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夏目激石・良寛・王義之をめぐる「則天去私』の精神荒井優
はじめに夏

目
激
石
（一
八
六
七
1一
九一
六）
は
近
代
作
家の
中
で
も

特
に
書
を
熱
心
に
学
び
親
し
ん
だ。
顔
真
卿、
懐
素、
王
義
之
な

ど
の
法
帖を
は
じ
め、
膨
大
な
拓
本
を
蔵
書
し、
小
説
に
お
い
て

も
度々
書
に
つ
い
て
の
記
述
が
登
場
す
る。
書
に
対
す
る
造
詣
は

漢
詩
に
付
随
す
る
形
で
始
ま
り、
門
下
生
や
友
人
た
ち
と
の
交
流

の
中
で、
多
く
の
書
作
品
を
残
し
た。
書
は、
激
石
に
とっ
て
楽

し
み
で
あ
り、
執
筆
活
動
に
お
け
る
束の
間の
休
息
で
も
あっ
た。

ま
た
英
国
留
学
や
神
経
衰
弱
と
称
さ
れ
る
胃
潰
蕩で
の
入
院
を
経

て、「
書」
が
単
な
る
余
技
で
は
な
く、
自
身
を
東
洋
人
夏
目
激
石

と
し
て
保つ
た
め
の一
つ
の
手
段
と
なっ
て
い
く。
亡
く
な
る一

か
月
前
に
激
石
が
揮
毒
し
た
「
則
天
去
私」
は
激
石
の
哲
学
と
し

て
広
く
知
ら
れ
て
い
る。
し
か
し、
生
前
に
激
石
は
直
接
「
則
天

去
私」
の
意
味
を
敷
祈
し
な
かっ
た
た
め、
現
在、
大正
五
年
十

一
月
の
木
曜
会の
席
に
い
た
門
下
生
の
回
想
に
よっ
てし
か
知
る

こ
と
が
で
き
な
い。
し
た
がっ
て、
その
真
意
につ
い
て
定
説
的

な
解
釈
は
未
だ
に
わ
かっ
て
い
ない。
亡
く
な
る
直
前
に
こ
の
言

葉を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら、
激
石
が一
生
を
掛
け
て
導い
た
理

想
境
地
で
あ
る
と
言
え
るだ
ろ
う。
激
石
に
とっ
て「
則
天去
私」

と
は
ど
の
よ
う
な
境
地
だっ
たの
だ
ろ
うか。
未
だ
はっ
きり
と

し
た
概
念の
な
い
「
則
天
去
私」
につ
い
て
書
人
夏
目
激
石
とい

う
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
をし
て
い
く
こ
と
が
本
稿の
目
的
で
あ
る。

夏
目
激
右
の
精
神
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激
石
最
後の
未
完の
小
説
『
明
暗』
は
「
則
天
去
私」
の
精
神

が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
と
指
摘
が
あ
る。
久
米
正
雄、
芥
川
龍
之

介
宛
書
簡
に－記
さ
れ
た
漢詩
に
は「
明
暗
讐
讐」
と
小
説『
明
暗』

の
題
名が
読
み
込
ま
れ
て
い
る。
こ
れ
につ
い
て
激
石
は
「
明
暗

讐
讐
と
い
ふ
の
は
禅
家
で
用
ひ
る
熟
語
で
あ
り
ま
す」
「
結
句
に

自
由
成
と
あ
る
は
（
中
略）
是
も
自
然の
成
行
上
巳
を
得
ない
と

思
っ
て
下
さ
い
（一）
」
と
述べ
て
い
る。
こ
こ
か
ら、
激
石
は

「
自
由」
へ
の
道
で
あ
る、
「
自
然」
で
あ
る
こ
と
を求
め
て
い

た
と
考
え
る。
坂
本
（一
九
七
九）
（二）
の
中
で
『
明
暗』
に



お
け
る
激
石
の
意
識
につ
い
て
述べ
た
部
分
を
引
用
す
る。

最
後の
未
完の
大
作
「
明
暗」
に
お
い
て
は、
激
石
の
作
家的

な
立
場
は、
従
来
と
全
く
変
わっ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば

な
ら
な
い。
そ
れ
は
作
家
と
し
て
の
特
権
に
よっ
て、
作
中
人側剖到刈U1刈叫判例刷川叫討対吋鮒制ぺ4関川剖寸

引叶パパ引制劇剖1制列州捌剰叫寸川引と
い
う一
事
で
あ

る
（「
去
私」
的
態
度）。
（
中
略）
作
者
は
運
命
的
な
歩
み
を、

仏
の
よ
う
な
慈
眼
を
もっ
て
見
守
り
育
て
て
ゆ
く
こ
と
だ
け

が
残
さ
れ
て
い
る
（「
則
天」
的
態
度）。
（
傍
線
部
分
筆
者）

つ
ま
り、
作
家
本
位の
姿
勢
か
ら
「
物
語の
行
方」
を
作
中
人

物
の
手
に
ゆ
だ
ね
て、
静
か
に
見
守
る
と
い
う
態
度」
に
変
化
し

て
い
る。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
松
岡
譲の
『
激
石
先
生』
の一
節

を
引
用
す
る
さ二。

柳
は
緑
に
花
は
紅
で
そ
れ
で
い〉
ぢ
ゃ
な
い
か。
あ
る
も
の
を

あ
る
が
ま
ま
に
見
る。
そ
れ
が
信
と
い
ふ
もの
で
は
あ
る
ま
い

川1（
後
略）
（
傍
線
部
分
筆
者）

こ
れ
は
激
石
の
直
話
で
あ
り、
「
今
度
の
『
明
暗』
な
ん
ぞ
さ

う
い
ふ
態
度
で
書い
て
ゐ
る」
と
付
け
加
え
て
い
る。
更
に、

の
境
地
を
「
則
天
去
私」
と
呼
び、
「
普
遍
的
な
大
我
を
命
ずる

ま〉
に
自
分
を
ま
か
せ
る
と
い
っ
た
や
う
な
事」
と
話し
て
い
る。

こ
の
言
葉の
背
景
に
は、
作
品
の
中
に
作
者
自
身の
倫
理
観
が
如

実
に
表
れ
て
い
た
西
洋
文
学
的
な
傾
向へ
の
反
省が
伺
え
る。
ま

た、
畔
柳
芥
舟
宛の
書
簡
（
四）
の
中
で、
激
石
は
「
心」
を、

純
科
学
的
な
方
法
で
分
析
で
き
ない
もの
と
捉
え
て
い
た。
従っ

て、
激
石
は
「
『
則
天』
『
去
私』
的
な
態
度」
に
よっ
て、
作

中の
人
物
た
ち
の
心
の
動
き
を
自
らの
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
描

い
て
い
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う。

激
石
が
再
入
院
中
に
書い
た
無
題
詩
「
帰
来
覚
命
根
杏
官
寛
難

知
（
玉）
」
が
あ
る。
こ
の
漢
詩の
初
案
は
「
命
根
何
処
来
霊

台
不
可
知」
と
あ
り、
中
で
も
「
霊
台」
と
い
う
言
葉に
注
目
し

た
い。
霊
台
は
『
荘
子』
雑
篇
庚
桑
楚
第二
十三
（
六）
に
「
心

な
り」
と
示
さ
れ
て
い
る。
ま
た、
「
心
の
中
に
は、
一
つ
の
定

まっ
た
もの
が
あ
る
が、
何
に
よっ
て
そ
れ
が
定
まっ
て
い
るの

か
わ
か
ら
な
い。
」
と
あ
る。
孫過
庭の
『
書
譜』
に
お
い
て
も

「
巳
溶
稜
於
璽
蓋」
と
用
い
ら
れて
お
り、
「
己
の
魂の
奥か
ら

ほ
と
ば
し
る
こ
と」
と
示
さ
れ
てい
る。
その
前
後の
内
容
を
見

て
み
る
と、
「
況
ん
や
書の
妙
た
る、
近
く
は
諸
を
身
に
取
る
を

や。
仮
令、
運
用
未
だ
周
か
ら
ず、
尚
お
工
を
秘
奥
に
臆
く
と
も、

而
も
波
欄の
際、
巳
に
霊
台
よ
り
溶
発
す。
（
七）
」
と
あ
り、

訳
は、
「
ま
し
て
書の
妙
趣
が、
『自
己
の
身
近
な
体
験
か
ら
汲
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み
取っ
て
い
く』
もの
で
あ
る
か
ら、
な
お
さ
ら
で
あ
る。
だ
か

ら、
仮
に
運
筆
が
未
熟
で、
技
巧
が
奥
義
に
達
し
て
い
な
く
て
も、

筆
の
躍
動
は、
すで
に
魂の
奥
底
か
ら
発
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る。」

と
あ
る。
文
学
で
言い
換
え
る
と、
技
は
伴
わ
な
く
と
も、
作
者

の
魂
や
作
中
人
物
の
心
の
中
か
ら
自
然
と
沸
き
起
こ
る
もの
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る。

以
上
か
ら、
激
石
は
執
筆
活
動
や
文
学の
根
源
を
心
か
ら
自
然

と
起
こ
る
もの
と
感
じ
て
い
た
と
考
え
る。
心
か
ら
湧
き
出
て
く

る
もの
は、
分
析
不
可
能
で
あ
り
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。

そ
れ
は
激
石
文
学の
作
中
人
物
の
心
は
勿
論の
事、
激
石
自
身
の

心
も、
操
作
不
可
能
な
不
可
思
議
な
もの
と
感
じ
て
い
た
の
で
は

な
い
か。
従っ
て、
「
『
則
天』
『
去
私』
的
態
度」
に
行
き
着

い
た
と
推
測
す
る。

続
け
て、
前
述
の
「
柳
は
緑
に
花
は
紅
で
そ
れ
で
い
〉
ぢ
ゃ
な

か。」
と
い
う
言
葉に
注
目
し
た
い。
こ
れ
は
中
国の
北
宋
代の
文

人
で
あ
る
蘇
戟
（
蘇
東
城）
が
残
し
た
「
柳
は
緑、
花
は
紅、
真

面
目」
が
基
に
なっ
て
お
り、
禅の
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て

い
る。「
則
天
去
私」
に
繋
が
る
重
要
な
ワ
l
ド
で
あ
る
と
考
え
る。

「
柳
緑
花
紅」
は、「
そ
れ
ぞ
れ
が
真
理
そ
の
もの
の
顕
現
で
あ
る。

目
に
映
る
森
羅
万
象
は
多
種
多
様
で
千
差
万
別
だ
け
れ
ど
も、
そ

れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
尊い
真
理の
姿が
現
れ
て
お
り、
か
け
が
え

の
な
い
輝
を
放っ
て
い
る
こ
と
を
表
す。
（
八
ご
と
い
う
意
味
で

禅
と
は
自
分
自
身の
煩
悩
や
我
執
な
ど
を
無
く
し

「
無」
を
形
成
す
る
こ
とか
ら
始
ま
る。
その
為、
自らの
手
を

加
え
た
途
端「
無」
は
破綻
す
る。「
無」
を
作
り
出
す
た
め
に
は

「
柳
緑
花
紅」、
ま
た
「
近
く
は
諸
を
身
に
取
る
を
や。
（
中
略）

巳
に
霊
台
よ
り
溶
発
す。」
の
精
神
が
重
要
で
あ
る
と
推
察
す
る。

つ
ま
り、
作
者の
魂
や
作
中
人
物
の
心
の
中
か
ら
沸
き
起こっ
た

も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
観察
す
る
の
で
あ
る。
激
石
が
「『
則
天』

『
去
私』的
態
度」
に
行
き
着い
た
所
以が
こ
こ
か
ら
も
伺
え
る。

あ
る。
ま
た、

夏
目
激
石
の
書
道
観

激
石
の
書
道
観
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
が
良
寛
の
存
在

で
あ
る。
東
洋
文
化
を
代表
す
る
漢
詩
が
激
石
に
とっ
て、
禅の

精
神
を
体
現
す
る
もの
で
あ
る
よ
う
に、
書
も一
つ
の
手
段
で
あ

っ
た。
激
石
は
特
に
禅
僧の
書
を
好
み、
多
くの
作
品
を
所
蔵し

た。
参
禅
を
断
念
し
た
撤石
に
とっ
て
禅の
真
髄
や
「
無」
の
体

現
を
取
り
入
れ
る
方
法
だっ
た
と
考
え
る。

激
石
が
求
め
た
書
につ
い
て、
石
川
（一
九
九
四）
（
九）
の

中
で
「
激
石
は、
（
中
略）
「
張
玄
墓
誌
銘」
の
筆
法
を
菅
虎
雄

か
ら
習い
『
窮
屈
千
万』
だっ
た
と
も
書い
て
い
る。
中
村
不
折

の
書
に
つ
い
て、『
あ〉
恰好
ば
か
り
奇
抜がっ
て
ど
う
す
る
か』

『
六
朝一
派
：
矢
鱈
と四
角
張っ
た
もの
を
作
り
箱の
様
な
展



覧
を
催
し
喜
び
居
候』
と
書い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら、
い
わ
ゆ
る

碑
学
系
の
書
を
評
価
し
て
い
な
かっ
た。
（
後
略）
」
と
述べ
ら

れ
て
い
る。

以
上
か
ら、
激
石
は
書
に
お
い
て
も
小
説
と
同
様
「
自
然」
を

求
め
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
禅の「
無」

で
あ
り、
「
無」
を
有
形
化
し
た
表
現こ
そ
真
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
た
の
だ
ろ
う。
従っ
て、
激
石
は
格
好の
つ
け
た
もの
で
は

な
く、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
書
を
好
ん
で
い
た。

激
石
は
禅
僧
の
中
で
も
良
寛の
作
品
を
特
に
好
ん
で
い
た。

「
良
寛
上
人
は
嫌
ひ
な
もの
の
う
ち
に
詩
人の
詩
と
書
家の
書
を

平
生
か
ら
数へ
て
ゐ
た。
そ
れ
を
嫌
ふ
上
人の
見
地
は、
黒
人
の

臭を
悪
む
純
粋
で
ナ
イ
ー
ブ
な
素
人の
品
位
か
ら
で
て
ゐ
る。
そ

こ
に
摺
れ
枯
ら
し
に
な
ら
な
い
素
人
の
尊
さ
が
潜
ん
で
い
る。

（
十）
」
と
良
寛
を
評
価
し
て
い
る。

「
か
た
み
と
て
何
か
残
さ
む
春
は
花
夏
ほ
と
ほ
ぎ
ず

秋
は
も
み
ぢ
葉」
は
良
寛の
辞
世
句
で
あ
り、
唐
津（一
九
九一）

（
十一）
に
よ
る
と、「
大
自
然
こ
そ
が、
自
分の
死
後
に
お
け
る

『
か
た
み』
で
あ
る
と
い
うこ
と
で
あ
る。
良
寛に
とっ
て
は『
柳

は
緑
に
花
は
紅
な
り』
と
い
う
大
自
然
が
即
ち
我
が
宇
宙
観
で
あ

り、
人
生
観
で
あ
り、
死
期
に
際
し
て
悠
揚
迫
ら
な
い
生
死
観
を

示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。」
と
あ
る。
良
寛
も
激
石
同
様

「
柳
緑
花
紅」
の
姿
勢
を
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る。
良

寛
も
あ
り
の
ま
ま
を
見つ
め
る
こ
と
で
「
真」
を
見
て
い
た。
ま

た、
良
寛
と
激
石
の
い
くつ
か
の
漢
詩
に
おい
て
「
真」
に
つ
い

て、
ま
た
「
死」
を
自
覚
す
る
こ
と
が
私
利
私
欲
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
た。
見
え
て
い
る
もの、

そ
の
もの
が
『
真』
で
あ
る
と
い
うこ
と、
自
分
自
身に
つ
い
て

も、
あ
れ
こ
れ
と
悩
む
の
で
は
な
く、
た
だ
縁
や
運
命
に
従っ
て

焦
ら
ず、
命
を
全
う
す
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
た。
「
則
天
去

私」
の
境
地
に
通
ず
る
と
考
察
する。

四

夏
目
淑
石
と
王
義
之

次
の
引
用
は、
福
本
（一
九
八
八）
（
十二）

序』
の一
部
分の
訓
読
文
と
そ
の
訳で
あ
る。
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に
あ
る
『
蘭
亭

仰
い
で
宇
宙
の
大
を
観、
術
し
て
品
類の
盛
ん
な
る
を
察
す。

所
以
に
目
を
遊
ば
し
め
懐
を
腸せ、
以て
視
聴の
娯
し
み
を
極

む
る
に
足
れ
り。
信
に
楽
し
む
可
き
な
り。
（
中
略）
況ん
や

惰
短
は
化
に
随い、
終
に
尽
く
る
に
期
す
る
を
や。
古
人
云
う、

死
生
も
亦
た
大
な
り
と。
量
に
痛
ま
し
か
ら
ず
や。
（
中
略）

固
よ
り
死
生
を一
に
す
る
は
虚
誕た
り、
彰
蕩を
斉し
く
す
る

は
妄
作
た
る
を
知
る。



広
大
な
宇
宙
を
仰
ぎ
見、
盛
ん
な
万
物
を
見
お
ろ
し
て
察
し、

そ
れ
ゆ
え
気
ま
ま
に
眺
め
思
い
を
馳
せ、
そ
う
す
る
こ
と
で
充

分
に
目
と
耳
の
娯
し
み
をつ
く
す
の
は、
実
に
楽
し
い
こ
と
で

あ
る。
（
中
略）
ま
し
て
命
の
長
短
は
物
の
変
化
に
従い、
つ

い
に
は
尽
き
る
こ
と
に
き
まっ
て
い
る
の
で
あ
る。
昔の
人
も

生
と
死
は
や
は
り
大
切
な
こ
と
だ
と
いっ
た
が、
ど
う
し
て
痛

ま
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
か。
（
中
略）
も
と
よ
り
死
と
生
を
同

一
視
す
る
の
は
い
つ
わ
り
で
あ
り、
彰
祖
と
若
死
に
の
者
を
ひ

と
し
く
す
る
の
も、

（
後
略）
（
傍
線
部
分

で
た
ら
め
で
あ
る

筆
者）

王
義
之
は
命
に
つ
い
て、
自
然
と
同
様
何
れ
朽
ち
果
て
る
もの

で
あ
り、
そ
の
運
命
に
つ
い
て、
自
分の
力
が
及
ば
な
い
こ
と
を

悟っ
て
い
た
と
推
察
す
る。
し
か
し、「
生
と
死
が
依
存
し
あっ
て

い
る
こ
と（
十三）」
に
つ
い
て
は
否
定
を
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る。
こ
れ
に
つ
い
て、
森
野（一
九
九
七）
（
十
四）
の

解
釈
を
ま
と
め
る
と
「
王
義
之
は
自
分の
人
生
は一
度
き
り
と
い

う
こ
と
を
悟
り、
悲
し
む
と
同
時
に、
そ
の
運
命
は
ど
う
す
る
こ

と
も
出
来
な
い
か
ら
こ
そ
『
目
前の
楽
し
み』
を
求
め
て
生
き
る

と
い
う
境
地
に
至っ
た」
と
い
う
こ
と
に
な
る。
以
上
か
ら、
王

義
之
の
哲
学
の一
つ
に
「
目
前
の
楽
し
み」
を
求
め
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る。

更
に
「
広
大
な
宇
宙
を
仰
ぎ
見、
盛
ん
な
万
物
を
見
お
ろし
て

察
し」
の
部
分
は、
「『
則天』
的
態
度」
の
「
仏の
よ
う
な
慈
眼

を
もっ」
に
通
ず
る。
ここ
につ
い
て、
前
述の
「
近
く
は
諸
を

身
に
取
る」
に
注
目
す
る。
こ
れ
は
『
易』
繋
辞
下
（
十五）
の

引
用
で
あ
る。

古
者
包
犠
氏
の
天
下
に王
た
る
や、
仰い
で
は
象
を
天
に
観、

僻
し
て
は
法
を
地
に
観、
鳥
獣の
文
と
地
の
宜
と
を
観、
近
く

吋斗利剖射叫刷叶dl（
中
略）
是
に
於
い
て
始
め
て
八
卦
を

作
り、
以
て
神
明
の
徳を
通
じ、
以て
万
物の
情を
類
す。

太
古の
世、
包
犠
氏
が
天
下
に
王
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
時、

包
犠
氏
は
上
向い
て
は
天の
日
月
な
ど
に
象
徴を
見、
下
を
向

い
て
地
の
山
沢
な
ど
に
手
本
を
見
て
取
り、
鳥
獣の
羽
毛
の
模

様
と
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
宜
し
い
草
木
金
石
な
ど
を
観
察
し、

組パ珂寸同劇例制吋剣1副引叶州引叶l（
中
略）
こ
こ
で

始
め
て
八
卦
を
作
り、
こ
れ
で
もっ
て
造
化の
神の
徳
と
通い

合
い、
こ
れ
で
もっ
て
万
物
の
実
状
を
類
型
に
し
て
示
し
た。

（
傍
線
部
分
筆
者）

-31 

従っ
て、

し
て
察
し、
「
広
大
な
宇
宙
を
仰
ぎ
見、
盛
ん
な
万
物
を
見
お
ろ

（
中
略）
実に
楽
し
い
こ
と
で
あ
る。」
と
は、
王
義



之
哲
学
で
あ
る
「
目
前
の
楽し
み」
の
こ
と
で
あ
り、
包
犠
氏
の

よ
う
に
自
然の
理
法
を
自
分
自
身の
体
験
に
よっ
て
会
得
す
る
こ

と
と
考
え
る。
ま
た、
こ
の
精
神
を
基
に、
王
義
之
書
法
を
完
成

さ
せ
て
いっ
た
の
で
は
な
い
か。
こ
れ
は
「
則
天」
の
言
葉
と
リ

ン
ク
し
て
お
り、
人
為
を
超
え
た
自
然
の
理
法
に
即
し
て
い
く
こ

と
を
激
石
同
様、
王
義
之
は
求
め
て
い
た
と
推
察
す
る。

ま
た、
王
義
之
は
「
死」
に
つ
い
て
も
『
蘭
亭
序』
で
言
及
し

て
い
る。
王
義
之
は
「
真」
を
捉
え
続
け
る
こ
と
で
自
分
自
身と

向
き
合
い、
「
死」
と
向
き
合っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る。
こ
れ

は、
良
寛
と
激
石
の
「
無」
の
境
地
を
求
め
る
こ
と
で、
自
分
自

身
と
向
き
合っ
て
い
た
姿と
酷
似
し
て
い
る。
「
真」
を
知
る
に

は
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り、
自
分
自
身
を

知
る
こ
と
で
「
真」
を
理
解
で
き
る。
つ
ま
り、
目
前の
も
の
を

あ
る
が
ま
ま
に
見
る
中
で
自
分
自
身
と
は
何
か、
そ
し
て
必
ず
訪

れ
る
死
と
は
何
か
を
考
え
た
の
だ
ろ
う。
死
は
誰
に
で
も
訪
れ、

自
然
に
も
死
は
あ
る。
そ
れ
は
当
た
り
前
に
摂
理
で
あ
り、
世
の

中の
全
て
は
「
生
死」
で
あ
る
こ
と
を
悟っ
た
の
で
は
な
い
か。

そ
の
悟
り
こ
そ
が
「
真」
で
あ
り、
王
義
之、
良
寛、
激
石
の
三

者
が
行
き
着い
た
境
地
で
あ
る
と
考
え
る。

五

書
作
品
『
則
天
去
私
』

へ

の
主
義
之
の
影
響

書
作
品
「
則
天
去
私」
に
お
け
る
王
義
之
の
影
響
に
つ
い
て、

「
集
字
聖
教
序」
と
の
比
較、
更に
精
神
面の
共
通
点
か
ら
書
作

品
「
則
天
去
私」
を
書
い
た
経
緯の
考
察
を
試
み
る。

ま
ず、
「
集
字
聖
教
序」
と
の
比
較に
当
たっ
て、
留
意
すべ
き

点
を
二
点
あ
げ
る。
一
点
目
は、
こ
こ
で
は
書
法
につ
い
て
分析

す
る
の
で
は
な
く、
あ
く
ま
で
も王
義
之
と
の
精
神
面
で
の
繋が

り
を
受
け
て、
書
作
品
「
則
天
去
私」
を
見
て
い
く
点
で
あ
る。

文
字一
つ一
つ
を
詳
細
に
分
析
してい
く
こ
と
は
し
ない。

二
点
目
は、
王
義
之
作
品
を「
集
字
聖
教
序」
に
絞っ
た
た
め、

「
去」
と
「
私」
が
見つ
か
ら
なかっ
た
点
で
あ
る。
こ
の
二
字

に
つ
い
て
は、
飯
島
太
千
雄
編
『王
義
之
大
字
典』
を
引い
た
と

こ
ろ、「去」
は
行
書、
草
書
作
品
他
十
七
作
品
につ
い
て
載っ
て

い
た。
ま
た、「
私」
は、「
興
福
寺
断
碑」「
諸
従
帖」「
司
州
帖」

に
在っ
た。
し
か
し、
「
集
字
聖
教序」
と
の
比
較
とい
う
点
で
蹴

酷
が
生
じ
る
た
め、
「
去」
に
つ
い
て
は
「
法」
と
「
劫」
の
弄の

部
分
と
の
比
較
を
行っ
た。
「
私」
につ
い
て
は、
偏
が
共
通し

て
い
る「
械」
と「
利」
の
偏の
部
分と
穿
が
共
通
し
て
い
る「
弘」

の
穿
の
部
分
と
の
比
較
を
行っ
た。

以
上
の
留
意
点
を
受
け、
書
作
品「
則
天
去
私」
を
見
て
い
く。

比
較
に
使
用
し
た
文
献
を
列
記
する。
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『
中
国
法
書
選
十
六
集
字
聖
教序

王
義
之』（一
九
八

東
晋



七）
二
玄
社

「
則」
匂－PAw－
Ew
gw
単一秒
照

「
天」
司・ωLYNH
参
照

「
去」
（
法・
劫）
司・？少
ELP
zhcwNHWNωhp

NFN∞いY
SW
2
参
照

「
私」
Hyp
コhp
SW
2
参
照

飯
島太
千
雄
編
『
王
義
之
大
字
典』
（一
九
八
O）
東
京
美
術

『
去」
同】同｝・
5mw
EC
参
照

「
私」
3・N
ミ
lN∞∞
参
照

酒
井
明
編
（一
九
九
四）
『
〔
墨ス
ペ
シ
ャ
ル〕
七
月
臨
時
増

刊
号
墨コ
レ
ク
ショ
ン
女
第一
号
特
集
｜
文
人
夏
目
激
石』
芸

術
新
潮
社
七斗
参
照

【
資
料一】
書
作
品
「
則
天
去
私

「
集
字
聖
教
序」

※下段参照
上

背景・
白）
と

背
景
・

黒

の
文
字
の
比
較

（下
【
資
料一】
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
起
筆の
入
り
方、
偏
と
穿
や

空
間の
取
り
方、
筆
脈
に
お
い
て
「
集
字
聖
教
序」
と
酷
似
し
て

い
る。
特
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
が
「
則」
と
「
天」
の
空
間の

主 圏一園一盟国一国
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取
り
方
と「
私」
の
偏の
筆
脈
で
あ
る。
し
か
し、
激
石
の
方
が、

「
則」
の
穿へ
と
向
か
う
筆
脈の
軽
さ
や
「
私」
の
偏
の
縦
画
の

た
わ
み、
起
筆
部
分
に
見
ら
れ
る
角
が
立っ
て
い
る
よ
う
な
様
子

か
ら、
や
や
し
な
り
の
あ
る
柔
ら
か
さ
を
もっ
た
字
形
だ
と
言
え

る。
こ
れ
は
長
鋒の
筆
を
用
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る。
書
作
品

「
則
天
去
私」
以
前の
激
石
の
作
品
は、
良
寛の
書
風
に
傾
倒
し

て
い
た。
長
鋒
の
「こ
し」
や
「
あ
そ
び」
を
活
用
し
た
作
品
が

主
だっ
た
が、
書
作
品
「
則
天
去
私」
は
今
ま
で
の
も
の
と
は一

風
変
わっ
て
い
る。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
「
玄
人
の
仕
事

に
拘
泥
す
る」
こ
と
を
嫌っ
た
激
石
が、
な
ぜ、
書
作
品
「
則
天

去
私」
を
王
義
之
の
書
風
と
酷
似
さ
せ
た
の
か。

「
普
遍
的
な
大
我
を
命
ず
る
ま〉
に
自
分
を
ま
か
せ
る
と
い

っ
た
や
う
な
事」
言
い
換
え
る
な
ら
ば
「
天
地
に
基づ
く
こ
と」

「
創
造
主
や
神
の
よ
う
な
慈
眼
を
もっ
て
物
事
を
見
て
い
く
こ
と」

と
言
え
る。
そ
の
根
底
に
は
「
霊
台」
の
「
魂の
奥
底
か
ら
湧
き

上
が
る
もの
は
誰
に
も
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り、

予
測
が
で
き
な
い
も
の」
と
い
う
考
え
が
あ
る。
従っ
て、
激
石

は
操
る
の
で
は
な
く
そ
れ
に
自
然
と
従っ
て
い
くス
タ
イ
ル
を
取

っ
て
い
っ
た。
更
に
「
柳
緑
花
紅」
か
ら
「
あ
り
の
ま
ま
を
見
る

こ
と」
「
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と」
と
い
う
意
味
が
浮
か
び
上

がっ
て
き
た。
王
義
之
は
こ
の
姿
勢
を
「
目
前
の
楽
し
み」
と
し

て、
良
寛
は
「
真
を
捉
え
る」
「
自
己
と
向
き
合
う」
た
め
の
必

須
条
件
と
し
て
い
た。
目
前
に
在る
もの
を
見つ
め
た
時、
その

あ
り
の
ま
ま
を
受
け
入
れ、
従っ
てい
くこ
と
が
重
要
な
の
で
あ

る。
我
執
に
捕
ら
わ
れ
な
い
で、
一
歩
引い
た
視
点
か
ら
見
て
い

く、
「
自
己
を
去
る」
姿
勢
が
「
則
天
去
私」
の
精
神
だ
と
考え

る。以
上
の
理
由
か
ら、
書
作
品
「
則
天
去
私」
を
自
己
流
で
書
く

こ
と
は
で
き
な
かっ
た
と
推
察
する。「
則
天
去
私」
と
い
う
言
葉

の
持
つ
意
味
を
考
え
「
仏
の
よ
うな
慈
眼
を
もっ
て」
見つ
め
た

時
に、
自
己
流
で
「
則
天
去
私」
を
書
くこ
と
は、
「
あ
りの
ま
ま

を
見つ
め
る」
こ
と
に
は
な
ら
ず、
自
分
自
身
に
拘
泥
し
た
こ
と

に
なっ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。
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六おわりに本
稿
で
は、
夏
目
激
石
を
小
説
家
と
し
て
だ
け
で
は
な
く、
書

家
と
い
う
面
か
ら
見
て
き
た。
どの
面
か
ら
激
石
を
捉
え
よ
う
と

し
て
も、
最
終
的
に
見
え
て
く
る
問
題
が
「
則
天
去
私」
で
あっ

た。
僅
少
の
文
献
と
知
識
を
基
に
述べ
て
き
た
た
め、
管
見
と
な

っ
て
し
まっ
た
が、
激
石、
良
寛、
王
義
之
の
三
者
の
精
神の
繋

が
り
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
た。
王
義
之
か
ら
良
寛そ

し
て
激
石へ
と
脈々
と
繋
が
る
精
神こ
そ「
則
天
去
私」
と
言え

る
の
で
は
な
い
か。
し
か
し、
「
則天
去
私」
を
自
分の
中
で
阻
鴫



す
る
こ
と
自
体
困
難
で
あ
り、
虞
多い
言
葉で
あ
る
こ
と
を
痛
感

し
た。筆

者
自
身の
人
生
を
以
て
し
て

こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る。

「
則
天
去
私」
を
考
え
て
い
く

注
（

二

浅
井
清
「
文
人
激
石
の

軌
跡
｜

漢
詩
を
中
心
に
そ
の
生
涯
を
辿
る

」

『
〔
墨
ス
ペ

シ
ャ
ル
〕

七
月
臨
時
増
刊
号

（
酒
井
明
編
（
一

九
九
四
）

墨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
女
第
一

号

特
集

文
人
夏
目
撤
石
』
芸
術
新
潮
社）

一

二

頁
参
照

（
二
）

坂
本
浩
（
一

九
七
九
）
『
夏
目
激
石
｜

作
品
の
深
層
世
界
｜

』

明
治

書
院 、

四
二
九
頁
参
照

合一
）
（
二
）

と
同
書 、

四
四
九
頁
参
照

（
四
）
（
二
）

と
同
書 、

三
二
九
頁
参
照

（
五
）
（
一
）

と
同
書 、

一

五
頁
参
照

（
六
）

市
川
安
司
他
（
一

九
六
七
）
『
荘
子
（
下）
』

明
治
書
院 、

六
一

四
頁

参
照

（
七
）

西
林
昭
一

（
一

九
七
二
）
『
書
譜
』

明
徳
出
版
社 、

九
四

一

九
八
頁
参
照

（
八）

有
馬
頼
底
（
二
O
一

六
）
『
充
実
茶
掛
の
禅
語
辞
典
』 、

八
一

五

｜

八
一

六
頁
参
照

「
真
の
「
素
人
の
書」

夏
目
撤
石
の
書」

九
）

石
川
九
楊
（
一

九
九
四）

（
一
）

と
同
書 、

五
O
｜

五
一

頁
参
照

（
十
）

酒
井
明
編
（
一

九
九
四）
（
一
）

と
同
書 、

三
九
頁
参
照

十
一
）

唐
揮
富
太
郎
（
一

九
九

二
『
無
位
の
真
人

良
寛
』

教
育
出
版

セ
ン
タ
ー
、

七
七
｜

七
八
頁
参
照

（
十一
一
）

福
本
雅
一

（
一

九
八
八
）
「
現
代
語
訳
・

原
文
・

訓
読
釈
文
」
（
『
中

国
法
書
ガ
イ
ド
1
5

王
義
之

蘭
亭
序
〈
五
種〉
』

東
晋

（
一

九
八
八

二
玄
社）

四
九
l

五
一

頁

十
三
）

阿
部
吉
雄
他
（
一

九
六
六
）

『
老
子

荘
子
（
上
）
』

明
治
書
院 、

一

六
一

1
一

六
二
頁
参
照

（
十
四
）

森
野
繁
夫
（
一

九
九
七

『
王
義
之
伝
論
』

白
帝
社 、
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一

六
頁
参
照

十
五
）

本
田
済
（
一

九
六
九

『
易
』

朝
日
新
聞
社 、

五
二
七
頁

あ
ら
い

中
野
市
立
豊
田
中
学
校）

ゅ
う


