視
的
な
視
点
か
ら
の
分
析
も
見
ら
れ
、
道

教
思
想
を
専
門
と
し
て
い
な
い
者
に
も
議
論
の
窓
口
が
開
か
れ
て
い
る
。
引
用

し
て
い
る
原
典
資
料
に
全
て
親
切
で
分
か
り
や
す
い
現
代
日
本
語
訳
が
付
け
ら

れ
て
い
る
の
も
読
者
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
点
を
糸

口
に
、
本
書
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
綴
っ
て
み
た
。

ピ
ン
ト
は
ず
れ
の
見
解
も
多
々
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
著
者
で
あ
る
松
下
氏
や

読
者
諸
賢
の
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

一
、
総
評

本
書
が
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
あ
る
も
の
な
の
か
俯
瞰
し
て
見
た
場
合
、

本
書
は
、
全
真
教
の
登
場
を
境
と
し
て
道
教
を
新
・
旧
に
分
け
る
こ
れ
ま
で
の

道
教
史
研
究
に
「
近
代
的
な
言
説
」
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、

実
証
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
張
伯
端
以
下
の
「
内
丹
道
」
と
全
真
教
と
の
関
係
、

両
者
の
思
想
的
特
質
、
歴
史
的
展
開
の
実
相
・
実
態
を
解
明
し
た
研
究
と
言
い

得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
書
の
問
題
意
識
や
各
章
の
テ
ー
マ
を
ま
と
め
た
「
は
じ
め
に
」
を
読
ん
で
、

筆
者
が
先
ず
目
を
引
い
た
の
が
、
「
近
代
的
言
説
を
解
体
す
る
必
要
が
あ
る
」

（
ⅰ
頁
）
、
「
近
代
的
言
説
の
呪
縛
か
ら
脱
却
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
ⅱ
頁
）
と

い
う
力
強
い
提
言
で
あ
っ
た
。
道
教
研
究
の
歴
史
に
疎
い
筆
者
に
は
、
道
教
研

究
の
分
野
に
お
い
て
も
「
近
代
的
言
説
」
に
左
右
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
こ

と
を
知
り
、
新
鮮
で
あ
っ
た
。
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
著
者
が
問
題
と
し
た

「近代的言説の呪縛」からの脱却をめざして（藤井）
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よ
う
な
「
近
代
的
言
説
の
呪
縛
」
と
い
う
問
題
は
、
道
教
研
究
に
限
ら
ず
、
儒

教
や
仏
教
研
究
の
分
野
に
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
朱
子
学
を

封
建
的
・
保
守
的
、
陽
明
学
や
日
本
の
古
学
思
想
を
革
新
的
・
進
歩
的
と
す
る

思
想
史
評
価
に
、
ま
さ
に
「
近
代
的
言
説
の
呪
縛
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
つ

と
に
溝
口
雄
三
氏
や
伊
東
貴
之
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
構
造
主
義
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
っ
た
潮
流
を
経
た
今
、
我
々
は
こ
う
し

（

一

）

た
「
近
代
的
言
説
の
呪
縛
」
か
ら
解
き
放
た
れ
つ
つ
あ
る
と
は
言
え
、
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
の
世
界
に
は
、
近
代
的
視
座
か
ら
の
分
析
や
評
価
は
未
だ
に
根
強
く
残

っ
て
お
り
、
過
去
に
な
さ
れ
た
「
近
代
的
言
説
」
に
基
づ
い
た
記
述
も
、
完
全

に
書
き
改
め
ら
れ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
が
、
道

教
研
究
に
お
け
る
「
近
代
的
言
説
」
を
剔
抉
、
解
体
し
、
全
真
教
を
歴
史
的
に

正
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
専
門
家
に
よ

る
判
断
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
大
胆
な
問
題
提
起
を
さ
れ

た
こ
と
は
高
く
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
筆
者
が
興
味
を
抱
き
、
感
心
し
た
の
は
、
本
書
に
お
い
て
仏
教
（
禅

思
想
）
に
由
来
す
る
「
頓
悟
」
「
性
」
「
習
漏
」
「
輪
廻
」
と
い
っ
た
概
念
が
、

道
教
（
内
丹
道
、
全
真
教
）
の
教
説
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
、
機
能

し
て
い
る
の
か
が
非
常
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
形
で
議
論
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
仏
教
と
儒
教
の
絡
み
合
い
に
つ
い
て
は
荒
木
見
悟
氏
が
取
り
組
み
、
大
き

な
成
果
を
挙
げ
ら
れ
た
が
、
本
書
は
仏
教
と
道
教
の
絡
み
合
い
に
つ
い
て
果
敢

に
挑
み
、
そ
の
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
様
相
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
後

に
論
じ
る
よ
う
に
、
本
書
の
見
解
に
は
必
ず
し
も
全
面
的
に
賛
同
で
き
な
い
部

分
も
あ
る
が
、
本
書
の
試
み
自
体
は
高
く
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
我

々
は
本
書
を
通
し
て
、
道
教
思
想
を
正
確
に
理
解
す
る
上
で
も
仏
教
（
特
に
禅

思
想
）
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
延
い
て
は
、
仏
教
が
中
国
文
化
・
思
想

の
歴
史
的
展
開
に
い
か
に
深
く
食
い
込
ん
で
い
る
か
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
書
が
世
に
出
た
意
義
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
を
通
し
て
気
付
い
た
こ
と
だ
が
、
本

書
の
考
察
が
「
実
存
的
な
視
点
」
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
も
、

本
書
の
意
義
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当

日
、
著
者
は
、
本
書
の
議
論
が
儒
道
二
教
の
修
行
者
自
身
の
目
線
や
問
題
意
識

に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
宗
教
思
想
研
究
に
は
こ
う
し
た
「
実
存
的
な

視
点
」
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
旨
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
筆
者
も
全
く
同
感
で
あ

る
。
思
想
・
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
、
実
存
的
な
内
か
ら
の
視
点
か
ら
で
な
い

と
見
え
て
こ
な
い
世
界
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
書
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
大
胆
な
問
題
意
識
や
共
鳴
で
き
る
視
点
が
見

ら
れ
、
筆
者
も
大
い
に
啓
発
を
受
け
た
が
、
本
書
の
議
論
や
観
点
の
中
に
は
無

条
件
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
難
い
も
の
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
筆

者
が
疑
問
に
感
じ
た
点
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
点
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
み
た
。

二
、
問
題
提
起

（
１
）
「
新
道
教
」
と
「
近
代
的
言
説
」
の
問
題
に
つ
い
て

本
書
は
、
従
来
の
「
旧
道
教
」
「
新
道
教
」
と
い
う
研
究
の
枠
組
み
を
見
直

し
、
こ
れ
ま
で
「
旧
道
教
」
と
さ
れ
て
き
た
張
伯
端
以
下
の
内
丹
道
と
一
般
に

「
新
道
教
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
全
真
教
と
の
間
に
「
連
続
性
」
を
見
出

し
て
い
る
。
そ
の
「
連
続
性
」
と
は
、
本
書
に
よ
れ
ば
、「
機
根
」
や
「
頓
悟
」

を
問
題
と
す
る
禅
宗
の
性
説
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
点
の
よ
う
だ
が
、
で

は
禅
宗
の
性
説
の
影
響
の
有
無
と
い
う
視
点
か
ら
、
改
め
て
道
教
を
新
・
旧
に
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分
け
る
、
つ
ま
り
内
丹
道
以
降
を
「
新
道
教
」
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
著
者
は
、
道
教
の
展
開
を
あ
る
時
点
で
新
・
旧
に
分
け

る
こ
と
自
体
を
「
近
代
的
言
説
」
と
し
て
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著

者
は
、
「
我
々
は
『
新
道
教
』
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
枠
組
み
を
見
直
す

べ
き
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
」
（
四
一
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
で

は
従
来
の
枠
組
み
に
代
わ
る
、
し
か
る
べ
き
枠
組
み
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
か
。
「
近
代
的
言
説
」
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
教
思
想
の
歴
史

的
展
開
は
、
ど
の
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
こ
う
し
た
点

に
つ
い
て
、
本
書
で
は
著
者
の
考
え
が
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

り
、
ま
た
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
十
分
な
議
論
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
惜

し
ま
れ
る
。

な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
、
道
教
の
新
旧
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
全
真
教

を
推
進
し
た
の
が
商
業
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
た
当
時
の
新
興
階
層
で
あ
り
、

こ
う
し
た
社
会
的
な
担
い
手
と
い
う
側
面
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
著
者
は
そ
う
し
た
「
社
会
的
」
側
面
か
ら

の
考
察
、
理
解
の
必
要
性
を
認
め
た
上
で
、
本
書
が
「
思
想
的
」
側
面
に
焦
点

を
当
て
た
分
析
で
あ
る
こ
と
を
説
明
さ
れ
た
が
、
も
し
全
真
教
の
新
旧
や
道
教

思
想
史
研
究
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
思
想
的
」

側
面
だ
け
で
な
く
、
「
社
会
的
」
側
面
を
も
含
め
て
議
論
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
２
）
頓
・
漸
と
機
根
の
問
題
に
つ
い
て

内
丹
道
で
は
「
性
命
双
修
」
が
説
か
れ
て
お
り
、「
性
功
」
は
精
神
的
修
養
、

「
命
功
」
は
内
丹
に
相
当
す
る
も
の
の
よ
う
だ
が
、
本
書
で
は
精
神
修
養
と
し

て
の
「
性
功
」
が
禅
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
本
書
は
、
性
功
と
命
功
の
相
違
を
、
「
頓
」
と
「
漸
」
、
「
利
根
」
と
「
鈍

根
」
の
問
題
と
絡
め
て
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

性
命
説
が
、
性
功
が
頓
悟
・
禅
宗
に
、
命
功
が
漸
修
・
内
丹
と
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
上
で
も
少
し
述
べ
た
。
こ
の
頓
漸
は
、
ま
た
機

根
の
利
鈍
と
関
係
し
て
い
る
。
基
本
的
に
頓
悟
と
関
係
す
る
性
功
は
利

根
的
で
あ
り
、
漸
進
的
な
修
行
法
で
あ
る
内
丹
、
つ
ま
り
命
功
は
鈍
根

的
な
の
で
あ
る
。
（
三
一
〇
頁
）

陳
致
虚
の
性
命
説
を
点
検
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
性
命
説
で
見
ら
れ
た

性
功
と
命
功
に
頓
と
漸
、
利
根
・
鈍
根
を
結
び
付
け
る
あ
り
方
と
は
異

な
り
、
命
功
も
性
功
同
様
に
利
根
の
者
が
行
い
得
る
と
し
、
術
を
道
の

位
置
ま
で
上
昇
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
…
…
張
伯
端
に
よ

る
性
功
の
取
り
込
み
と
い
う
歴
史
的
経
緯
の
果
て
の
命
功
へ
の
回
帰
は
、

頓
悟
を
説
く
禅
宗
と
異
な
る
漸
修
的
あ
り
方
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
り
、

…
…
。
（
三
一
四
頁
）

こ
う
し
た
本
書
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、
「
性
功
」
が
、
禅
宗
に
由
来
す
る

も
の
で
、
「
利
根
」
の
者
を
対
象
と
し
た
「
頓
悟
」
の
立
場
に
あ
る
の
に
対
し

て
、
内
丹
で
あ
る
「
命
功
」
の
方
は
、
「
鈍
根
」
を
対
象
と
し
た
「
漸
修
」
の

立
場
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
図
式
は
単
純
に
成

り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
性
功
が
禅
宗
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
禅
宗
に
も
鈍
根
を
想
定
し
た
漸
悟
・
漸
修
の
立
場
が
あ
る

の
で
、
頓
・
利
の
み
を
禅
宗
に
結
び
つ
け
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
荒
木
見

悟
氏
が
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
頓
悟
漸
修
」
と
い
う
立
場
は
禅

（

二

）

で
も
一
般
的
で
あ
り
、
「
漸
修
」
を
そ
の
ま
ま
「
鈍
根
」
と
つ
な
げ
、
「
利
根
」

の
「
頓
悟
」
と
対
立
的
に
捉
え
る
の
は
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
機
根
」
の
利

・
鈍
と
関
わ
る
の
が
「
悟
」
の
頓
・
漸
で
、
「
修
」
の
頓
・
漸
は
煩
悩
習
気
、

「近代的言説の呪縛」からの脱却をめざして（藤井）
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本
書
に
所
謂
「
習
漏
」
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
の
二
二
五

頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
薛
道
光
の
『
還
丹
復
命
篇
』
を
見
る
と
、
「
若
禅
宗
之

上
乗
一
悟
則
直
超
仏
地
。
如
其
習
漏
未
尽
、
則
尚
循
於
生
死
、
至
於
坐
脱
立
亡
、

投
胎
奪
舎
、
未
免
一
朝
而
長
往
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
利
根
の
者
が
禅
宗
の

「
上
乗
」
的
な
手
法
で
頓
悟
で
き
た
と
し
て
も
、
「
習
漏
」
が
完
全
に
消
滅
で

き
て
い
な
い
と
、
輪
廻
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
少
な
く

と
も
こ
こ
で
の
脈
絡
で
は
、
利
根
の
頓
悟
（
性
―
禅
）
と
、
習
漏
に
対
す
る
漸

修
（
命
―
内
丹
）
と
が
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。

（

三

）ま
た
、
著
者
の
図
式
に
よ
れ
ば
内
丹
道
の
「
性
命
説
」
（
性
命
双
修
）
は
、

性
功
【
頓
―
利
根
的
】
＋
内
丹
【
漸
―
鈍
根
的
】
と
な
り
、
「
性
命
説
」
そ
の

も
の
が
、
そ
も
そ
も
二
つ
の
異
な
る
機
根
に
対
応
し
た
修
養
法
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
よ
っ
て
、
内
丹
道
に
お
け
る

頓
・
漸
の
問
題
は
、
「
機
根
」
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
精
神
的
次
元
の
問
題

を
処
理
す
る
の
か
身
体
的
次
元
の
問
題
を
処
理
す
る
の
か
、
「
修
」
の
対
象
の

違
い
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
門
外
漢
の
的

外
れ
の
憶
測
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
内
丹
道
に
は
、
「
身
体
」
（
肉
体
）
の

問
題
は
、
禅
に
よ
る
修
養
法
よ
り
も
、
内
丹
に
よ
る
修
養
法
の
方
が
根
本
的
、

効
果
的
に
解
決
で
き
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て

内
丹
が
「
身
体
」
を
対
象
と
す
る
修
養
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
に
「
漸
修
」
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
内
丹
道
の
展
開
と
禅
宗
の
超
克
と
い
う
問
題

本
書
で
は
張
伯
端
『
悟
真
篇
』
に
「
命
か
ら
性
、
内
丹
か
ら
禅
宗
へ
と
い
う

構
図
」
が
見
ら
れ
、
後
世
の
内
丹
術
士
は
そ
の
超
克
を
迫
ら
れ
た
と
い
う
点
が

繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
構
図
が
歴
史
的
な
事

実
と
し
て
成
立
す
る
の
か
、
本
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
資
料
だ
け
で
は
十
分
証

明
し
き
れ
て
い
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
悟
真
篇
』
「
禅
宗
歌
頌
」
序
に
「
先

以
神
仙
命
術
誘
其
修
錬
、
次
以
諸
仏
妙
用
広
其
神
通
、
後
以
真
如
空
性
遣
其
幻

妄
、
而
帰
於
究
竟
空
寂
之
本
源
矣
。
」
（
五
七
頁
）
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、

著
者
は
三
句
目
の
「
後
以
真
如
空
性
遣
其
幻
妄
」
の
「
其
幻
妄
」
を
一
句
目
の

「
神
仙
命
術
」
（
内
丹
）
と
理
解
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
「
内
丹
か
ら
禅
宗
へ
と
い

う
構
図
」
を
導
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

の
は
修
業
の
段
階
、
順
序
で
あ
り
、
「
神
仙
命
術
」
（
内
丹
）
が
「
先
ず
」
第

一
に
必
要
な
修
養
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
最
後
に
「
『
幻
妄
』

と
な
り
、
放
擲
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
も
そ

も
修
業
自
体
を
「
幻
妄
」
と
捉
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
『
悟
真
篇
』
序

に
「
如
其
未
明
本
性
、
則
猶
殢
於
幻
形
」
と
あ
り
、
「
幻
形
」
と
い
う
表
現
が

見
ら
れ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
を
「
ま
や
か
し
で
あ
る
身
体
」
（
六
〇
頁
）
と
訳

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
当
該
箇
所
に
つ
い
て
「
道
教
で
は
本
『
性
』
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
仏
教
で
行
う
よ
う
に
見
性
し
、
頓
悟
す
る
こ
と
が

な
け
れ
ば
、
形
質
が
幻
妄
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
」

（
六
〇
頁
）
と
解
説
を
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
「
其
幻
妄
」
も
、
形
質
と
し

（

四

）

て
の
身
体
と
理
解
し
て
問
題
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
形
質
と
し
て
の
身

体
を
幻
妄
視
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
身
体
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ

る
内
丹
と
い
う
修
養
を
放
擲
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一

段
階
の
「
神
仙
命
術
」
（
「
命
で
あ
る
内
丹
」
）
は
、
「
以
真
如
空
性
遣
其
幻
妄
、

而
帰
於
究
竟
空
寂
之
本
源
」
（
「
性
た
る
禅
宗
」
）
と
い
う
最
終
段
階
に
到
達
す

る
た
め
に
不
可
欠
な
修
養
と
し
て
揺
る
ぎ
な
く
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
見
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
自
身
も
別
の
箇
所
で
、
「
張
伯
端
が
内
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丹
へ
と
接
近
す
る
動
因
」
と
し
て
「
死
ん
で
輪
廻
に
陥
る
こ
と
を
い
か
に
し
て

回
避
す
る
か
と
い
う
問
題
」
（
六
三
頁
）
が
あ
っ
た
こ
と
、
張
伯
端
に
お
い
て

「
輪
廻
を
超
え
る
に
は
内
丹
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
（
六
四
頁
）
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
張
伯
端
が
、
禅
（
仏

教
）
的
な
解
脱
が
真
に
実
現
す
る
に
は
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
内
丹
の
修
養
が

不
可
欠
だ
と
明
確
に
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
命
＝
内
丹
か
ら
性

＝
禅
宗
へ
と
い
う
構
図
」
や
「
真
如
の
性
を
悟
る
こ
と
は
、
命
術
で
あ
る
内
丹

の
修
業
に
よ
る
証
験
自
体
を
無
化
す
る
要
素
」
（
五
八
頁
）
を
見
出
す
こ
と
は

難
し
く
、
ま
た
「
内
丹
が
『
幻
妄
』
と
な
り
、
放
擲
す
べ
き
も
の
に
な
る
と
い

う
危
惧
」
（
五
八
頁
）
が
生
じ
る
と
も
考
え
難
い
。

実
は
、
著
者
は
上
述
し
た
よ
う
に
「
命
か
ら
性
、
内
丹
か
ら
禅
宗
へ
と
い

う
構
図
」
を
提
示
す
る
一
方
、
張
伯
端
に
お
い
て
道
教
と
仏
教
の
関
係
は
「
相

互
補
完
的
な
関
係
」
（
六
〇
頁
）
で
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
果
た
す
役
割
が
分
担
さ

れ
て
い
る
」
（
六
一
頁
）
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
見
な
し
、
ま
た
「
『
悟
真
篇
』

で
は
基
本
的
に
性
と
命
は
相
補
的
な
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
順
番
は

固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
」
（
一
三
七
頁
、
注
⑾
）
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

著
者
の
理
解
に
も
揺
れ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
は
、
結
果
的
に
「
命
か
ら

性
、
内
丹
か
ら
禅
宗
へ
と
い
う
構
図
」
を
前
提
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る

が
、
「
相
互
補
完
的
関
係
」
或
い
は
「
役
割
分
担
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
張
伯

端
の
内
丹
道
は
、
単
純
に
道
教
の
内
丹
理
論
に
禅
の
見
性
理
論
を
ド
ッ
キ
ン
グ

さ
せ
た
も
の
で
、
輪
廻
の
克
服
に
は
ど
ち
ら
も
必
要
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と

理
解
し
た
方
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４
）
内
丹
道
に
お
け
る
身
体
と
「
習
漏
」
の
問
題
に
つ
い
て

性
功
（
禅
）
と
命
功
（
内
丹
）
の
関
係
に
つ
い
て
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で

考
え
て
見
る
と
、
本
書
に
「
唯
心
的
な
解
決
を
説
く
仏
教
の
論
理
に
対
し
て
は
、

頓
悟
漸
修
的
な
考
え
方
に
よ
り
、
仏
教
側
の
内
部
の
、
い
わ
ば
唯
心
的
な
解
決

の
間
隙
を
突
く
形
で
命
術
で
あ
る
内
丹
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
」
（
六

七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
内
丹
道
は
禅
の
「
頓
悟
漸
修
」
論
の
「
漸
修
」
部
分

に
内
丹
理
論
を
組
み
込
ん
だ
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
「
漸
修
」
部
分
は
、
禅
の
唯
心
的
な
方
法
だ
け
で
は
解
決
し
き
れ
な
い
要
素

が
存
在
し
、
そ
れ
を
内
丹
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
理
解
は
成
立

し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
が
想
定
す
る
唯
心
的
な
禅
で
は
解
決
で
き
な
い
要

素
と
は
「
身
体
」
で
あ
る
。
我
々
は
、
た
と
え
「
頓
悟
」
（
解
悟
）
し
た
と
し

て
も
「
身
体
」
の
存
在
そ
の
も
の
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
、「
内

丹
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
身
体
」
を
対
象
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、
進
化
し
て

き
た
修
養
法
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
荒
木
見
悟
氏
に
よ

れ
ば
、
禅
宗
に
所
謂
「
頓
悟
漸
修
」
は
、
正
確
に
は
「
解
悟
（
仏
の
位
に
身
を

置
く
）
→
漸
修
→
証
悟
（
仏
に
な
る
）
」
と
い
う
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
よ

う
だ
が
、
張
伯
端
は
「
証
悟
」
を
得
る
、
つ
ま
り
輪
廻
か
ら
の
超
脱
を
実
現
す

（

五

）

る
た
め
に
は
「
心
」
の
あ
り
方
だ
け
で
な
く
「
身
体
」
的
次
元
の
問
題
も
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
頓
悟
」
に
お
い
て

「
身
体
」
を
含
め
た
万
事
万
象
が
「
幻
妄
」
で
あ
る
と
い
う
真
実
を
悟
っ
た
（
「
解

悟
」
）
と
し
て
も
、
現
実
の
「
身
体
」
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
生
理
的

な
反
応
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
「
身
体
」
が
あ
る
こ
と
で
避
け
ら
れ
な

い
問
題
、
そ
れ
が
本
書
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
「
漏
」
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
本
書
で
は
「
漏
」
を
仏
教
的
脈
絡
か
ら
「
修
行
者
の
身
に
染
み
付
き
、

薫
習
し
た
煩
悩
」
（
二
二
六
頁
）
と
説
明
さ
れ
、
「
漏
」
を
「
機
根
」
と
関
連

付
け
て
捉
え
て
い
る
が
、
内
丹
道
に
お
い
て
は
身
体
的
な
次
元
の
問
題
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
「
漏
」
や
修
業
の
頓
・
漸
が
「
身

「近代的言説の呪縛」からの脱却をめざして（藤井）
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体
」
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
内
丹
道
の
「
性
命
双
修
」
、
「
頓

悟
漸
修
」
の
構
造
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
禅
（
精
神
的
次
元
）
の
修
養
に
よ
っ
て
頓
悟
す
る
こ
と
で
、
世
界
の
真
相

が
明
ら
か
と
な
り
、
仏
の
位
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
（
「
解
悟
」
の

段
階
）

②
し
か
し
、
頓
悟
し
て
も
「
肉
体
」
が
残
っ
て
い
る
以
上
、
依
然
と
し
て
食

欲
・
性
欲
と
い
っ
た
生
理
的
（
本
能
的
）
な
欲
望
を
完
全
に
消
し
去
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
「
漏
」
が
生
じ
、
輪
廻
に
陥
る
危
険
が
絶
え
ず

つ
き
ま
と
う
。

③
内
丹
と
い
う
身
体
を
対
象
と
し
た
修
養
（
漸
修
）
を
行
う
こ
と
で
、
肉
体

を
完
全
に
コ
ン
ト
ー
ル
し
て
、
徹
底
的
に
浄
化
し
、
本
能
的
・
生
理
的
な

欲
求
も
解
消
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
て
「
漏
」
の
問
題
は
解

決
し
、
真
の
悟
り
、
輪
廻
か
ら
の
超
脱
が
実
現
す
る
。
（
「
証
悟
」
の
段

階
）

本
書
は
、
「
機
根
」
と
い
う
観
点
か
ら
修
業
の
頓
・
漸
や
内
丹
道
と
全
真
教

の
異
同
を
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
に
本
書
の
斬
新
さ
が
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
禅

と
内
丹
道
、
そ
し
て
全
真
教
の
関
係
や
異
同
を
考
え
る
場
合
、
「
身
体
」
が
ど

う
捉
え
ら
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
も
不
可
欠
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
取
り
上
げ
た
筆
者
の
感
じ
た
問
題
点
を
改
め

て
ま
と
め
て
み
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
時
間
の
制
約
上
、
十
分
な
討
論
が
で

き
な
か
っ
た
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
筆
者
の
取
り
上
げ
た
問
題
が
、
著
者
の
問
題

意
識
や
議
論
の
脈
絡
か
ら
ず
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
も
あ
る
。

本
稿
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
の
結
果
を
十
分
に
反
映
さ
せ
る
か
た
ち
で
記

述
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
本
書
に
は
仏
教
側
の
「
牧
牛
図
」
が
道
教
、
儒
教
に

も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
事
実
に
つ
い
て
も
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
。
本
書
は
儒
・
仏
・
道
三
教
の
交
流
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
重
要
な
資

料
や
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
、
本
書
の
研
究
成
果
を
踏
ま

え
た
上
で
、
儒
・
仏
・
道
を
包
括
す
る
宋
元
時
代
の
思
想
界
の
全
体
像
が
解
明

さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

専
門
的
で
な
か
な
か
近
づ
き
難
か
っ
た
道
教
思
想
の
世
界
で
あ
る
が
、
本

書
、
そ
し
て
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
導
き
で
、
豊
穣
で
魅
力
あ
る
道
教
世
界

の
一
端
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
宋
元
明
の
思
想
世
界

が
、
儒
・
道
・
仏
三
教
が
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
以
上
、
宋
元
明
の
「
儒
学
」
思
想
研
究
を
進
め
る
上
で
も
「
仏
教
」
思
想
や

「
道
教
」
思
想
の
理
解
は
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
道

教
研
究
者
だ
け
で
な
く
中
国
近
世
儒
学
思
想
の
研
究
者
に
も
裨
益
す
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
著
者
が
指
摘
し
た
「
近
代
的
な
言
説
」
の
問
題
は
、

思
想
史
研
究
を
進
め
る
上
で
、
今
で
も
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

だ
と
思
う
。
筆
者
も
「
近
代
的
な
言
説
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
提
言
を
重
く
受

け
止
め
、
本
書
の
内
容
と
合
わ
せ
て
、
今
後
の
研
究
に
生
か
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

《

注

》

（
一
）
溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郎
『
中
国
と
い
う
視
座
』
（
平
凡
社
、
一
九

九
五
年
）
、
三
一
～
四
〇
頁
を
参
照
、
伊
東
貴
之
『
思
想
と
し
て
の
中
国
近
世
』
（
東



- 13 -

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
第
一
章
を
参
照
。

（
二
）
荒
木
見
悟
『
仏
教
と
儒
教
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
三
年
）
、
第
二
章
、
第
五
節

「
頓
悟
漸
修
と
頓
悟
頓
修
」
な
ど
を
参
照
。

（
三
）
著
者
は
、
「
こ
こ
で
は
禅
宗
で
い
う
『
上
乗
』
に
従
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら

ず
、
修
行
者
の
身
に
染
み
付
き
、
薫
習
し
た
煩
悩
で
あ
る
『
習
漏
』
を
除
去
す
る
必

要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
原
文
の
脈
絡
・
翻
訳
と
ず
れ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）
二
二
二
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
紫
陽
真
人
悟
真
篇
注
疏
』
に
「
如
其
未
明
本

性
、
則
猶
殢
於
幻
形
」
と
あ
り
、
著
者
は
「
も
し
本
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
、
肉
体
と
い
う
幻
影
に
依
然
と
し
て
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
」
訳
さ
れ
て

い
る
が
、
『
悟
真
篇
』
に
所
謂
「
其
幻
妄
」
も
「
肉
体
と
い
う
幻
影
」
と
い
う
意
味

で
捉
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

（
五
）
荒
木
見
悟
『
仏
教
と
儒
教
』
、
一
一
〇
頁
。

「近代的言説の呪縛」からの脱却をめざして（藤井）
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