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気―

東
洋
に
お
け
る
万
物
一
体
の
世
界
観 

 

垣
内
 
景
子
  

   

一
、
様
々
な
二
元
論
と
東
洋
の
一
元
論 

 

私
た
ち
は
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
事
象
を
し
ば
し
ば
二
つ
に
分
け
て
捉

え
よ
う
と
す
る
。精
神
と
肉
体（
心
と
身
体
、内
と
外
）、精
神
と
物
質（
心

理
と
物
理
）、主
観
と
客
観（
自
と
他
）、人
間
と
動
物（
生
物
と
無
生
物
）、

人
間
と
神
（
人
為
と
自
然
）、
生
と
死
（
こ
の
世
と
あ
の
世
）、
物
と
事…

…

等
々
、
私
た
ち
は
み
ず
か
ら
を
も
含
む
こ
の
世
界
を
、
こ
う
し
た
無
限

の
二
項
対
立
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
。 

こ
う
し
た
二
元
的
世
界
観
は
、
一
般
に
西
洋
の
「
近
代
の
知
」
が
も
た

ら
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
が
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
多
く
は
、
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
、
そ
れ
を
ご
く
当
た
り
前
の
も
の
の
見
方
で
あ
る
よ
う
に

感
じ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
魔
力
た
る
や
か
く
も
強
大

と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
故

な
の
だ
ろ
う
か
。
二
元
的
世
界
観
は
、
私
た
ち
の
素
朴
な
実
感
や
経
験
に

合
致
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
世
界
を
そ
の
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
は
、
人
間
理
性
の
宿
命
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
そ
れ
こ
そ

が
世
界
の
実
像
な
の
だ
か
ら…

…

と
そ
こ
ま
で
言
え
ば
、
夥
し
い
反
論
が

浴
び
せ
か
け
ら
れ
よ
う
。 

二
元
的
世
界
観
に
も
の
申
す
場
合
、
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
東

洋
の
伝
統
的
な
思
想
で
あ
る
。た
し
か
に
、中
国
古
代
の
孔
子
や
朱
子
に
、

あ
る
い
は
江
戸
時
代
の
人
々
に
、
物
心
二
元
論
や
客
観
的
合
理
主
義
を
見

出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
と
て
、
そ
う
い
っ
た
タ
ー

ム
で
く
く
ら
れ
る
思
想
こ
そ
表
明
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
物
と
心

を
別
概
念
と
し
て
対
立
的
に
考
え
た
り
、
主
客
の
問
題
を
意
識
し
て
い
た

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
東
洋
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
物
だ

の
心
だ
の
、
主
客
だ
の
と
い
っ
た
漢
字
を
用
い
て
、
西
洋
由
来
の
「
近
代

の
知
」
を
受
け
と
め
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
東
洋
的
伝
統
思
想
と
西
洋

的
近
代
思
想
の
境
目
は
そ
れ
な
り
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
抽
出
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
つ
ま
り
、
東
洋
の
伝
統
思
想
が
、
西
洋
近
代
ひ
い
て
は
現
代
の
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私
た
ち
の
思
想
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
世
界
観
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う

の
は
大
雑
把
す
ぎ
る
あ
る
種
の
幻
想
な
の
で
あ
り
、
異
質
の
部
分
と
共
通

す
る
部
分
と
を
丁
寧
に
分
別
す
る
こ
と
な
し
に
、
東
洋
に
お
け
る
西
洋
近

代
思
想
の
説
得
力
（
あ
る
い
は
そ
の
受
容
の
限
界
）
の
正
体
を
摑
む
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
。 

と
は
い
え
、
東
洋
の
伝
統
思
想
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
一
元
論
を
考
え

る
こ
と
は
、
二
元
論
の
限
界
（
も
し
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
な
ら
ば
）

を
暴
き
、
そ
れ
と
は
別
様
の
世
界
観
や
価
値
観
の
可
能
性
を
探
る
よ
す
が

に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
心
身
一
如
」「
主
客
合
一
」「
生
死
無
二
」

「
色
即
是
空
」「
心
即
理
」…

…

等
と
表
現
さ
れ
る
東
洋
の
一
元
論
は
、
も

ち
ろ
ん
そ
の
用
字
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
二
項（
心
と
身
、主
と
客…

…

）

を
前
提
と
し
た
上
で
の
そ
の
合
一
や
一
致
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

往
々
修
行
や
努
力
の
果
て
あ
る
い
は
あ
る
種
の
悟
り
に
よ
っ
て
開
か
れ
る

境
地
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
に
私
た
ち
の
日
常
感
覚
に
し
っ
く
り
く

る
も
の
で
も
あ
る
。 

私
た
ち
は
「
病
は
気
か
ら
」
と
言
っ
て
、
内
臓
の
疾
患
と
い
う
物
理
的

客
観
を
気
持
ち
の
持
ち
よ
う
と
い
う
心
理
的
主
観
と
の
関
連
で
考
え
た
り
、

「
場
の
空
気
」
と
言
っ
て
、
主
客
を
越
え
た
そ
の
場
の
一
体
感
や
影
響
関

係
を
実
感
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
非
「
科
学
的
」
現
象
を
言

う
場
合
に
、
東
洋
の
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
「
気
」
の
字
を
持
ち
出
す
。
あ

る
い
は
二
元
論
的
世
界
観
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
孤
独
を
癒
や
し
、
失
わ

れ
た
一
体
感
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
東
洋
の
私
た
ち
は
「
気
」
持
ち
や
空

「
気
」
を
「
気
」
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、「
気
」
と
い
う
概
念
こ
そ
は
、
東
洋
に
お
け
る
一
元
論
を
根
底
で

支
え
る
世
界
観
な
の
で
あ
る
。 

 

二
、「
気
」
と
は
何
か 
 

「
気
」と
は
何
か
を
定
義
す
る
の
は
難
し
い
。中
国
で
は
古
代
よ
り「
気
」

に
よ
っ
て
様
々
な
事
象
・
現
象
を
説
明
す
る
が
、
不
思
議
な
ほ
ど
「
気
」

そ
の
も
の
を
定
義
し
た
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
説
明
す
る
ま
で
も
な
く

自
明
の
「
気
」
を
用
い
て
、
古
い
時
代
の
中
国
人
は
「
〜
は
気
で
あ
る
」

「
〜
は
気
の
せ
い
で
あ
る
」と
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、

注
目
す
べ
き
は
そ
の
際
の
語
気
が「（
気
で
あ
る
か
ら
、気
が
原
因
で
あ
る

か
ら
）
ま
や
か
し
で
は
な
く
確
か
な
こ
と
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

だ
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
現
代
の
私
た
ち
が
「
〜
は
物
理
現
象
だ
」
と
説
明

さ
れ
て
何
と
な
く
ほ
っ
と
す
る
の
に
似
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、「
気
」
は

確
か
に
存
在
す
る
物
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
現
代
日
本
語
の
い
わ

ゆ
る
「
気
の
せ
い
」
で
済
ま
さ
れ
る
よ
う
な
不
確
か
な
も
の
で
は
な
い
。 

現
代
日
本
語
に
お
い
て
「
気
」
の
字
を
含
む
表
現
に
は
、
大
き
く
分
け

て
次
の
二
通
り
が
あ
る
。一
つ
は
人
の
心
の
動
き
や
意
識
に
関
す
る
も
の
、

た
と
え
ば
「
気
が
つ
く
、
気
に
な
る
、
気
を
失
う
、
気
が
狂
う
、
気
の
せ

い
、
や
る
気
、
元
気
、
気
合
い
、
気
持
ち
、
気
分
、
雰
囲
気…

…

」
等
々
、

も
う
一
つ
は
自
然
現
象
に
関
わ
る
も
の
、
た
と
え
ば
「
空
気
、
大
気
、
気

体
、
気
象
、
天
気
、
気
候…

…

」
等
々
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
語
感

を
敢
え
て
求
め
る
な
ら
ば
、「
目
に
は
見
え
な
い
が
確
か
に
感
じ
取
る
こ
と
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の
で
き
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
語
感
が
よ
り

は
っ
き
り
す
る
の
は
、
日
本
語
で
「
気
」
を
「
け
」
と
訓よ

む
「
気
配
、
人
気

ひ
と
け

の
な
い
、
大
人
気

お
と
な
げ

な
い
、
眠
た
げ
、
知
り
た
げ…

…

」
等
の
場
合
で
あ
ろ

う
。 「

気
の
せ
い
」
と
い
う
日
本
語
が
、
不
確
か
で
非
科
学
的
で
物
理
的
に

は
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
言
う
の
に
対
し
て
、
中
国
伝
統
の
「
気
」
概
念

は
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
語
感
を
持
つ
。
否
む
し
ろ
、
日
本
語
の
「
気
の
せ

い
」
を
不
確
か
な
も
の
と
感
じ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
現
代
の
私
た
ち
の
物

心
二
元
論
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
物
理
現
象
と
心
理
現
象
（
気
持
ち
や
思

い
）
と
を
ひ
と
連
な
り
の
現
象
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
「
気
」
の
一
元

的
世
界
観
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。 

こ
こ
で
は
差
当
た
り
「
気
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
ス
ピ
ー
ド
を
孕
ん
だ

き
わ
め
て
微
細
な
物
質
」
と
定
義
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
世
界
は
一
定
量

の
「
気
」
に
満
た
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
「
気
」
は
常
に
運
動
し
衝
突
し
合

い
集
散
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
現
象
を
出
現
・
消
滅
さ
せ
て

い
る
。
世
界
は
「
気
」
の
絶
え
間
な
い
変
化
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
無

限
の
組
み
合
わ
せ
、隙
間
の
な
い
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。物
も
事
も
、

生
物
も
無
生
物
も
、
す
べ
て
「
気
」
の
変
化
過
程
の
一
部
を
固
定
的
に
捉

え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
差
は
つ
か
の
間
集
ま
っ
た
「
気
」
の
状
態
の
差

に
す
ぎ
ず
、
世
界
の
実
像
は
過
去
か
ら
未
来
永
劫
一
瞬
た
り
と
も
止
ま
る

こ
と
の
な
い
ひ
と
連
な
り
の
「
気
」
の
流
れ
に
他
な
ら
な
い
。
東
洋
の
伝

統
思
想
の
根
底
に
流
れ
る
一
元
的
発
想
は
、
こ
の
「
気
」
に
よ
る
万
物
一

体
観
に
拠
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

三
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
気
」 

 

「
気
」
の
世
界
観
を
も
う
少
し
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
、
万

事
万
物
の
中
で
も
最
も
良
い
状
態
の
「
気
」
の
集
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
る

人
間
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
朱
子
学
の
祖
で
あ
る
南
宋
の
朱
子

は
、
人
の
生
死
を
「
気
」
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

人
が
生
ま
れ
る
の
は
精
気
が
集
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
人
は
一
定
の
量

の
気
を
持
っ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、必
ず
そ
れ
が
尽
き
る
時
が
来
る
。

尽
き
れ
ば
魂
気
は
天
に
帰
り
、
形
魄
は
地
に
帰
り
、
そ
し
て
死
ぬ
の

だ
。（『
朱
子
語
類
』
巻
三
・
十
九
条
） 

 

人
の
生
死
を
「
気
」
の
集
散
で
説
明
す
る
の
は
、
儒
教
に
限
ら
ず
古
代

中
国
の
基
本
的
な
発
想
で
あ
る
が
、
祖
先
崇
拝
と
い
う
名
目
で
死
後
の
世

界
と
密
接
に
関
わ
り
を
も
つ
儒
教
に
お
い
て
は
、「
気
」に
よ
る
生
死
の
説

明
は
両
刃
の
刃
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
生
死
を
「
気
」
で
説
明
す
る
こ

と
は
、
死
や
死
後
の
世
界
に
ま
つ
わ
る
あ
る
種
の
い
か
が
わ
し
さ
を
排
除

し
、「
気
」
と
い
う
確
か
な
物
理
現
象
に
還
元
で
き
る
一
方
、
そ
の
よ
う
な

ド
ラ
イ
な
説
明
が
近
親
者
の
死
後
の
祭
祀
の
意
味
を
そ
れ
こ
そ
物
理
的
に

否
定
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
も
次
の
よ
う
な

苦
し
い
説
明
を
し
て
い
る
。 
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人
が
死
ぬ
と
結
局
は
気
は
散
じ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
す
ぐ
に
は
散
じ

切
ら
な
い
の
で
、
感
格
（
感
じ
て
、
至
る
）
の
道
理
が
あ
る
の
だ
。

遠
い
昔
の
先
祖
に
つ
い
て
は
、
気
の
有
無
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
祭
祀
を
す
る
者
は
そ
の
子
孫
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
じ
一

つ
の
気
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、感
格
の
道
理
が
あ
る
の
だ
。

と
は
い
え
、
す
で
に
散
じ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
、
決
し
て
再
び
集
ま

ら
な
い
。
仏
教
で
は
人
が
死
ぬ
と
鬼
（
霊
）
に
な
り
、
鬼
は
ま
た
人

に
な
る
と
い
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
天
地
に
お
い
て
常
に
一

定
の
数
の
人
が
あ
の
世
と
こ
の
世
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
ば

か
り
で
、
造
化
の
作
用
は
要
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
馬
鹿

な
道
理
が
あ
る
も
の
か
。（
同
上
） 

 

朱
子
は
む
し
ろ
、
親
子
の
同
質
の
「
気
」
の
呼
応
現
象
を
言
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
世
と
あ
の
世
を
つ
な
ぐ
「
気
」
の
連
続
に
「
孝
」
の
意
味

を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、世
の
人
を
惑
わ
せ
る
怪
異
現
象（
幽

霊
、
祟
り
）
も
「
気
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
そ
れ
こ
そ
物
理
的
に
説
明
で

き
る
の
で
あ
っ
た
。 

人
が
生
ま
れ
る
の
は
、
人
と
な
る
に
足
る
「
気
」（
精
気
）
が
集
ま
る
か

ら
で
、
机
に
な
る
か
、
犬
に
な
る
か
、
人
に
な
る
か
の
違
い
は
、「
気
」
の

種
類
や
状
態
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
人
の
中
で
も
、
そ
の
能
力
・
性
格
・

運
命
等
に
差
異
が
あ
る
の
も
同
様
で
、
す
べ
て
集
ま
っ
た
「
気
」
が
決
定

す
る
。
そ
れ
で
も
、
机
や
犬
で
は
な
く
人
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
集
ま
っ
た
「
気
」
に
は
多
少
な
り
と
も
自
浄
作
用
が
あ
る
。

運
命
は
変
え
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
性
格
を
矯
正
し
、
能
力
を
向
上
さ
せ
、

少
し
で
も
健
康
で
長
生
き
を
す
る
た
め
に
努
力
す
る
余
地
が
想
定
さ
れ
て

い
る
の
も
、
机
や
犬
で
は
な
い
人
の
「
気
」
の
特
殊
性
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。 

中
国
で
は
古
代
か
ら
「
養
気
」「
養
生
」
を
め
ぐ
る
様
々
な
思
想
・
技
法

が
発
達
し
た
。
生
ま
れ
た
時
に
稟う

け
た
「
気
」
を
後
天
的
に
養
い
、
少
し

で
も
「
気
」
が
散
じ
去
る
こ
と
（
即
ち
死
）
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、人
と
い
う
現
象
に「
心
」と
い
う
作
用
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

「
心
」
は
人
を
人
た
ら
し
む
る
所
以
で
あ
り
、「
心
」
と
い
う
主
体
性
に
よ

っ
て
人
は
「
気
」
の
決
定
論
・
宿
命
論
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、「
心
」
の
登
場
に
よ
っ
て
人
は
ひ
と
連
な
り

の
「
気
」
の
世
界
か
ら
逸
脱
し
、
世
界
を
客
観
と
し
て
分
節
的
に
観
る
よ

う
に
な
る
。
先
に
挙
げ
た
「
心
身
一
如
」
等
の
東
洋
伝
統
の
一
元
論
的
ス

ロ
ー
ガ
ン
は
、
す
で
に
逸
脱
し
た
世
界
へ
再
び
回
帰
し
、
分
節
さ
れ
た
世

界
を
再
び
一
つ
の
流
れ
に
戻
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

四
、「
気
」
と
「
心
」
と
「
理
」 

 

朱
子
は
「
心
は
気
の
精
爽
」（
同
上
巻
五
・
二
十
八
条
）
と
言
う
。
す
な

わ
ち
、
人
間
と
い
う
存
在
＝
現
象
を
構
成
す
る
「
気
」
の
中
で
も
、「
心
」

と
い
う
精
神
活
動
を
な
す「
気
」は
、肉
体
お
よ
び
そ
の
運
動
を
な
す「
気
」

に
比
べ
て
、
特
に
き
め
細
や
か
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ
（
精
）
の
び
や

か
で
ス
ピ
ー
ド
に
充
ち
た
（
爽
）
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
に
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は
明
ら
か
に
肉
体
（
身
）
と
精
神
（
心
）
を
区
別
し
て
、
後
者
を
よ
り
優

れ
た
も
の
と
す
る
見
方
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
肉
体
（
身
）
と
精
神
（
心
）

の
区
別
は
、
あ
く
ま
で
も
「
気
」
の
質
や
状
態
の
差
は
す
ぎ
ず
、
両
者
は

な
だ
ら
か
に
連
続
し
て
い
る
。 

私
た
ち
は
、
手
を
触
れ
ず
に
念
力
で
物
を
動
か
し
た
り
、
雨
乞
い
を
し

て
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
等
を
非
科
学
的
な
迷
信
か
偶
然
と
考
え
る
。
物
が

動
き
雨
が
降
る
と
い
う
物
理
現
象
と
、
そ
れ
を
「
心
」
の
中
で
念
じ
祈
る

心
理
活
動
と
の
間
に
因
果
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
「
気
」
休

め
な
ら
ば
と
も
か
く
、
ふ
つ
う
は
無
意
味
な
こ
と
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「
気
」
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、「
心
」
が
動
け
ば
そ
の
「
気
」
と
接
し
て
い

る
肉
体
の
「
気
」
に
連
動
し
、
そ
の
肉
体
を
と
り
ま
く
「
気
」
に
も
影
響

を
及
ぼ
す
。
隙
間
が
無
い
以
上
、
目
に
見
え
な
い
（
物
と
し
て
認
知
で
き

る
固
ま
り
に
な
っ
て
い
な
い
）「
気
」
を
経
由
し
て
離
れ
た
場
所
に
あ
る
物

体
の
「
気
」
や
雨
と
い
う
現
象
を
引
き
起
こ
す
天
空
の
「
気
」
に
ま
で
そ

の
波
動
が
届
く
か
も
し
れ
な
い
。 

同
様
に
、
良
か
ら
ぬ
こ
と
を
考
え
る
と
、「
心
」
の
「
気
」
が
乱
れ
た
り

濁
っ
た
り
す
る
。
そ
の
汚
い
「
気
」
が
肉
体
の
「
気
」
に
作
用
す
れ
ば
体

調
を
崩
す
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
い
え
ば
、
そ
の
濁
っ
た
「
気
」
は
ま
わ

り
の
「
気
」
に
影
響
を
与
え
、
天
空
の
「
気
」
を
乱
し
天
変
地
異
や
事
故

を
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。
悪
い
政
治
が
続
く
と
天
災
が
起
こ
る
、

天
災
は
君
主
を
戒
め
る
も
の
だ
と
い
う
思
想
も
、
単
な
る
脅
し
や
迷
信
で

は
な
く
、「
気
」
の
観
点
か
ら
物
理
的
に
説
明
が
つ
く
の
で
あ
っ
た
。 

朱
子
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

鬼
神
は
気
に
過
ぎ
な
い
。
屈
伸
往
来
す
る
も
の
は
、
気
で
あ
る
。
天

地
の
間
、
気
で
な
い
も
の
は
無
い
。
人
の
気
と
天
地
の
気
と
は
常
に

つ
な
が
っ
て
い
て
、
隙
間
な
ど
な
い
の
だ
が
、
人
が
そ
の
こ
と
を
知

ら
な
い
だ
け
だ
。
人
の
心
が
少
し
で
も
動
け
ば
、
す
ぐ
に
気
に
連
動

し
、屈
伸
往
来
す
る
も
の
と
感
通
し
合
う
。例
え
ば
、占
い
な
ど
は
、

す
べ
て
心
の
中
に
も
と
も
と
あ
る
も
の
を
言
う
だ
け
で
、
心
が
動
け

ば
必
ず
そ
れ
に
応
じ
た
反
応
が
あ
る
の
だ
。（
同
巻
三
・
七
条
） 

 

「
鬼
神
」
と
は
、
人
の
死
後
の
霊
魂
の
よ
う
な
も
の
で
、
死
ん
だ
人
の

「
気
」
が
完
全
に
散
じ
切
り
ま
わ
り
の
「
気
」
の
海
に
溶
け
込
む
ま
で
の

間
、こ
の
世
と
あ
の
世
を
行
っ
た
り
来
た
り（
屈
伸
往
来
）す
る
。「
鬼
神
」

は
時
に
は
近
親
者
の
思
い
（
と
い
う
同
種
の
「
気
」
の
動
き
）
に
感
応
し

て
こ
の
世
に
や
っ
て
来
て
近
親
者
を
庇
護
し
、
時
に
は
生
前
の
怨
み
（
と

い
う
な
か
な
か
散
じ
な
い
「
気
」
の
凝
り
）
の
せ
い
で
こ
の
世
に
祟
り
（
と

い
う
通
常
と
は
異
な
る
「
気
」
の
現
象
）
を
生
じ
さ
せ
る
。
朱
子
が
挙
げ

て
い
る
占
い
を
例
に
言
え
ば
、お
告
げ
を
示
す
筮
竹
や
コ
イ
ン
の
動
き（
と

い
う
物
理
現
象
）
は
、
占
う
者
の
「
心
」
の
中
の
、
本
人
も
意
識
し
て
い

な
い
か
す
か
な
動
き
に
呼
応
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
自
明
と
感
じ
ら
れ
る
物
理
現
象
と

心
理
現
象
の
区
別
は
、
す
べ
て
「
気
」
の
動
き
の
連
動
と
し
て
捨
象
さ
れ

る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
た
私
た
ち
の
日
常
感
覚
と
は
食
い
違
う
か
も
し

れ
な
い
が
、
ま
わ
り
の
物
事
の
「
気
」
が
「
心
」
の
「
気
」
に
影
響
を
与
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え
る
以
上
に
、「
心
」
が
ま
わ
り
の
物
事
を
左
右
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
「
心
」
の
優
位
が
、
人
の
人
た
る
所
以
な
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
こ
の
「
心
」
ゆ
え
に
、
人
は
各
々
た
っ
た
一
人
で
ひ
と
連
な
り
の

「
気
」
の
世
界
の
外
に
立
ち
、
自
分
だ
け
が
含
ま
れ
な
い
世
界
を
見
つ
め

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
時
、
目
前
の
「
気
」
の
流
れ
は

美
し
い
「
理
」
の
世
界
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
っ
た
。 

世
界
を
「
気
」
だ
け
で
は
な
く
「
理
」
と
合
わ
せ
て
説
明
し
よ
う
と
し

た
の
が
、
朱
子
学
の
い
わ
ゆ
る
「
理
気
二
元
論
」
で
あ
る
。「
二
元
論
」
と

は
い
う
も
の
の
、「
気
」
と
「
理
」
は
本
来
は
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
、

両
者
は
常
に
同
時
に
し
か
存
在
せ
ず
、
別
個
に
は
想
定
で
き
な
い
。
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
言
語
に
お
い
て
音
声
や
文
字
と
い
う
媒
体
（
物
理
的
現
象
）

と
そ
れ
が
示
す
意
味
と
が
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
の
に
似
て
い
る
。

万
事
万
象
は
た
だ
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
べ
く
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
必
ず
何
ら
か
の
意
味
や
価
値
や
役
割
、
す
な
わ
ち
「
理
」
が
あ
る
。

少
な
く
と
も
、「
心
」と
い
う
作
用
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
に
と
っ
て
は
、

世
界
は
単
な
る
「
気
」
の
流
れ
で
は
な
く
、
各
々
そ
の
意
味
や
価
値
や
役

割
を
担
っ
た
物
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
っ
た
。 

 

五
、「
気
」
を
強
調
す
る
こ
と
の
意
味 

 

朱
子
学
が
「
理
」
と
「
気
」
に
よ
っ
て
世
界
を
説
明
し
て
以
降
、
東
洋

の
思
想
史
に
お
い
て
、「
気
」
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の

思
想
的
立
場
や
傾
向
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
因
み
に
、
朱
子
が
伝

統
的
な
「
気
」
概
念
を
改
め
て
取
り
上
げ
た
最
大
の
理
由
は
、「
気
」
の
も

つ
物
質
的
確
か
さ
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
虚
無
観
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
こ
の
世
界
は
、
万
事
万
象
は
、
仏
教
の
説
く
が
如
く
虚
無
で
も
空
で

も
な
く
、
確
か
に
有
る
、
す
な
わ
ち
「
気
」
が
有
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し

か
し
、
朱
子
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
「
心
」
を
持
つ
人
間
に
と
っ
て
、
世

界
は
た
だ
有
る
の
で
は
な
く
、あ
る
べ
く
有
る
も
の
で
あ
っ
た
。こ
こ
に
、

本
来
は
二
元
論
で
は
な
か
っ
た
は
ず
の
「
気
」
と
「
理
」
が
、
あ
た
か
も

対
立
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
な
図
式
が
出
来
上
が
る
。
す
な
わ
ち
、「
気
」

＝
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
＝
現
実
、「
理
」
＝
あ
る
べ
き
世
界
＝
理
想
と
い
う

二
元
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
朱
子
学
は
後
者
を
重
視
し

た
。
朱
子
学
が
「
理
学
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
所
以
で
あ
る
。 

朱
子
学
が
「
理
学
」
と
し
て
強
力
な
権
威
を
も
つ
よ
う
に
な
る
に
つ
れ

て
、
あ
る
べ
き
世
界
の
理
想
論
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
人
々
は
、「
心
」
の
価

値
を
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。
朱
子
学
以
降
、
敢

え
て
「
気
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
あ
る
べ
き
よ
り
も
あ
る
が
ま
ま
を
、

理
想
よ
り
も
現
実
を
、「
心
」の
出
発
点
に
し
直
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、中
国
の
近
代
前
夜
に
お
い
て
は
、「
理
」＝
規
範
と「
気
」

＝
欲
望
の
対
立
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

朱
子
学
＝
「
理
学
」
を
意
識
し
た
「
気
」
の
重
視
は
、「
気
」
の
も
つ
万

物
一
体
観
の
強
調
に
も
帰
結
す
る
。
朱
子
学
の
「
理
」
を
批
判
し
た
陽
明

学
は
、
特
段
「
気
」
を
強
調
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
る
が
ま
ま
の
吾

が
「
心
」
の
実
感
に
「
理
」
の
根
拠
を
据
え
直
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
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様
の
万
物
一
体
観
（
感
）
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
他
者

の
苦
し
み
や
痛
み
を
み
ず
か
ら
の
苦
し
み
や
痛
み
と
感
じ
て
已
む
に
已
ま

れ
ぬ
行
動
へ
と
人
を
駆
り
立
て
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
傾
向
が
最
も
先
鋭

化
し
た
の
が
、
日
本
の
近
代
が
見
出
し
た
陽
明
学
で
あ
っ
た
。
本
場
中
国

の
陽
明
学
以
上
に
行
動
主
義
に
読
み
替
え
ら
れ
た
日
本
の
陽
明
学
は
、
明

治
期
の
国
粋
主
義
的
な
東
洋
精
神
発
揚
の
も
と
、
江
戸
期
・
幕
末
に
ま
で

遡
り
意
図
的
に
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
陽
明
学
者
の
「
已

む
に
已
ま
れ
ぬ
大
和
魂
」（
吉
田
松
陰
）
に
も
「
気
」
の
思
想
の
日
本
的
展

開
が
看
取
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 


