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松
尾
芭
蕉
の
「
俳
句
」
に
つ
い
て

例
え
ば
、
松
尾
芭
蕉
に
は
、
余
り
に
有
名
な
「
古
池
や

蛙

飛
び
こ
む

水
の
音
」
と
い
う
一
句
が

か
は
づ

あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
俳
句
の
い
っ
た
い
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
優
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
疑
問
に
対
し
て
も
、
簡
単
に
答
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
こ
の
俳
句
が

生
ま
れ
た
背
景
で
あ
る
が
、
時
は
、

貞
享

三
年
（
一
六
八
六
年
）
の
春
で
あ
り
、
場
所
は
、
い
ろ
い
ろ

じ
よ
う
き
よ
う

と
説
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
一
応
、
江
戸
深
川
の
芭
蕉
庵
に
あ
っ
た
「
古
池
」
が
、
そ
の
舞
台

で
あ
る
と
想
定
す
る
と
と
も
に
、
芭
蕉
、
四
十
三
歳
の
時
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
―
―
さ
て
、
季
節
が
「
春
」

で
あ
る
の
で
、
様
々
な
草
木
に
は
、
芽
が
吹
き
出
し
、
次
か
ら
次
へ
と
若
葉
や
花
な
ど
が
咲
き
薫
る
よ
う

に
な
る
と
と
も
に
、
冬
の
間
、
冬
眠
を
し
て
い
た
「

蛙

」
な
ど
も
目
を
覚
ま
し
て
、
地
上
に
出
て
き
た

か
わ
ず

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
古
池
に
飛
び
込
ん
だ
「

蛙

」
は
、
恐
ら
く
、
そ
こ
で

か
わ
ず

生
ま
れ
、
育
っ
た
「

蛙

」
で
あ
り
、
そ
の
種
類
は
、
未
だ
は
っ
き
り
と
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
わ
ず

さ
て
、
本
題
に
戻
り
た
い
と
思
う
が
、
こ
の
俳
句
の
誕
生
秘
話
は
、
弟
子
の
支
考
が
書
い
た
『
葛
の
松

く
ず

原
』
と
い
う
著
作
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
春
を
武
江
の
北
に
閉
給

へ
ば
、
雨
静
に
し
て
鳩
の
声
ふ
か
く
、
風
や
は
ら
か
に
し
て
花
の
落
る
事
お
そ
し
。
弥
生
も
名
残
を
し
き

此
に
や
あ
り
け
む
、
蛙
の
水
に
落
る
音
し
ば
〳
〵
な
ら
ね
ば
、
言
外
の
風
情
こ
の
筋
に
う
か
び
て
、
蛙
飛

こ
む
水
の
音
、
と
い
へ
る
七
五
は
得
玉
へ
り
け
り
。
晋
子
が
傍
に
侍
り
て
、
山
吹
と
い
ふ
五
文
字
を
冠
ら

し
め
む
か
と
、
お
よ
ず
け
侍
る
に
、
唯
、
古
池
と
は
さ
だ
ま
り
ぬ
。
（
中
略
）
、
山
吹
と
い
ふ
五
文
字
は

風
流
に
し
て
は
な
や
か
な
れ
ど
、
古
池
と
い
ふ
五
文
字
は
質
素
に
し
て
実
也
。」
と
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
前
文
を
簡
単
に
説
明
し
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
、
「
武
江
の
北
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ

ぶ

こ

う

る
「
深
川
の
芭
蕉
庵
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
一
般
に
「
古
池
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
も
と
も

と
は
「
生
け
簀
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
水
草
や
雑
草
」
な
ど
が
生
え
て
、
い
わ
ば
「
古
池
」
の
よ
う
な
感

す

み
ず
く
さ

ざ
つ
そ
う

じ
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
最
初
は
、
「
蛙
飛
こ
む
水
の
音
」
と
い
う
七
五
を
得
、
上

の
句
を
何
に
す
る
か
置
き
迷
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
一
体
、
何
を
意
味
す
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ

れ
は
、
も
し
実
際
に
「
古
池
」
に

蛙

が
飛
び
込
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
最
初
か
ら
そ
の
ま
ま
「
古
池
や
蛙

か
わ
ず

飛
こ
む
水
の
音
」
と
す
ん
な
り
俳
句
が
で
き
上
が
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
「
生
け
簀
」

す

に

蛙

が
飛
び
込
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
さ
す
が
に
「
生
け
簀
」
で
は
俳
句
に
は
な
ら
な
い
と
い

か
ら
ず

す

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
そ
の
「
上
の
句
を
何
に
す
る
か
置
き
迷
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
傍
に
い
た
弟
子
の
晋
子
（
つ
ま
り
其
角
）
は
、
「
山
吹
」
で
は
ど
う
で
す
か
と
提
案
し
た
の
に

き

か

く

対
し
て
、
芭
蕉
は
、
結
局
、
「
古
池
」
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ま
さ
に
「
…
…
古

池
と
い
ふ
五
文
字
は
質
素
に
し
て
実
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…
質
素
で
は
あ
る
が
、
実
（
真
実
味
）

、
、

、

、
、

、

リ
ア
リ
テ
ィ

が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
毎
年
、
毎
年
の
春
夏
秋
冬
の
「
自
然
の
循
環
」
の
な
か
で
、

め

ぐ

り

永
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
「
自
然
の
営
み
」
（
つ
ま
り
「
蛙
が
水
に
飛
び
込
む
」
）
に
最
も
ふ

さ
わ
し
い
「
場
所
（
言
葉
）
」
は
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
古
池
」（
つ
ま
り
「
古
く
か
ら
の
池
」
）

、
、

、
、

、
、

で
あ
り
、
そ
の
「
古
池
」
（
つ
ま
り
「
古
く
か
ら
の
池
」
）
に
今
年
も

蛙

が
飛
び
込
む
よ
う
な
季
節
に
な

か
わ
ず

っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
、
い
わ
ゆ
る
自
然
の
循
環
の
「
情
景
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

め

ぐ

り

一
、
古
池
や

と
こ
ろ
で
、
松
尾
芭
蕉
自
身
は
、
一
体
、
芭
蕉
庵
の
中
に
い
た
の
か
？

そ
れ
と
も
池
の
近
く
に
い
た
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の
か
？

そ
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
が
、
ま
ず
、
芭
蕉
庵
の
中
に
い
た
と
す
れ
ば
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
松
尾
芭
蕉
自
身
は
、

蛙

が
実
際
に
古
池
に
飛
び
込
む
「
姿
」
を
見
た
わ
け
で
は

、

か
わ
ず

な
く
、
そ
の
飛
び
込
む
「
音
」
を
聞
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
―
―
一
方
、
た
と
え
池
の
近
く
に
い

、

た
と
し
て
も
、
恐
ら
く
、

蛙

が
実
際
に
古
池
に
飛
び
込
む
「
姿
」
を
見
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
飛
び

、

か
わ
ず

込
む
「
音
」
を
聞
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、
結
局
は
、
同
じ
こ
と
に
な

、

る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
、
芭
蕉
の
意
識
は
、
全
く
「
そ
の
方
向
」
に
は
向
い
て
い
な
か
っ

た
状
態
か
ら
、
そ
の
飛
び
込
ん
だ
「
音
」
を
聞
い
た
瞬
間
、
芭
蕉
の
「
心
の
中
」
で
は
、
一
瞬
、
「
…
…

、

あ
れ
！

何
だ
？

何
の
音
だ
？
」
と
い
う
感
じ
で
、
意
識
が
一
気
に
「
そ
の
方
向
」
に
向
か
う
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、「
…
…
何
だ
、

蛙

が
池
に
飛
び
込
ん
だ
音
か
」
と
い
う
感
じ
に
な
っ
た
か
と
思
う
が
、

か
わ
ず

そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
意
識
が
、
元
の
状
態
に
戻
っ
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
す
べ
て
は
終
わ
り
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
俳
句
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
大
事
な
こ

と
は
、
そ
の
瞬
間
、
芭
蕉
の
「
心
」
は
、
間
違
い
な
く
「
動
い
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
自
分

、

、
、
、

の
「
心
」
は
動
い
た
の
か
？

或
い
は
、
ど
の
よ
う
に
動
い
た
の
か
？

そ
れ
を
徹
底
的
に
「
見
極
め
る
」

、
、
、
、

、
、
、
、

と
と
も
に
、
そ
の
時
の
「
情
況
（
様
子
）
」
を
で
き
る
だ
け
的
確
に
「
言
語
化
す
る
」
と
こ
ろ
に
、
い
わ

、
、

、
、
、

、
、
、
、
、

ゆ
る
「
俳
句
」
の
源
泉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、

そ
れ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
古
池
や

蛙

飛
び
こ
む

水
の
音
」
と
い
う
俳
句
の
、
一
体
、
ど
こ
が
ど

か
は
づ

の
よ
う
に
優
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、

長
く
閑
寂
と
し
た
状
態
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
「
古
池
」
の
「
水
面
」
に
、
突
然
、
そ
の
長
い
閑
寂
を
う
ち

破
る
「
出
来
事
」
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
は
、
冬
の
間
、
冬
眠
を
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
「

蛙

」
た
ち
が
目
を
覚
ま
し
、
そ
れ
ら
が
地
上
に
出
て
き
て
、
そ
の
「

蛙

」
た
ち
が
、
勢
い
よ
く
「
古

か
わ
ず

か
わ
ず

池
の
水
面
」
に
飛
び
込
む
よ
う
な
季
節
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
松
尾
芭
蕉
自
身
、

「

蛙

」
た
ち
が
、
手
足
を
伸
ば
し
て
勢
い
よ
く
「
古
池
の
水
面
」
に
飛
び
込
む
姿
を
、
実
際
に
見
た
の

か
わ
ず

す
が
た

か
、
そ
れ
と
も
見
て
い
な
い
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
、
判
別
し
が
た
い
が
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ

れ
、
そ
の
証
拠
と
な
る
も
の
が
、
ま
さ
に
ポ
チ
ャ
と
い
う
「
水
の
音
」
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
も
、
や
が
て
、
元
の
静
か
な
「
古
池
」
の
状
態
に
戻
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
俳
句
で
最
も
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
今
ま
で
「
静
」
の
状
態
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
突
然
、

そ
の
「
静
」
の
状
態
を
う
ち
破
る
「
動
」
の
状
態
が
起
こ
り
、
や
が
て
、
ま
た
、
「
静
」
の
状
態
に
戻
っ

て
行
っ
た
と
い
う
、
そ
の
「
静
」
か
ら
突
然
の
「
動
」
、
や
が
て
、
ま
た
、
「
静
」
に
戻
っ
て
行
っ
た
、

そ
の
「
決
定
的
瞬
間
」
を
、
ま
さ
に
見
事
に
と
ら
え
て
、
そ
れ
を
十
七
文
字
の
「
言
葉
」
で
、
可
能
な
限

、
、
、
、
、

、
、

り
「
的
確
に
表
現
し
得
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

ま
た
、
「

蛙

」
と
言
え
ば
、
今
ま
で
の
「
詩
歌
」
で
は
、
そ
の
「
鳴
き
声
」
が
も
っ
ぱ
ら
詠
ま
れ
て

か
わ
ず

い
た
が
、
芭
蕉
の
こ
の
俳
句
で
は
、
蛙

の
「
鳴
き
声
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
池
に
飛
び
込
む
「
水
の
音
」

、
、
、

、
、
、

か
わ
ず

に
そ
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
ま
さ
に
「
新
し
さ
」
が
あ
る
の
だ
と
一
般
的
に
は
言
わ

、
、

、
、
、

れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
実
際
に
「
水
の
音
」
を
聞
い
た
そ

、
、
、

の
時
に
、
松
尾
芭
蕉
の
「
心
」
は
、
間
違
い
な
く
動
い
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
大
事
で
あ
り
、
や
が
て
、

、

、
、
、

、
、

そ
の
さ
さ
や
か
な
経
験
を
も
と
に
し
て
、
一
つ
の
作
品
に
仕
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

一
、
閑
か
さ
や

し
づ

次
に
、
「
閑
か
さ
や

岩
に
し
み
入
る

蝉
の
声
」
と
い
う
有
名
な
一
句
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い

し
づ

せ
み
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て
も
、
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
こ
の
俳
句
は
、
有
名
な
『
奥
の
細
道
』
の
な
か
に
出

て
来
る
も
の
で
あ
り
、
時
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
年
）
の
夏
で
あ
り
、
場
所
は
、
山
形
領
の
立
岩
寺

り
っ
し
ゃ
く
じ

と
い
う
山
寺
が
、
そ
の
舞
台
で
あ
る
と
と
も
に
、
芭
蕉
、
四
十
六
歳
の
時
の
作
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

本
文
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、「
…
…
山
形
領
に
立
石
寺
と
云
山
寺
あ
り
。
慈
覚
大
師

り
ふ
し
ゃ
く
じ

い
ふ
や
ま
で
ら

じ

か

く

だ

い

し

の
開
基
に
し
て
、

殊

清
閑
の
地
也
。
一
見
す
べ
き
よ
し
、
人
々
の
す
ゝ
む
る
に
依
て
、
尾
花
沢
よ
り
と

こ
と
に

よ
り

つ
て
返
し
、
其
間
七
里
ば
か
り
也
。
日
い
ま
だ
暮
ず
。
梺

の
坊
に
宿
か
り
置
て
、
山
上
の
堂
に
の
ぼ
る
。

そ
の
か
ん

く
れ

ふ
も
と

ば
う

お
き

岩
に

巖

を

重

て
山
と
し
、

松
栢

年
旧
、
土
石
老
て
苔

滑

に
、

岩
上

の
院
々

扉

を
閉
て
、
物
の
音

い
は
ほ

か
さ
ね

し
よ
う
は
く
と
し
ふ
り

ど

せ

き
お
い

こ
け
な
め
ら
か

が
ん
じ
よ
う

ゐ
ん

と
び
ら

と
ぢ

聞
こ
え
ず
。
岸
を
め
ぐ
り
、
岩
を
這
て
、
仏
閣
を
拝
し
、
佳
景

寂
寞

と
し
て
心
す
み
行
の
み
お
ぼ
ゆ
。
閑

は
ひ

か

け

い
じ
ゃ
く
ま
く

ゆ
く

し
づ

か
さ
や

岩
に
し
み
入
る

蝉
の
声
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
実
に
見
事
な
文
章
で
あ
り
、

せ
み

簡
潔
明
瞭
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
情
景
が
鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
来
る
よ
う
な
文
章
に
な
る
か
と
思
う
。

あ
ざ

さ
て
、
一
般
に
、
「
蝉
が
チ
ィ
ー
か
ジ
ー
ジ
ー
か
は
知
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、
あ
ち
こ
ち
で
鳴
き
騒

い
で
い
る
の
だ
か
ら
、
閑
か
ど
こ
ろ
か
、
う
る
さ
く
て
し
ょ
う
が
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
疑
問
を
抱
く
人
も

し
づ

多
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
芭
蕉
は
、
「
閑
か
だ
な
あ
！
」
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

そ

し
づ

れ
は
、
ど
こ
か
ら
も
人
間
の
「
声
」
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
、
あ
る
い
は
人
間
が
生
活
す
る
様
々
な
「
人
工

、

、
、

的
な
音
」
な
ど
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
た
だ
た
だ
「
自
然
の

、
、
、

、
、
、

音
」
（
或
い
は
「
蝉
の
声
」
）
だ
け
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
芭
蕉
は
、
ま
さ
に
「
閑
か
だ
な
あ
？
」
と
、
感

、

、
、
、

し
づ

嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
最
初
は
、
蝉
の
「
鳴
き
声
」
が
た
と
え
騒
々
し
く
感
じ
ら
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
蝉
の
「
鳴
き
声
」
に
聞
き
入
っ
て
い
る
と
、
し
だ
い
に
そ
の
「
鳴
き
声
」
は
、
ま
さ
に
「
岩

せ
み

に
深
く
し
み
入
る
」
よ
う
に
、
自
然
の
な
か
に
深
く
溶
け
入
り
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
こ
の
世

に
生
み
出
す
様
々
な
「
人
工
的
な
音
」
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
、
ど
こ
に
も
「
不
自
然
さ
や
違
和
感
」
な

、
、
、
、
、

ど
は
感
じ
ら
れ
ず
、
ま
さ
に
自
然
の
中
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
溶
け
合
い
、
終
に
は
自
然
と
一
体
化
し
、
ま

つ
い

さ
に
「
自
然
」
そ
の
も
の
と
化
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
松
尾
芭
蕉
自
身
も
、
そ
の
「
自
然
」

、
、
、
、

、
、

の
な
か
に
次
第
に
溶
け
入
り
、
終
に
は
そ
の
「
自
然
」
と
一
体
化
し
て
、
ま
さ
に
「
自
然
の
息
吹
き
（
生

、
、

、

つ
い

命
）
」
そ
の
も
の
を
、
ま
さ
に
全
身
で
「
体
感
」
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

、

、
、
、
、

、
、
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
。
し
か
も
、
松
尾
芭
蕉
自
身
の
「
心
」
も
、
次
第
に
「
一
体
化
の
極
致
」
と
も
い
う
べ
き
「
無
」
の

状
態
へ
と
深
く
溶
け
入
り
、
目
の
前
の
風
景
も
薄
れ
、
我
と
い
う
意
識
も
消
え
て
、
す
べ
て
が
自
然
の
な

か
に
深
く
溶
け
入
り
一
体
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
「
精
神
状
態
」
（
つ
ま
り
「
心
す
み
行
の

ゆ
く

み
お
ぼ
ゆ
」
「
空
」
）
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
「
閑
か
さ
や

岩
に

く
う

し
づ

し
み
入
る

蝉
の
声
」
と
い
う
一
句
で
あ
り
、
松
尾
芭
蕉
、
一
世
一
代
の
「
名
句
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

せ
み

の
だ
ろ
う
。

＊

＊

奥
の
道求

め
深
め
し

ふ
か

芭
蕉
か
な
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を
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す
る
の
か
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な
ぜ
、
孤
独
を
愛
す
る
の
か
？

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
一
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
人
間
（
或
い
は
俗
世
間
）
と
の
関
わ

り
を
強
く
望
み
な
が
ら
も
、
も
う
一
方
で
は
、
な
ぜ
か
一
人
（
或
い
は
孤
独
）
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
求

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
一
人
（
或
い
は
孤
独
）
に
な
り
た
い
と
思
う
の
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
人
間
（
或
い
は
俗
世
間
）
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ

煩
わ
し
い
こ
と
や
い
や
な
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
時
に
、
一
時
的
に
の
が
れ
た
い
と
い
う
欲
求
と
、
も
う
一

つ
は
、
誰
に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
「
自
分
だ
け
の
時
間
」
を
持
ち
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
前
者
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
消
極
的
な
「
孤
独
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
む
し
ろ
目
的
を
持
っ
た
積
極
的
な
「
孤
独
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
学
者
で
も
、
芸
術
家
で
も
、
文
筆
家
で
も
、
そ
の
他
、
も
う
誰
で
も
よ
い
わ
け
だ
が
、
彼

ら
の
孤
独
は
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
の
「
孤
独
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
後
者
の
ほ

う
の
「
孤
独
」
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
「
自
分
の
時
間
」
を
持
ち
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
没
我
的
状
態
」
に
深
く
溶
け
入
っ
て
は
、
絵
を
描
い
て
い
る
時
、

小
説
を
書
い
て
い
る
時
、
あ
る
い
は
研
究
活
動
に
耽
っ
て
い
る
よ
う
な
時
こ
そ
は
、
も
う
何
物
に
も
換
え

難
い
ほ
ど
の
、
最
も
充
実
し
た
、
最
も
自
分
自
身
に
な
り
き
っ
て
生
き
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
と
も
に
、

ま
さ
に
「
至
福
の
時
間
」
を
生
き
て
い
る
状
態
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
外
界
と
の

関
わ
り
は
、
む
し
ろ
ど
こ
か
色
褪
せ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
「
至
福
の
喜
び
」
を
得
る
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
「
自
分
の
時
間
」
を
持
ち
た
い
わ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
、
で
き
る
だ
け
「
自
分
の
時
間
」
を
持
つ
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
他
人
と
の
関
係
か
ら
一
時
離
れ

て
、
自
分
一
人
に
な
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
「
孤
独
」
に
な
る
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
、
古
今

東
西
の
芸
術
家
や
学
者
た
ち
が
、
い
わ
ゆ
る
「
孤
独
」
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の
大

き
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
や
は
り
何
者
に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
、
で
き
る
だ
け
「
自
分
の
時
間
」
を
持

ち
た
い
が
た
め
な
の
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
結
婚
を
し
て
、
家
族
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
で
幸

せ
な
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
し
か
し
、
一
方
、
そ
の
家
族
や
生
活
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
多
く
の
「
時

間
」
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
そ
れ
で
楽
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
た
、
煩
わ
し
い
こ

と
に
も
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
、
西
行
や
兼
好
法
師
、
あ
る
い
は
松
尾
芭
蕉
な
ど
は
、
出
家
し
た
り
、
あ
る
い
は
結
婚
し
な
か
っ

た
り
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
何
も
女
性
が
嫌
い
だ
と
か
、
独
身
主
義
者
だ
と
か
と
い
う
よ
う
な

問
題
で
は
な
く
、
或
い
は
、
で
き
れ
ば
結
婚
し
た
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
一
方
、
彼
ら
の

底
に
あ
っ
た
「
思
い
」
と
は
、
一
体
、
何
だ
っ
た
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
何
者
に
も
邪
魔
さ
れ
ず
、
で

き
る
だ
け
「
自
分
の
時
間
」
を
持
ち
た
い
が
た
め
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
に
し
て
も
、
恐
ら
く
、
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
よ
う

な
人
は
、
二
十
四
時
間
、
ま
る
ご
と
「
思
索
や
創
作
活
動
あ
る
い
は
研
究
活
動
な
ど
に
深
く
耽
っ
て
い
る
」

よ
う
な
時
こ
そ
、
ま
さ
に
「
至
福
の
時
間
」
を
生
き
て
い
た
状
態
で
あ
り
、
ま
た
、
例
え
ば
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
な
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
「
作
曲
を
し
て
い
る
時
」
に
は
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
何
度
も
手
を

加
え
て
、
も
う
「
こ
れ
以
上
の
音
楽
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
感
じ
で
作
曲
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
よ
う
な
時
に
は
、
ま
さ
に
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
「
至
福
の
喜
び
」
の
状
態
に
あ
っ
た
に
違

い
な
く
、
そ
の
あ
ま
り
の
「
密
度
、
充
実
度
、
満
足
度
」
に
比
べ
れ
ば
、
現
実
の
「
雑
然
と
し
た
生
活
」

の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
色
褪
せ
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
ら
の
「
孤
独
」
の



- 9 -

真
の
「
意
味
合
い
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
者
に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
、
で
き
る
だ
け
「
自
分
の

時
間
」
を
持
っ
て
、
文
学
で
あ
れ
、
芸
術
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
学
問
で
あ
れ
、
思
索
で
あ
れ
、
そ
の
他
、

何
で
あ
れ
、
そ
の
世
界
に
深
く
溶
け
入
っ
て
い
る
よ
う
な
時
こ
そ
は
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な

り
き
っ
て
、
も
う
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
「
至
福
の
時
間
」
を
生
き
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
と

も
に
、
百
％
「
自
足
し
て
い
る
心
の
状
態
」
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
「
心
の

状
態
」
に
あ
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
結
婚
を
す
る
、
あ
る
い
は
し
な
い
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ

自
体
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
く
、
結
婚
が
し
た
く
な
れ
ば
、
す
れ
ば
よ
い
し
、
し
た
く
な
け
れ
ば
、

し
な
く
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、
も
う
ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
た
だ
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」

に
な
り
き
っ
て
、
も
う
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
そ
の
「
至
福
の
時
間
」
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
、

何
よ
り
も
辛
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
奪
わ
れ
る
く
ら
い
な
ら
ば
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
両
立
が
で
き
れ
ば
、

、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
が
一
番
よ
い
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
無
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
仕
方
が
な
い
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

孤
独
の
ほ
う
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
「
魂
」
は
、
す
で
に
何
よ
り
も
「
真

善
美
」
を
愛
し
求
め
る
よ
う
な
「
魂
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
徒
然
草
の
冒
頭
で
、
兼
好
法
師
は
、「
…
…
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
く
ら
し
、

硯

に
む

す
ず
り

か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、
あ
や
し
う
こ
そ
も
の

ぐ
る
ほ
し
け
れ
」
と
い
う
有
名
な
「
序
段
」
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
文
の
な
か
の
「
日
く
ら
し
」
と
い

う
言
葉
を
軽
く
読
み
流
し
て
は
い
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
日
く
ら
し
」
と
は
、
ま
さ
に
「
一
日
じ
ゅ
う
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
十
四
時
間
、
何
者
に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
、
ま
る
ご
と
「
自
分
の
時
間
」
を
持
っ

て
、
ぼ
ん
や
り
と
物
想
い
に
耽
り
な
が
ら
、
深
く
思
索
に
耽
っ
て
い
る
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
兼
好
法
師
自

身
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
雑
然
と
し
て

い
た
「
心
の
状
態
」
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理
知
的
部
分
」
に
全
面
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
「
心
的

状
態
」
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
「
心
的
状
態
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ま
さ
に
「
本
来
の
自
分
自

身
」
（
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
」
）
に
な
る
こ
と
が
で
き
得
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
「
純
粋
自
己
」
の

状
態
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
ま
さ
に
「
精
神
の
飛
翔
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生
じ
て
き
て
、

人
間
や
様
々
な
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
、
次
か
ら
次
へ
と
観
て
取
る

こ
と
が
で
き
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
、
や
が
て
『
徒
然
草
』
と
い
う
（
上
下
二

巻
の
）
作
品
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

一
、
さ
び
し
さ
を
あ
る
じ
と
す
る

ま
た
、
松
尾
芭
蕉
の
『
嵯
峨
日
記
』
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「
…
…
廿
二
日
、
朝

の
間
雨
降
。
け
ふ
ハ
人
も
な
く
さ
び
し
き
儘
に
む
だ
書
し
て
あ
そ
ぶ
。
其
こ
と
ば
、
喪
に
居
る
者
ハ

悲

ふ
る

ま
ま

そ
の

も

か
な
し
み

を
あ
る
じ
と
し
、
酒
を
飲
も
の
ハ

楽

〔
を
〕
あ
る
じ
と
す
」
。「
…
…
さ
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
」

の
む

た
の
し
み

と
西

上

人
の
よ
ミ
侍
る
は
、
さ
び
し
さ
を
あ
る
じ
な
る
べ
し
。
又
よ
め
る
、
山
里
に
こ
ハ
又
誰
を
よ
ぶ

さ
い
し
ゃ
う
に
ん

は
べ

た
れ

こ
鳥
独

す
ま
む
と
お
も
ひ
し
も
の
を
。

ひ
と
り

独
住

ほ
ど
お
も
し
ろ
き
ハ
な
し
。
長
嘯
隠
士
の
曰

「
客
ハ
半
日
の
閑
を
得
れ
バ
、
あ
る
じ
ハ
半
日
の

ひ
と
り
す
む

ち
ゃ
う
せ
う
い
ん
し

い
は
く

か
ん

閑
を
う
し
な
ふ
」
と
。
素
堂
此
言
葉
を
常
に
あ
は
れ
ぶ
。
予
も
又
、
う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ

そ

だ

う
こ
の

ど
り
、
と
ハ
、
あ
る
寺
に
独

居
て
云
し
句
な
り
。
…
…
」
と
あ
る
。

ひ
と
り

い
ひ

さ
て
、
引
用
文
の
な
か
で
、
「
さ
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

も
ち
ろ
ん
、
西
行
の
「
と
ふ
人
も
思
ひ
絶
え
た
る
山
里
の
さ
び
し
さ
な
く
ば
住
み
憂
か
ら
ま
し
」
と
い
う
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和
歌
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
さ
び
し
さ
な
く
ば
住
み
憂
か
ら
ま
し
」
と
は
、
一
体
、

ど
う
い
う
意
味
合
い
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
西
行
に
し
て
み

れ
ば
、
人
と
関
わ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
い
意
味
で
、
俗
世
間
と
関
わ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
様
々

な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」

な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
雑
念
と
し
た
「
心
の
状
態
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
も
の
憂
い
「
心
の
状
態
」

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
雑
然
と
し
た
「
心
の
状

態
」
か
ら
離
れ
て
、
も
っ
と
本
来
の
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
っ
て
生
き
て
い
る
状
態
こ
そ
は
、
ま
さ
に

「
純
粋
自
己
」
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
欲
望
的
部
分
」
や
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
な
ど
の
支

配
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理
知
的
部
分
」
に
全
面
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、

百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
れ
て
い
る
「
心
の
状
態
」
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
に
百
％
「
自
分

自
身
」
に
な
り
き
れ
て
い
る
「
心
の
状
態
」
と
い
う
も
の
を
、
愛
し
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、「
さ
び
し
さ
を
あ
る
じ
と
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
、
真
意
に
な
る
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
「
人
」
（
或
い
は
「
俗
世
間
」
）
と
関
わ
っ
て
い
る
時
に
は
、
誰
で
も
百
％
「
自
分
自
身
」
に

、

、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、

、

な
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
で
き
ず
、
ど
う
し
て
も
「
相
手
」
（
或
い
は
「
世
間
」
）
を
意
識
し
た
「
心

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、

、
、
、
、
、

、

の
状
態
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
と
も
に
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
雑
然

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
た
「
心
の
状
態
」
に
も
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
雑
念
と
し
た
心
の
状
態
」
に

、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
、
西
行
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
「
住
み
憂
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
―
―
ま
た
、
芭
蕉
の
「
う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り
」
と
あ
る
が
、
そ

、
、
、
、
、
、
、

の
「
真
意
」
も
、
た
だ
単
に
「
さ
び
し
さ
を
求
め
、
そ
れ
を
意
味
な
く
楽
し
む
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で

は
、
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
、
心
の
「
純
化
」（
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
」
と
な
る
こ
と
）
を
求
め
て
い
る
。

、
、

、
、
、
、

す
な
わ
ち
、
「
う
き
我
」
と
は
、
「
も
の
憂
い
心
の
状
態
に
あ
る
我
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
も
の
憂
い
心

の
状
態
に
あ
る
」
の
は
、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
「
思
い
や
感
情
」
な
ど
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
「
も
の
憂
い
」
ど
こ
か
雑
然
と
し
た
中
途
半
端
な
「
心
の
状
態
」
か
ら
、
も
っ
と
本
来

、
、
、
、
、

の
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
れ
て
い
る
純
粋
か
つ
深
化
し
た
「
心
の
状
態
」
（
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
」
）

と
な
る
こ
と
を
、
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
だ
。

つ
ま
り
、
「
さ
び
し
さ
を
あ
る
じ
と
す
る
」
と
は
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
「
孤
独
」
を
愛

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

、
、

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
「
孤
独
」
は
、
人
と
の
関
わ
り
を
求
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
が

、
、

想
う
よ
う
に
得
ら
れ
な
い
が
た
め
の
「
孤
独
」
で
は
な
く
、
ま
た
、
様
々
な
「
欲
望
」
を
欲
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
が
想
う
よ
う
に
得
ら
れ
な
い
が
た
め
の
「
孤
独
」
で
も
な
く
、
ま
た
、
こ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
様
々
な
「
感
情
」
通
り
に
な
っ
て
く
れ
な
い
が
た
め
の
「
孤
独
」
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
様
々
な
「
欲

お
も
わ
く

望
や
感
情
」
な
ど
が
想
う
よ
う
に
得
ら
れ
な
い
が
た
め
の
「
孤
独
」
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆

、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
方
向
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
雑
念
と
し
た
自

、
、
、
、
、
、

我
か
ら
離
れ
て
、
つ
ま
り
、「
欲
望
的
部
分
」
や
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
な
ど
の
支
配
か
ら
離
れ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
理
知
的
部
分
」
（
知
性
や
理
性
な
ど
）
に
全
面
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ま

さ
に
「
本
来
の
自
分
自
身
」
（
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
」
）
と
な
る
こ
と
が
で
き
得
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ

う
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
思
索
活
動
や
芸
術
活
動
」
な
ど
に
深
く
溶
け
込

ん
で
い
る
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
ま
さ
に
「
精
神
の
飛
翔
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生
じ
て
き
て
、
人
間
や

様
々
な
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
観
て
取
れ
る
「
心

の
状
態
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
西
行
や
兼
好
法
師
、
あ
る
い
は
松

尾
芭
蕉
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
心
の
状
態
」
を
愛
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
兼
好
法
師
で
あ
れ
ば
、
そ
の
『
徒
然
草
』
の
第
七
十
五
段
の
中
に
は
、
彼
の
「
心
」
（
魂
）

な
か

の
ま
さ
に
そ
の
「
中
心
核
」
（
或
い
は
「
中
心
思
想
」
）
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
ま
さ
に
は
っ
き
り
と
明

、
、
、

、
、
、
、

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
「
…
…
つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
は
、
い
か
な
る
心
な

ら
ん
。
ま
ぎ
る
る
か
た
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
」
と
あ
る
。
意
味
は
、
「
…
…
す
る

こ
と
も
な
く
一
人
寂
し
く
居
る
こ
と
を
つ
ら
く
思
う
人
は
、
一
体
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
ろ
う
か
。
（
む
し
ろ
）
、
こ
こ
ろ
が
他
の
事
に
ひ
か
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
で
い
る
の
こ
そ
、

、
、
、
、

こ
の
う
え
な
い
境
地
で
あ
る
」
と
。
―
―
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
実
に
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
意

味
な
く
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
で
居
て
、
（
例
え
ば
）
、
静
か
に
物
想
い
に
耽
っ

て
い
る
よ
う
な
「
心
の
有
り
様
」
こ
そ
、
い
ち
ば
ん
よ
い
「
心
の
あ
り
方
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

世
（
俗
世
）
に
し
た
が
へ
ば
、
心
、
外
の
塵
（
欲
塵
）
に
う
ば
は
れ
て
ま
ど
ひ
や
す
く
、
人
に
ま
じ
は

ほ
か

ち
り

よ
く
じ
ん

れ
ば
、
言
葉
よ
そ
の
聞
き
に

随

ひ
て
（
相
手
に
ど
う
思
わ
れ
る
か
を
気
に
し
て
）、
さ
な
が
ら
心
に
あ
ら

し
た
が

ず
（
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
の
心
の
状
態
で
は
な
く
な
る
）。
人
に
戯

れ
、
も
の
に
あ
ら
そ
ひ
（
い
ろ
い
ろ

た
は
ぶ

な
こ
と
で
他
人
と
争
い
）
、
一
度
は
う
ら
み
、
一
度
は
よ
ろ
こ
ぶ
。
そ
の
事
定
ま
れ
る
事
な
し
。
分
別
（
思

ひ
と
た
び

ひ
と
た
び

ふ
ん
べ
つ

慮
分
別
）
み
だ
り
に
お
こ
り
て
、
得
失
（
利
害
損
得
の
想
い
）
や
む
時
な
し
。
惑
ひ
の
上
に
酔
へ
り
。
酔

と
く
し
つ

ゑ

ゑ
ひ

の
中
に
夢
を
な
す
。
走
り
て
（
走
り
回
っ
て
）
い
そ
が
は
し
く
、
ほ
れ
て
忘
れ
た
る
事
（
夢
中
に
な
っ
て

う
ち

我
を
忘
れ
る
こ
と
）
、
人
皆
か
く
の
ご
と
し
。
い
ま
だ
誠

の
道
を
知
ら
ず
と
も
、
縁
を
は
な
れ
て
身
を
閑

ひ
と
み
な

ま
こ
と

え
ん

し
づ
か

に
し
、
こ
と
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を
安
く
せ
ん
こ
そ
、

暫

く
楽
し
ぶ
と
も
言
ひ
つ
べ
け
れ
。
…
…
」

し
ば
ら

た
の

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
」
（
或
い
は
「
俗
世
間
」
）
と
関
わ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
様
々
な
「
欲
望

や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
い
、
雑
然
と
し
た
「
心
の
状
態
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
雑
然
と
し
た
「
心
の
状
態
」
か
ら
も
っ
と
本
来
の
「
自
分
自
身
」
に

な
る
た
め
に
も
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
」
（
或
い
は
「
俗
世
間
」
）
と
の
関
わ
り
か
ら
し
ば
し
離
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
欲
望
的
部
分
」
や
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
な
ど
の
支
配
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理

知
的
部
分
」
に
全
面
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
に
「
理
知
的
部
分
」
に
全
面
的
に
支
配

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ま
さ
に
「
純
粋
自
己
」
の
状
態
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
「
純
粋
自
己
」
の

状
態
に
な
っ
て
、
例
え
ば
、
孤
独
ぼ
ん
や
り
と
物
想
い
に
深
く
溶
け
入
っ
て
い
る
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
ま

ひ
と
り

さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
と
も
に
、
最
も
深
く
も
の
を
考
え
て
い
る

状
態
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
精
神
の
飛
翔
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生
じ
て

き
て
、
人
間
や
様
々
な
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
厳

密
に
観
て
取
る
こ
と
が
で
き
得
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

二
、
二
つ
の
想
い

も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
一
方
で
は
、
人
と
の
関
わ
り
を
望
み
、
そ
し
て
、
も
う
一

方
で
は
、
孤
独
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
わ
け
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
行
や
兼
好
法
師
、
あ
る
い
は

松
尾
芭
蕉
な
ど
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
と
の
関
わ
り
は
、
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
彼
ら
の
「
魂
」

そ
の
も
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
孤
独
を
愛
す
る
よ
う
な
「
魂
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

、
、
、
、

彼
ら
の
「
魂
」
の
本
質
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
様
々
な
「
欲
望
や
気
概
」
な
ど
を
満
た
す
よ
う
な
方

向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
よ
り
も
「
真
善
美
」
を
愛
し
求
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
何
よ
り
も
「
真
善
美
」
を
愛
し
求
め
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
何
よ
り
も
「
真
善
美
」
を
愛
し
求
め
て
い
る
よ
う
な
時
こ
そ
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
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き
っ
て
、
も
う
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
「
至
福
の
時
間
」
を
実
感
で
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
な
ど
も
、
絵
を
描
い
て
い
る
時
に
は
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な

り
き
っ
て
、
も
う
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
「
至
福
の
時
間
」
を
生
き
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
し
か

し
、
ふ
と
、
我
に
返
れ
ば
、
大
変
な
「
孤
独
感
」
に
さ
い
な
ま
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
で
き
れ
ば
、
結
婚
を
し
て
、
家
庭
を
持
ち
た
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
は
、
そ
う
い

う
こ
と
に
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
は
、
不
幸
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ど

も
、
恐
ら
く
、
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
音
楽
を
作
曲
し
て
い
る
時
に
は
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」

に
な
り
き
っ
て
、
も
う
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
「
至
福
の
時
間
」
を
生
き
て
い
た
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
ふ
と
、
我
に
返
れ
ば
、
大
変
な
「
孤
独
感
」
に
さ
い
な
ま
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
で
き
れ
ば
、
結
婚
を
し
て
、
家
庭
を
持
ち
た
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
、
彼
ら
、

例
え
ば
、
ゴ
ッ
ホ
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
あ
る
い
は
松
尾
芭
蕉
で
も
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
で

も
、
そ
の
他
、
も
う
誰
で
も
よ
い
わ
け
だ
が
、
も
し
、
彼
ら
が
結
婚
を
し
た
と
し
て
、
幸
せ
な
「
家
庭
生

活
」
を
送
る
こ
と
が
で
き
得
た
だ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
が
、
た
だ
、

ゴ
ッ
ホ
は
、
や
は
り
多
く
の
時
間
を
絵
を
描
く
こ
と
に
費
や
し
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

も
、
多
く
の
時
間
を
音
楽
に
費
や
し
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ゴ
ッ
ホ
に
と

っ
て
、
絵
を
描
い
て
い
る
時
が
、
そ
し
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
と
っ
て
、
音
楽
に
没
頭
し
て
い
る
時
こ

そ
は
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
っ
て
、
も
う
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
「
至
福
の

喜
び
」
を
感
じ
て
い
る
時
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
結
婚
を
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
基
本
的

に
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
よ
う
の
な
い
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
結
婚
を
し
て
も
、

結
局
は
、
そ
の
多
く
の
時
間
を
、
い
わ
ゆ
る
「
思
索
活
動
や
芸
術
活
動
」
に
費
や
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
の
時
こ
そ
は
、
ま
さ
に
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
っ
て
、

も
う
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
「
純
粋
無
垢
の
喜
び
」
を
感
じ
て
生
き
て
い
る
時
だ
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
幸
せ
」
は
、
一
体
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
の
一
つ
と
し

て
、
そ
れ
は
、
「
家
庭
」
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
最
良
の
伴
侶
や

、
、

家
族
に
恵
ま
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
世
で
得
ら
れ
る
「
最
上
無
比
の
喜
び
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い

な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
般
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
つ
の
充
実
」
を
図
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、

幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
、
「
仕
事
」
（
社
会
的
な
活

動
）
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。
一
つ
は
、
「
家
庭
」
（
家
族
生
活
）
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
遊
び
」
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
「
三
つ
の
充
実
」
を
図
る
こ
と
が
、
す
な
わ

、
、
、
、
、

ち
、
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
多
く
の
人
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
西
行
や
兼
好
法
師
、
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
、
あ
る
い
は
シ
ャ
カ
や
キ
リ
ス
ト
、

そ
の
他
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、
そ
う
い
う
一
般
の
人
た
ち
と
は
、
ま
た
、
違
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
ら
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
を
愛
し
求
め
る
よ
う
な
方
向
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ

、
、
、
、

、
、

う
な
方
向
に
真
に
向
か
っ
て
い
る
、
或
い
は
、
す
で
に
到
達
し
て
い
る
人
た
ち
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
「
魂
」

、
、
、

、

は
、
い
わ
ゆ
る
「
目
先
の
欲
や
目
先
の
快
楽
」
な
ど
を
執
拗
に
愛
し
求
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
何

、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

よ
り
も
「
真
善
美
」
を
愛
し
求
め
る
よ
う
な
「
魂
」
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
―
―
そ
し
て
、
真
に

、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

成
熟
し
た
「
魂
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
逆
に
、
真
に
純
粋
無
垢
な
「
孤
独
の
魂
」
を
内
に
宿
す
こ
と
に
も

、
、
、
、

、

、
、
、
、
、

、
、
、
、

な
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
多
く
は
、
例
え
ば
、
食
欲
、
性
欲
、
物
欲
、
金
銭
欲
、
出
世
（
社
会
的
地
位
）
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欲
、
名
誉
欲
、
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
実
に
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
た
人
生
を

送
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
彼
ら
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
精
神
的
深
み
の
世
界
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
得

ず
に
、
一
生
を
終
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
兼
好
法
師
が
、
『
大
事
を
思

ひ
た
た
ん
人
は
』
（
第
五
十
九
段
）
の
な
か
で
、
し
つ
こ
く
「
出
家
」
を
勧
め
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
何

も
こ
の
世
を
捨
て
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ま
り
に
世
俗
的
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り

ま
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
、
も
っ
と
そ
の
奥
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
精
神
的
深
み
の
世
界
」
を
知
ら
ず
に

一
生
を
終
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
兼
好
法
師
を
し
て
、
そ
う
言
わ
せ
て
い
る
も
の

こ
そ
は
、
ま
さ
に
彼
自
身
の
「
内
的
充
実
感
」
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
い
う
「
内
的

充
実
感
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
理
解
で
き
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
徒
然
草
の
第
五
十
二
段
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
（
全
文
）
が
あ
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、

「
…
…
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
、
年
よ
る
ま
で
、
岩
清
水
を
拝
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
心
う
く
覚
え
て
、
あ
る
時

に

ん

な

じ

い
は
し
み
づ

を
が

お
ぼ

思
ひ
立
ち
て
、
た
だ
ひ
と
り
か
ち
よ
り
詣
で
け
り
。
極
楽
寺
、
高
良
な
ど
を
拝
み
て
、
か
ば
か
り
と
心
得

も
う

ご
く
ら
く
じ

か
う
ら

を
が

て
帰
り
に
け
り
。
さ
て
、
か
た
へ
の
人
に
あ
ひ
て
、
『
年
此
思
ひ
つ
る
こ
と
、
果
し
侍
り
ぬ
。
聞
き
し
に

と
し
ご
ろ

は
た

は
べ

も
過
ぎ
て
、

尊

く
こ
そ
お
は
し
け
れ
。
そ
も
、
参
り
た
る
人
ご
と
に
山
へ
の
ぼ
り
し
は
、
何
事
か
あ
り

た
ふ
と

け
ん
、
ゆ
か
し
か
り
し
か
ど
、
神
へ
ま
ゐ
る
こ
そ
本
意
な
れ
と
思
ひ
て
、
山
ま
で
は
見
ず
』
と
ぞ
言
ひ
け

ほ

い

る
。
少
し
の
こ
と
に
も
、
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
な
り
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
有
名
な
「
仁
和

せ
ん
だ
ち

寺
の
法
師
」
の
逸
話
を
借
り
て
話
を
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
あ
る
人
が
、
若
い
頃
か
ら
、
こ
の
世
（
或
い
は

人
生
）
の
す
べ
て
を
極
め
尽
く
そ
う
と
思
い
、
食
欲
、
性
欲
、
物
欲
、
金
銭
欲
、
出
世
欲
、
名
誉
欲
、
そ

の
他
の
、
実
に
様
々
な
「
欲
望
」
の
す
べ
て
を
充
た
し
て
、
こ
れ
で
「
人
生
の
す
べ
て
」
を
極
め
尽
く
し

た
と
思
っ
て
、
心
か
ら
満
足
し
、
そ
れ
を
他
人
に
も
自
慢
し
た
り
し
て
い
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
生

の
真
の
「
本
堂
」
は
、
実
は
、
そ
の
山
の
上
に
こ
そ
、
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か

、
、

し
、
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
「
山
ま
で
は
見
ず
」
に
一
生
を
終
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で

、
、
、
、
、
、

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
何
事
に
も
「
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
な
り
」
（
つ
ま
り
「
先
に
立
っ
て
案
内
す

せ
ん
だ
ち

る
人
《
真
の
指
導
者
》
と
い
う
も
の
は
、
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

三
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉

と
こ
ろ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
…
…
結
婚
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
し
な
い
ほ

う
が
よ
い
で
し
ょ
う
か
」
と
訊
ね
ら
れ
た
時
に
、
「
…
…
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
君
は
後
悔
す
る
だ
ろ
う
」

た
ず

（
「ｷ

ﾞ
ﾘ
ｼ
ｱ

哲
学
者
列
伝
」
）
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
非
常
に
興
味
深
い
答
え
で
あ
る
。
と
い
う
の

、
、
、
、
、
、

も
、
も
し
、
結
婚
を
す
れ
ば
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
ど
う
し
て
も
「
愛
憎
関
係
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、

、
、
、
、

ま
た
、
一
方
、
一
人
で
暮
ら
せ
ば
、
ど
う
し
て
も
「
孤
独
」
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

、
、

そ
れ
ゆ
え
、「
…
…
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
後
悔
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
ち
な
み
に
、

「
…
…
良
妻
で
あ
れ
ば
、
幸
せ
に
な
れ
る
だ
ろ
う
し
、
も
し
、
悪
妻
で
あ
れ
ば
、
哲
学
者
に
な
れ
る
だ
ろ

う
」
と
い
う
ほ
う
が
、
一
般
的
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
返
答
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

フ
レ
ー
ズ

結
婚
を
す
る
し
な
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
人
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
つ
の
充

実
」
を
図
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
「
幸
せ
」
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
様
々
な
「
欲
望
や
感

情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
雑
念
と
し
た
自
我
か
ら
離
れ
て
、
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
れ

て
い
る
「
純
粋
自
己
」
と
な
っ
て
、
何
か
「
思
索
活
動
や
芸
術
活
動
」
な
ど
に
深
く
溶
け
入
っ
て
い
る
よ

う
な
時
に
こ
そ
、
ま
さ
に
「
精
神
の
飛
翔
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生
じ
て
き
て
、
人
間
や
様
々
な
物
事
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の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
厳
密
に
観
て
取
れ
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
「
神
的
な
喜
び
」
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
得
る
わ
け
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

＊

＊

ち
な
み
に
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
記
の
な
か
に
も
、
「
…
…
画
室
に
お
け
る
画
家
―
―

肉
体
の
栄
光
が
精
神
の
そ
れ
を
そ
こ
な
わ
ぬ
よ
う
、
画
家
ま
た
は
素
描
家
は
孤
独
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ひ
っ
き
り
な
し
に
眼
の
ま
え
に
あ
ら
わ
れ
て
は
記
憶
に
よ
く
保
存
さ
る
べ
き
素
材
を
与
え
る
思
索
や
思
想

に
耽
っ
て
い
る
と
き
は
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
も
し
君
が
ひ
と
り
で
い
る
な
ら
、
君
は
す
っ
か
り
君
の
も

の
で
あ
る
。
た
っ
た
一
人
だ
け
の
友
だ
ち
と
い
っ
し
ょ
に
い
た
ら
、
君
は
半
分
君
の
も
の
だ
。
そ
し
て
君

の
交
際
の
不
謹
慎
の
度
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
君
の
分
は
少
く
な
り
、
よ
り
多
く
の
人
と
い
っ
し
ょ

、
、

に
居
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
深
く
こ
う
い
う
不
都
合
な
状
態
に
は
ま
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
…
…
」（ﾚ

ｵ
ﾅ
ﾙ
ﾄ
ﾞ
･
ﾀ
ﾞ

･
ﾋ
ﾞ
ﾝ
ﾁ

の
手
記
）

ま
た
、
デ
カ
ル
ト
も
、
そ
の
『
方
法
序
説
』
の
な
か
で
、
「
…
…
す
な
わ
ち
私
の
理
性
を
開
発
す
る
た

め
に
、
私
が
私
に
命
じ
た
方
法
に
従
っ
て
力
の
か
ぎ
り
真
理
の
認
識
へ
と
前
進
す
る
た
め
に
、
全
生
涯
を

使
い
尽
く
す
こ
と
よ
り
以
上
に
善
い
こ
と
を
為
し
え
な
い
と
私
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
私
の
こ
の
方
法

を
活
用
し
は
じ
め
て
以
来
、
こ
の
世
に
お
い
て
人
は
こ
れ
以
上
に
楽
し
い
、
こ
れ
以
上
に
清
純
な
満
足
を

味
わ
う
こ
と
は
で
き
ま
い
と
信
じ
た
ほ
ど
の
い
う
べ
か
ら
ざ
る
満
足
を
私
は
感
じ
た
。
自
分
に
は
よ
ほ
ど

重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
、
一
般
に
余
人
に
は
知
ら
れ
ぬ
若
干
の
真
理
を
来
る
日
も
来
る
日
も
お
の
れ
の
方

法
に
よ
っ
て
発
見
し
て
ゆ
き
、
こ
れ
が
た
め
に
私
の
味
わ
っ
た
満
足
感
は
と
い
え
ば
、
他
の
い
か
な
る
も

の
も
ま
っ
た
く
取
る
に
た
ら
ぬ
と
思
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
」
と
。
つ
ま
り
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」

な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
雑
念
と
し
た
自
我
か
ら
離
れ
て
、
百
％
「
自
分
自
身
」
に
な
り
き
っ
て
い

る
「
純
粋
自
己
」
と
な
っ
て
、
何
か
「
思
索
活
動
や
芸
術
活
動
」
な
ど
に
深
く
没
頭
し
て
い
る
よ
う
な
時

に
こ
そ
、
ま
さ
に
「
精
神
の
飛
翔
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生
じ
て
き
て
、
人
間
や
様
々
な
物
事
の
「
本

質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
厳
密
に
観
て
取
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、

そ
う
い
う
「
無
上
の
喜
び
」
を
味
わ
っ
て
い
た
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」

、
、
、
、
、

と
い
う
有
名
な
「
哲
学
の
第
一
原
理
」
を
観
て
取
る
こ
と
が
で
き
得
た
の
も
、
「
…
…
お
そ
ろ
し
く
活
動

的
な
、
他
人
の
仕
事
に
興
味
を
も
つ
よ
り
は
自
分
の
仕
事
を
大
切
に
す
る
人
々
の
群
が
る
な
か
で
、
き
わ

め
て
繁
華
な
都
会
な
ら
で
は
得
ら
れ
ぬ
便
宜
の
な
に
一
つ
を
も
欠
く
こ
と
な
し
に
、
し
か
も
世
界
の
果
て

の
無
人
境
に
住
む
に
も
似
て
、
私
は
た
だ
ひ
と
り
隠
者
の
生
活
を
い
と
な
み
え
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
な
、
そ
う
い
う
「
孤
独
」
の
な
か
で
こ
そ
、
獲
得
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

＊

＊
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西
行
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西
行
に
つ
い
て

例
え
ば
、
喜
海
と
い
う
人
の
『
明
恵
上
人
伝
記
』
と
い
う
著
作
の
な
か
で
、
彼
は
、
あ
る
日
、
西
行
が

自
分
の
歌
に
つ
い
て
、
明
恵
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
を
、
そ
ば
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
「
…
…
我
歌
を
読
む
は
、
遙
か
に
尋
常
に
異
な
り
。
華
、
郭

公
、
月
、
雪
、
都
て
万

は
る

こ
と

は
な

ほ
と
と
ぎ
す

す
べ

物
の
興

に
向
ひ
て
も
、
凡
そ
所
有
相
皆
是
虚
妄
な
る
事
、
眼

に
遮

り
耳
に
満
て
り
。
又
読
み
出
す
所

き
ょ
う

む
か

お
よ

あ
ら
ゆ
る
そ
う
み
な
こ
れ
こ

も

う

ま
な
こ

さ
え
ぎ

い
だ

の
言
句
は
、
皆
是
真
言
に
非
ず
や
。
華
を
読
め
ど
も
、
実
に
華
と
思
ふ
事
な
く
、
月
を
詠
ず
れ
ど
も
、
実

ご
ん
く

し
ん
ご
ん

あ
ら

げ

に
月
と
思
は
ず
、
只
此
の
如
く
し
て
縁
に

随

ひ
興
に
随
ひ
読
み
置
く
処
な
り
。
紅
虹
た
な
び
け
ば
、
虚
空

た
だ
か
く

え
ん

し
た
が

こ
う
こ
う

こ

く

う

色
ど
れ
る
に
似
た
り
。
白
日
か
ゞ
や
け
ば
虚
空
明
か
な
る
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
虚
空
は
本
、
明
か
な
る

し
か

も
と

物
に
も
非
ず
、
又
色
ど
れ
る
物
に
も
非
ず
。
我
又
此
の
虚
空
の
如
く
な
る
心
の
上
に
お
い
て
、
種
々
の
風
情

こ

ふ

ぜ

い

を
色
ど
る
と
云
へ
ど
も
、
更
に
蹤

跡
な
し
。
此
の
歌

即

ち
是
如
来
の

真

の
形
躰
也
。
去
れ
ば
一
首
読

さ
ら

し
ょ
う
せ
き

す
な
は

に
ょ
ら
い

ま
こ
と

け
い
た
い

み
出
で
て
は
、
一
躰
の
仏
像
を
造
る
思
ひ
を
な
し
、
一
句
を
思
ひ
続
け
て
は
秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る
に
同

じ
。
我
此
の
歌
に
よ
り
て
法
を
得
る
事
あ
り
。
若
し
こ
ゝ
に
至
ら
ず
し
て
妄
り
に
人
此
の
道
を
学
ば
ば
、

も

み
だ

邪
路
に
入
る
べ
し
」
と
云
々
。

う
ん
ぬ
ん

さ
て
、
こ
の
「
言
葉
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
西
行
」
自
身
の
言
葉
で
あ
る
か
ど
う
か
の
真
偽
は
、
未
だ
は

っ
き
り
と
し
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
言
葉
の
「
真
意
」
と
い
う
も
の
を
可
能
な
限
り
解

、
、

明
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
こ
の
引
用
文
の
な
か
で
最
も
大
事
な
言
葉
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
虚、

空
の
如
く
な
る
心
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
と
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
？

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

例
え
ば
、
西
行
の
場
合
、
二
十
三
歳
の
時
に
出
家
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
い
わ
ゆ
る
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
時
期
は
、
例

、
、
、
、
、
、
、
、

え
ば
、
人
間
と
は
何
か
、
自
分
と
は
何
か
、
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
、
ま
た
、
生
と
は
、
死
と
は
、
愛

憎
と
は
、
そ
の
他
、
何
で
あ
れ
、
あ
れ
こ
れ
「
自
問
自
答
」
を
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
の
絶
え
ざ

る
「
自
問
自
答
」
の
奥
底
か
ら
、
次
か
ら
次
へ
と
「
歌
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
「
目
」
を
内
に
深
く
向
け
て
、
何
年
も
何
十
年
も
絶
え
ざ
る
「
自
問
自

答
」
を
無
限
に
積
み
重
ね
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
西
行
自
身
の
「
内
的
成
長
」
を
真
に
促
進

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
西
行
に
と
っ
て
「
歌
」
を
詠
む
と
い
う
行
為
は
、
そ

の
ま
ま
「
内
的
成
長(

成
熟)

」
を
遂
げ
て
い
く
「
過
程
」
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
西
行
に
と
っ
て
「
歌
」
を
詠
む
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
そ
の
場
の

興

に
向
い
て
、
自

き
ょ
う

む
か

分
の
「
情
感
」
を
表
現
し
て
楽
し
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
西
行
に
と
っ
て
「
歌
」

を
詠
む
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
己
の
心
（
自
心
）
を
知
る
」
た
め
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
と
も
に
、
物

、

、
、

事
の
「
真
実
・
真
理
」
（
或
い
は
「
真
言
」
）
を
得
ん
が
た
め
の
「
思
索
」
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

、
、

、
、

れ
に
比
べ
て
、
外
界
の
「
対
象
」
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
自
分
に
問
い
か
け
て
く
る
存
在
で
あ
る
と
と
も

に
、
絶
え
ず
変
化
し
て
や
ま
な
い
「
虚
妄
（
仮
相
）
」
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

こ

も

う

す
な
わ
ち
、「
…
…
我
歌
を
読
む
は
、
遙
か
に
尋
常
に
異
な
り
。
華
、
郭

公
、
月
、
雪
、
都
て
万
物
の
興

は
る

こ
と

は
な

ほ
と
と
ぎ
す

す
べ

き
ょ
う

に
向
ひ
て
も
、
凡
そ
所
有
相
皆
是
虚
妄
な
る
事
、
眼

に
遮

り
耳
に
満
て
り
」
で
あ
り
、「
…
…
又
読
み
出

む
か

お
よ

あ
ら
ゆ
る
そ
う
み
な
こ
れ
こ

も

う

ま
な
こ

さ
え
ぎ

い
だ

す
所
の
言
句
は
、
皆
是
真
言
に
非
ず
や
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
「
歌
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
虚
空
の
如
く

ご
ん
く

し
ん
ご
ん

あ
ら

こ

く

う

な
る
心
」
（
つ
ま
り
何
の
既
成
概
念
も
価
値
観
も
持
た
な
い
《
純
粋
な
眼
》
）
で
、
「
対
象
」
そ
の
も
の
を

見
聞
き
し
た
時
に
、
自
分
の
「
心
」
が
、
一
体
、
ど
の
よ
う
に
動
き
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
、
そ
の
自

分
自
身
の
あ
る
が
ま
ま
の
「
実
の
心
」
を
、
た
だ
た
だ
あ
る
が
ま
ま
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
、
偽
り
飾
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
ま
っ
た
く
な
く
、
す
べ
て
自
分
自
身
の
「
実
の
心
」
を
、
あ
る
が
ま
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ま
に
「
和
歌
」
で
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
読
み
出
す
所
の
言
句
は
、
皆
是
真
言

い
だ

ご

ん

く

し
ん
ご
ん

（
つ
ま
り
仏
教
の
「
真
言
」
も
和
歌
の
「
言
葉
」
も
、
そ
れ
が
「
真
実
に
し
て
偽
り
の
な
い
言
葉
」
で
あ

れ
ば
、
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
）
で
あ
り
、
ま
た
、
西
行
の
「
歌
」
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
西

行
自
身
の
「
実
の
心
」
の
あ
る
が
ま
ま
の
表
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
嘘
や
で
た
ら
め
或
い
は
故
意
に
つ

く
り
出
し
た
「
歌
」
と
は
、
基
本
的
に
違
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
「
華
を
読
め
ど
も
、
実
に
華
と
思
ふ
事
な
く
、
月
を
詠
ず
れ
ど
も
、
実
に
月
と
思
は
ず
、
只
此

げ

た
だ
か
く

の
如
く
し
て
縁
に

随

ひ
興
に
随
ひ
読
み
置
く
処
な
り
。
紅
虹
た
な
び
け
ば
、
虚
空
色
ど
れ
る
に
似
た
り
。

え
ん

し
た
が

こ
う
こ
う

こ

く

う

白
日
か
ゞ
や
け
ば
虚
空
明
か
な
る
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
虚
空
は
本
、
明
か
な
る
物
に
も
非
ず
、
又
色
ど

し
か

も
と

れ
る
物
に
も
非
ず
。
我
又
此
の
虚
空
の
如
く
な
る
心
の
上
に
お
い
て
、
種
々
の
風
情
を
色
ど
る
と
云
へ
ど

こ

ふ

ぜ

い

も
、
更
に
蹤

跡
な
し
」
と
い
う
の
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？

こ
こ
で
、
最
も
大
事
な
こ

さ
ら

し
ょ
う
せ
き

と
は
、
西
行
自
身
の
「
心
の
状
態
」
は
、
す
で
に
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

こ

く

う

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
虚
空
（
大
空
）
の
よ
う
な
心
」

こ

く

う

こ

く

う

お
お
ぞ
ら

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
か

と
思
う
。
―
―
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
虚
空
」（
つ
ま
り
『
大
空
』
）
と
い
う
の
は
、「
…
…
例
え
ば
、
紅
虹

こ

く

う

お
お
ぞ
ら

こ
う
こ
う

た
な
び
け
ば
、
大
空
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
紅
虹
た
な
び
く
情
景
で
染
ま
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
白
日
か
ゞ

こ
う
こ
う

や
け
ば
、
大
空
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
白
日
か
ゞ
や
く
情
景
で
満
ち
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
虚
空
（
大
空
）
」
そ
の
も
の
は
、
も
と
も
と
明
か
な
る
物
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
色
ど
れ
る

、
、
、
、

こ

く

う

あ

物
で
も
な
く
、
い
わ
ば
「
無
色
透
明
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
心
」
そ
の
も
の
も
、
本
来
は
、「
無
色
透
明
な
も
の
」
で
あ
る
が
、
実
に
様
々
な
「
欲

、
、
、
、

望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
実
に
い
ろ
い
ろ
に
「
変
形
（
変
色
）
」
し
て
い
る

、
、

、
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
本
来
の
「
心
」(

つ
ま
り
「
大
空
」
の
よ
う
な
「
無
色
透
明
な

お
お
ぞ
ら

心
」)

を
取
り
戻
す
こ
と
こ
そ
は
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
本
来
の
「
心
」(

つ

ま
り
「
大
空
」
の
よ
う
な
「
無
色
透
明
な
心
」)

を
取
り
戻
す
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
仏
教
で
言
う
「
解

お
お
ぞ
ら

脱
（
悟
り
）
の
地
点
」(

つ
ま
り
「
空
」
や
「
無
」
の
地
点)

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

一
、
虚
空
の
如
く
な
る
心

こ

く

う

と
こ
ろ
で
、
西
行
は
、
い
わ
ゆ
る
「
地
獄
絵
を
見
て
」
と
い
う
詞

書
で
、
二
十
七
の
和
歌
を
詠
ん
で

こ
と
ば
が
き

い
る
が
、
そ
の
場
合
、
西
行
は
、
た
だ
単
に
そ
の
「
地
獄
絵
」
を
外
か
ら
見
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
「
地
獄
絵
」
の
な
か
に
深
く
溶
け
入
り
、
終
に
は
自
ら
そ
の
「
地
獄
絵
」
と
一
体
と
な
り
、
そ

の
「
地
獄
絵
」
の
世
界
の
な
か
を
徹
底
的
に
生
き
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
「
地
獄
絵
」
の
世

、
、
、
、
、
、
、
、
、

界
を
ま
さ
に
わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と
し
て
、
感
じ
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、

西
行
の
よ
う
な
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
で
「
地
獄
絵
」
を
深
く
見
入
れ
ば
、
そ
の
西
行
の
「
虚
空
の
如

こ

く

う

こ

く

う

く
な
る
心
」
は
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
そ
の
「
地
獄
絵
」
で
深
く
染
ま
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ

う
に
「
地
獄
絵
」
そ
の
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
深
く
受
け
入
れ
た
時
に
、
自
分
の
「
心
」
が
、
一
体
、
ど

、
、
、
、

の
よ
う
に
動
き
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
観
て
取
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け

的
確
に
「
歌
」
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
そ
の
「
地
獄
絵
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
、
自
分

、

、
、
、
、

自
身
の
あ
る
が
ま
ま
の
「
実
の
心
」
を
は
っ
き
り
と
観
て
取
る
こ
と
が
で
き
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
し
て
、
「
…
…
我
又
此
の
虚
空
の
如
く
な
る
心
の
上
に
お
い
て
、
種
々
の
風
情
を
色
ど
る
と
云
へ
ど

こ

ふ

ぜ

い

も
、
更
に
蹤

跡
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
「
種
々
の
風
情
を
色
ど
る
と
云
へ
ど
も
」

さ
ら

し
ょ
う
せ
き

ふ

ぜ

い
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と
い
う
の
は
、
一
般
に
は
「
和
歌
」
の
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、「
和
歌
」
だ
け
に
限
ら
ず
、

西
行
の
「
心
の
中
」
に
生
じ
て
来
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
西
行
自
身
の
「
心
」
は
、
す
で
に
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
、
西

こ

く

う

行
自
身
が
終
に
辿
り
着
い
た
最
終
的
な
「
心
の
状
態
」
で
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
世
の
実

つ
い

に
様
々
な
「
事
物
」
を
見
聞
き
し
て
も
、
西
行
の
「
心
」
は
、
も
う
「
全
く
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

、
、

の
だ
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
世
の
実
に
様
々
な
「
事
物
」
を
見
聞
き
す
れ
ば
、
当

、
、
、
、
、

、
、

然
の
こ
と
な
が
ら
、
様
々
な
「
思
い
や
感
情
」
な
ど
に
襲
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
「
歌
」

、
、
、
、
、

で
表
現
し
た
り
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
、
い
つ
ま
で
も
自
分
の
「
心
」

に
留
ま
っ
て
、
自
分
の
「
心
」
を
支
配
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
す
で
に
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
「
…

こ

く

う

…
我
又
此
の
虚
空
の
如
く
な
る
心
の
上
に
お
い
て
、
種
々
の
風
情
を
色
ど
る
と
云
へ
ど
も
、
更
に
蹤

跡

こ

ふ

ぜ

い

さ
ら

し
ょ
う
せ
き

な
し
」
と
い
う
言
葉
の
真
意
に
な
る
か
と
思
う
。

そ
れ
は
、
丁
度
、
静
か
な
「
湖
水
の
面
」
に
、
風
が
吹
い
た
り
、
鳥
な
ど
が
飛
び
立
て
ば
、
そ
の
静
か

み
ず
う
み

お
も

な
「
湖
水
の
面
」
に
は
大
小
様
々
な
「
波
紋
」
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
、
や
が
て

、
、

み
ず
う
み

お
も

元
通
り
の
静
か
な
「
湖
水
の
面
」
（
つ
ま
り
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
）
に
戻
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で

み
ず
う
み

お
も

こ

く

う

あ
る
。
例
え
ば
、
「
地
獄
絵
」
に
深
く
見
入
っ
て
い
る
時
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
地
獄
絵
」
の
な
か
に
深

く
溶
け
入
っ
て
し
ま
い
、
ま
る
で
西
行
自
身
が
、
そ
の
「
地
獄
」
に
深
く
陥
っ
て
、
そ
の
責
め
苦
を
わ
が

身
で
体
感
し
て
い
る
よ
う
な
思
い
に
強
く
襲
わ
れ
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
そ
れ
も
、
や
が
て
元
通
り
の
静

か
な
「
湖
水
の
面
」
（
つ
ま
り
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」）
に
戻
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

み
ず
う
み

お
も

こ

く

う

と
こ
ろ
で
、
西
行
の
場
合
、
「
…
…
華
、
郭
公

、
月
、
雪
、
都
て
万
物
の

興

に
向
ひ
て
も
、
凡
そ

は
な

ほ
と
と
ぎ
す

す
べ

き
よ
う

む
か

お
よ

所
有
相
皆
是
虚
妄
な
る
事
、
眼

に
遮

り
耳
に
満
て
り
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
一
体
、
ど
う

あ
ら
ゆ
る
そ
う
み
な
こ
れ
こ

も

う

ま
な
こ

さ
え
ぎ

い
う
こ
と
な
の
か
？

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
「
虚
妄
」

こ

も

う

と
い
う
の
は
、
「
…
…
真
実
で
は
な
い
、
真
相
で
は
な
い
、
い
つ
わ
り
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で

あ
る
か
ら
、「
…
…
凡
そ
所
有
相
皆
是

〈
実
相
〉
で
は
な
く
、
す
べ
て
〈
仮
相
〉（
つ
ま
り
『
仮
の
姿
』）

お
よ

あ
ら
ゆ
る
そ
う
み
な
こ
れ

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
ま
た
、「
眼

に
遮

り
耳
に
満
て
り
」
と
い
う
の
は
、
一
体
、

ま
な
こ

さ
え
ぎ

ど
う
い
う
意
味
な
の
か
？

こ
れ
は
、
意
味
が
よ
く
通
じ
な
い
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
正
確
な
意
味

合
い
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、
「
…
…
凡
そ
所
有
相
皆
是

〈
実
相
〉
で
は
な
く
、
す
べ
て

お
よ

あ
ら
ゆ
る
そ
う
み
な
こ
れ

〈
仮
相
〉
（
つ
ま
り
『
仮
の
姿
』
）
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
目
に
も
し
、
ま
た
、
耳
に
も
し
て

い
る
」
と
と
も
に
、
目
に
見
え
て
い
る
も
の
、
或
い
は
、
耳
に
聞
こ
え
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
「
虚
妄
」

こ

も

う

（
つ
ま
り
「
仮
の
姿
」）
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
合
い
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
目
に
見
え
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
「
仮
相
」
で
あ
り
、「
実
相
」
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、

、
、

、
、

仏
教
の
根
本
的
な
「
考
え
方
」
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
仏
教
の
場
合
に
は
、
徹
底
し
た
「
無
常
観
」

に
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
す
べ
て
は
「
変
化
し
て
い
く
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
、
「
実
体
」

と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
自
我
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
な
く
、
す
べ
て
は
「
空
」

で
あ
り
、
す
べ
て
は
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
元

も
子
も
な
い
の
で
、
一
般
的
に
は
、
物
事
の
「
仮
相
」
で
は
な
い
、
そ
の
「
実
相
」（
つ
ま
り
「
真
の
姿
」
）

、
、

、
、

を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
「
思
惟
」
（
つ
ま
り
「
思
考
（
思
索
）
活
動
」
）
の
一
つ
の
大
き
な
目

、
、

的
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
目
」
に
よ
っ
て
と
ら
え

ら
れ
る
も
の
は
、
物
事
の
「
表
面
的
な
現
象
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
絶
え
ず
変
化
し
て
止
ま
る
こ
と
の

と
ど

な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
「
仮
相
」
（
つ
ま
り
「
仮
の
姿
」
）
で
あ
る
が
、
そ
の
「
表
面
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的
な
現
象
」
の
も
っ
と
奥
に
あ
る
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
厳
密
に
と

ら
え
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
「
実
相
」
（
つ
ま
り
「
真
の
姿
」
）
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
と

、
、

も
に
、
そ
れ
は
、
真
に
磨
き
の
か
か
っ
た
「
心
の
眼
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
歌
詠
み

さ
て
、
一
般
に
、
歌
詠
み
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
花
鳥
風
月
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
歌
を
詠
む
時

の
「
素
材
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、「
花
鳥
風
月
」
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
観
察
し
て
、
そ
の
「
実
体
」

、
、
、
、

、
、

を
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
探
ろ
う
と
す
る
「
科
学
者
的
な
見
方
」
と
は
違
っ
て
い
て
、
む
し
ろ
或
る
「
花
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

な
ら
、
或
る
「
花
」
を
見
た
時
に
、
自
分
の
「
心
」
が
、
一
体
、
ど
の
よ
う
に
動
き
、
ど
の
よ
う
に
感
じ

た
か
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
「
実
の
心
」
を
、
で
き
る
だ
け
的
確
に
「
歌
（
言
葉
）
」
で
表
現
す
る
と
い

、
、
、
、
、

う
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
分
の
現
在
の
「
心
の
状
態
」
（
或
い
は
「
心
象
風
景
」
）
を
、
い
わ
ゆ
る

「
花
鳥
風
月
」
な
ど
に
託
し
て
、
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
―
―
つ
ま
り
、
表
面
的
に

は
「
自
然
の
情
景
」
（
つ
ま
り
「
花
鳥
風
月
」
）
な
ど
を
巧
み
に
詠
ん
で
い
な
が
ら
も
、
そ
の
実
は
、
作

者
自
身
の
「
内
的
情
景
」
（
つ
ま
り
「
心
象
風
景
」
）
を
よ
り
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
二
重
構
造
」
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
表
面
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
自
然
の
情

景
」（
つ
ま
り
「
花
鳥
風
月
」
）
と
、
そ
の
奥
に
隠
さ
れ
て
い
る
作
者
自
身
の
「
内
的
情
景
」（
つ
ま
り
「
心

象
風
景
心
」
）
と
が
深
く
溶
け
合
い
、
い
わ
ば
「
一
体
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
「
二
重
構
造
」
の
後
者
の
方
（
つ
ま
り
作
者
自
身
の
『
心
象
風
景
』
）
の
方
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ

、
、
、
、

れ
ば
、
そ
れ
は
、
さ
ら
に
「
象
徴
性
」
を
増
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
…
…

、
、
、

、
、
、

、
、
、

つ
ま
り
、「
華
」
そ
の
も
の
、
「
月
」
そ
の
も
の
を
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
仮

、
、
、
、

、
、
、
、

相
」（
見
せ
か
け
）
に
過
ぎ
ず
、
実
は
、
作
者
自
身
の
「
内
的
情
景
」（
つ
ま
り
『
心
象
風
景
』
）
を
こ
そ
、

、
、
、
、

表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
華
を
読
め
ど
も
、
実
に
華
と
思
ふ
事
な
く
、

げ

月
を
詠
ず
れ
ど
も
、
実
に
月
と
思
は
ず
」
、
「
…
…

只
此
の
如
く
し
て
縁
に

随

ひ
興
に
随
ひ
読
み
置
く

た
だ
か
く

え
ん

し
た
が

処
な
り
」
と
あ
る
が
、
一
般
に
、
「
歌
（
詩
歌
）
」
は
、
上
述
の
よ
う
な
「
二
重
構
造
」
を
持
っ
て
い
る

も
の
だ
が
、
西
行
の
場
合
に
は
、
特
に
「
心
」
（
或
い
は
「
心
象
風
景
」
）
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
た
表

、
、
、
、

、
、
、
、

、

現
方
法
で
、
ま
さ
に
「
縁
に

随

ひ
、
興
に
随
ひ
て
、
歌
を
読
み
置
く
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

、
、
、

え
ん

し
た
が

る
。
―
―
そ
し
て
、
西
行
の
場
合
、
そ
の
時
々
の
「
縁
」
や
「

興

」
に

随

ひ
、
も
し
、
自
分
の
「
心
」

え
ん

き
ょ
う

し
た
が

が
真
に
動
け
ば
、
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
「
歌
」
に
詠
む
が
、
も
し
、
自
分
の
「
心
」
が
真
に
動
か
な
け

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、

、
、
、
、
、
、

れ
ば
、
「
歌
」
は
詠
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
「
心
」
が
真
に
動
か
な
い
の
に
、
無
理
や
り
「
歌
」

、
、

、
、
、
、
、
、

を
つ
く
り
出
せ
ば
、
そ
れ
は
、
「
嘘
」
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
…
…
読
み
出
す
所
の
言
句
は
、
皆
是
真
言

、

い
だ

ご
ん
く

し
ん
ご
ん

に
非
ず
や
（
つ
ま
り
真
実
に
し
て
偽
り
の
な
い
言
葉
）」
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
らそ

し
て
、「
此
の
歌
即
ち
是
如
来
の

真

の
形
躰
也
。
去
れ
ば
一
首
読
み
出
で
て
は
、
一
躰
の
仏
像
を
造

す
な
わ

に
ょ
ら
い

ま
こ
と

け
い
た
い

る
思
ひ
を
な
し
、
一
句
を
思
ひ
続
け
て
は
秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る
に
同
じ
。
我
此
の
歌
に
よ
り
て
法
を
得

る
事
あ
り
。
若
し
こ
ゝ
に
至
ら
ず
し
て
妄
り
に
人
此
の
道
を
学
ば
ば
、
邪
路
に
入
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と

も

み
だ

に
な
る
わ
け
だ
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
「
真
言
密
教
」
の
、
い
わ
ゆ
る
「
…
…
人
も
し
手
に
印
契
を
結
び
、

い
ん
げ
い

口
に
真
言
を
誦
え
、
心
を
三
魔
地
に
住
す
れ
ば
、
す
み
や
か
に
即
身
成
仏
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で

さ

ん

ま

じ

そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

き
る
」
と
い
う
教
え
を
考
慮
に
入
れ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
。
―
―
つ
ま
り
、
西
行
の
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
を
持
っ
て
、
こ
の
世
の
実
に
様
々
な
「
事
物
」
を
見
聞
き
す
れ
ば
、

こ

く

う
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そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
こ
の
世
の
実
に
様
々
な
「
事
物
」
が
あ
る
が
ま
ま
に
見
え
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

時
に
、
自
分
の
「
心
」
が
、
一
体
、
ど
の
よ
う
に
動
き
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
を
、
で
き
る
だ
け
あ
る

が
ま
ま
に
「
歌
」
で
的
確
に
表
現
し
た
り
、
ま
た
、
自
分
自
身
の
「
心
」
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
凝
視
し
て

は
、
そ
の
自
分
自
身
の
「
心
」
（
つ
ま
り
「
内
的
世
界
」
）
を
可
能
な
限
り
あ
る
が
ま
ま
に
観
て
取
り
な

が
ら
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
的
確
に
「
歌
」
で
表
現
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
仏

教
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
瞑
想
」
（
つ
ま
り
本
格
的
な
「
思
考
（
思
索
）
活
動
」
）
な
ど
を
無
限
に
積

み
重
ね
て
は
、
人
間
や
様
々
な
物
事
の
「
本
質
、
真
実
、
真
理
、
源
泉
、
そ
の
他
」
な
ど
を
と
ら
え
よ
う

と
し
て
い
る
の
と
、
基
本
的
に
は
全
く
変
わ
り
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
歌
道
」

、
、

と
「
仏
道
」
と
の
一
致
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

、
、

そ
し
て
、
「
…
…
一
首
読
み
出
で
て
は
、
一
躰
の
仏
像
を
造
る
思
ひ
を
な
し
、
一
句
を
思
ひ
続
け
て
は

秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る
に
同
じ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
西
行
に
と
っ
て
「
歌
」
を
一
首
読
み
出
す
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
、
一
躰
の
「
仏
像
」
を
造
り
出
す
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
と
い
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
西
行
の
「
歌
」
は
、
嘘
や
で
た
ら
め
或
い
は
故
意
に
作
り
出
し
た
「
歌
」
な

ど
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
す
べ
て
西
行
自
身
の｢

実
の
心
」
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
「
和
歌
」
で
表
現
し
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
…
…
一
句
を
思
ひ
続
け
て
は
秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る
に
同
じ
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
、
前
述
の
真
言
密
教
の
、
「
…
…
人
も
し
手
に
印
契
を
結
び
、
口
に
真
言
を
誦
え
、
心
を
三
魔
地
に

い
ん
げ
い

さ

ん

ま

じ

住
す
れ
ば
、
す
み
や
か
に
即
身
成
仏
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
教
え
の
、
「
口
に
真
言

そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

を
誦
え
」
と
い
う
部
分
に
あ
た
る
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
「
一
句
を
思
い
続
け
る
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、

「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
を
持
っ
て
、
こ
の
世
の
実
に
様
々
な
「
事
物
」
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
た
時
に
、

こ

く

う

自
分
の
「
心
」
が
、
一
体
、
ど
の
よ
う
に
動
き
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
を
、
で
き
る
だ
け
あ
る
が
ま
ま

に
「
歌
」
で
的
確
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
自
分
の
「
心
」
（
或
い
は
自
分

、

の
「
心
象
風
景
」
）
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
「
言
葉
」
を
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
執
拗
に
探

、
、
、
、

、
、

し
求
め
て
、
何
度
も
「
自
問
自
答
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
「
心
的
状
態
」
と
は
、
ま
さ
に
「
秘
密
の
真
言

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、

を
唱
え
て
い
る
の
と
全
く
同
じ
」
心
的
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
間
違
い
な
く
、
自

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

分
自
身
の
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
を
真
に
促
進
さ
せ
て
い
る
と
と
も
に
、
「
…
…
我
此
の
歌
に
よ
り
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

法
（
真
理
）
を
得
る
事
あ
り
。
若
し
こ
ゝ
に
至
ら
ず
し
て
妄
り
に
人
此
の
道
を
学
べ
ば
、
邪
路
に
入
る
べ

、
、

み
だ

し
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
―
―
だ
と
す
れ
は
、
西
行
自
身
、
こ
の
時
に
は
、
す
で
に
真

に
「
内
的
成
長
」
を
遂
げ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
西
行
は
、
「
歌
」
を
詠

み
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
「
内
的
成
長
」
を
遂
げ
、
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」

、
、
、
、
、
、
、
、

（
つ
ま
り
「
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
心
」）
と
い
う
も
の
を
、
し
っ
か
り
と
「
獲
得
」（
つ
ま
り
「
体

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

、

お
お
ぞ
ら

得
」
）
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
真
に
「
内
的
成
長
」
を
遂
げ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ

、に
限
り
な
く
近
づ
い
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

三
、
晩
年
の
西
行

最
後
に
、
も
う
一
度
、
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、

こ

く

う

晩
年
の
西
行
が
、
う
そ
偽
り
な
く
、
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
晩
年
の
西
行

こ

く

う

は
、
プ
ラ
ト
ン
風
に
言
え
ば
、
「
欲
望
的
部
分
」
や
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
な
ど
の
支
配
か
ら
完
全

に
解
放
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理
知
的
部
分
」
に
全
面
的
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
年
八
月
十
五
日
）
、
西
行
六
十
九
歳
の
時
で
あ
る
が
、
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鎌
倉
八
幡
宮
の
鳥
居
の
あ
た
り
を
徘
徊
し
て
い
た
老
僧
西
行
は
、
時
の
権
力
者
で
あ
っ
た
「
源
頼
朝
」
に

よ
り
と
も

偶
然
会
う
機
会
を
得
、
そ
の
西
行
は
、
営
中
に
紹
引
さ
れ
、
そ
の
頼
朝
か
ら
、
「
弓
馬
や
詩
歌
」
に
つ
い

よ
り
と
も

て
た
ず
ね
ら
れ
た
時
に
、
『
吾
妻
鏡
』
の
な
か
で
は
、
「
…
…
西
行
申
し
て
云
は
く
、
弓
馬
の
事
は
、
（
中

略
）
、
罪
業
の
因
た
る
に
依
つ
て
、
其
事
曾
て
以
て
心
底
に
残
し
留
め
ず
、
皆
忘
却
し
了
ん
ぬ
。
詠
歌
は
、

よ

か
つ

を
は

花
月
に
対
し
て
動
感
す
る
の
折
節
、

僅

に
卅
一
字
を
作
る

許

な
り
、
全
く
奥
旨
を
知
ら
ず
。
然
れ
ば
是

わ
ず
か

ば
か
り

彼
報
じ
申
さ
ん
と
欲
す
る
所
無
し
と
云
々
。然
れ
ど
も
恩
問
等
閑
な
ら
ざ
る
間
、弓
馬
の
事
に
於
て
は
、
具

つ
ぶ
さ

に
以
て
之
を
申
す
。
即
ち
俊
兼
を
し
て
其
詞
を
記
し
置
か
し
め
給
ふ
。縡
終
夜
を

専

に
せ
ら
る
と
云
々
。
」

そ
の

こ
と

も
つ
ぱ
ら

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
弓
馬
に
対
し
て
は
、
「
も
う
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
、
ま
た
、
詩

歌
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
奥
義
を
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
味
も
素
っ
気
も
な
い
応
答
に
な
っ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
時
の
西
行
自
身
の
偽
り
の
な
い
あ
る
が
ま
ま
の
「
実
の
心
」
と
し
て
受

、
、
、

け
と
め
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
「
弓
馬
の
こ
と
は
忘
れ
ま
し
た
」
、
「
詩
歌
の
奥
義
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
」
で
は
、
あ
ま
り
に
も

礼
を
失
っ
し
た
対
応
な
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
弓
馬
の
話
」
だ
け
は
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
前
述
の
「
応
答
」
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
少
し
も
矛
盾
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
西
行
は
、
頼
朝

よ
り
と
も

と
話
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
「
…
…
こ
の
人
は
、
心
の
底
か
ら
弓
馬
の
こ
と
、
あ
る
い
は
詩
歌
の
こ
と
を

聞
き
た
が
っ
て
い
る
」
と
、
そ
の
よ
う
に
「
頼
朝
の
心
」
を
読
み
取
っ
て
、
な
ら
ば
、
「
…
…
自
分
は
、

よ
り
と
も

そ
れ
に
対
し
て
、
心
を
尽
く
し
、
礼
を
尽
く
す
し
か
な
い
で
は
な
い
か
」
と
思
い
直
し
て
、
「
…
…
弓
馬

の
事
に
於
て
は
、

具

に
以
て
（
事
細
か
に
）
之
を
申
し
、
縡
終
夜
を

専

に
せ
ら
る
」（
つ
ま
り
「
話
は

つ
ぶ
さ

こ
と

も
つ
ぱ
ら

終
夜
・
夜
通
し
に
及
ん
だ
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
時
の
権
力
者
で
あ
る
「
源
頼
朝
」
と
め
ぐ
り
会
っ
て
、
久
し
ぶ
り
に
西
行
自
身
忘
れ
て
い
た
「
北

よ
り
と
も

面
武
士
」
と
し
て
の
血
が
た
と
え
騒
い
だ
と
し
て
も
（
恐
ら
く
、
騒
が
な
か
っ
た
と
思
う
が
）
、
そ
れ
は
、

少
し
も
か
ま
わ
な
い
し
、
ま
た
、
頼
朝
に
「
弓
馬
の
話
」
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
話
を
し
た
と
し
て
も
、
そ

よ
り
と
も

れ
は
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
や
が
て
、
も
と
通
り
の
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
（
つ
ま

こ

く

う

り
静
か
な
「
湖
水
の
面
」
）
へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
な
る
も
の
が
、

み
ず
う
み

お
も

ま
さ
に
「
…
…
十
六
日
、
庚
寅
、
午
剋
、
西
行
上

人
退
出
す
。
頻
り
に
抑
留
す
と
雖
も
、
敢
て
之
に

拘

こ
う
い
ん

ご

こ

く

し
よ
う
に
ん

し
き

あ
へ

こ
だ
わ

ら
ず
。
二
品
（
頼
朝
）

銀

作

の
猫
を
以
て
贈
物
に
充
て
ら
る
。
上
人
之
を
拝
領
し
乍
ら
、
門
外
に
於

よ
り
と
も

し
ろ
か
ね
づ
く
り

あ

な
が

て
放
遊
の
嬰
児
に
与
ふ
と
云
々
。
」
（
つ
ま
り
「
頼
朝
か
ら
贈
ら
れ
た
猫
の
置
き
物
を
門
外
で
遊
ぶ
子
供

よ
り
と
も

に
与
え
て
）
、
去
っ
て
行
っ
た
と
い
う
行
為
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
た
と
え
「
北
面
武
士
」

と
し
て
の
「
精
神
（
気
概
）
的
部
分
」
は
、
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
激
情
的
部
分
」
か
ら

は
、
完
全
に
解
放
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
西
行
が
、
「
鎌
倉
の
八
幡
宮
」
に
立
ち
寄

っ
た
の
も
、
結
局
は
、「
…
…
是
重
源
上
人
の
約
諾
を
請
け
、
東
大
寺
料
に
沙
金
を
勧
進
せ
ん
が
為
、
奥

ち
よ
う
げ
ん

う

州
に
赴
く
。
此
便
路
を
以
て
、
鶴
岡
に
巡
礼
す
と
云
々
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
…
…
重
源

ち
よ
う
げ
ん

上
人
に
頼
ま
れ
て
、
東
大
寺
大
仏
再
建
の
た
め
に
沙
金
の
寄
付
を
お
願
い
す
る
た
め
に
、
奥
州
に
赴
く
」
。

此
便
路
（
旅
）
を
以
て
、
西
行
自
身
、
鎌
倉
の
八
幡
宮
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
な
ぜ
西
行
は
、
「
こ
の
旅
を
引
き
受
け
た
」
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
東
大
寺
大
仏
再
建
の
た
め
の
沙
金
勧
進
」
の
た
め
と
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
読

め
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
世
俗
的
な
目
的
を
、
と
く
に
求
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
西
行
に
と
っ
て
文
字
通
り
「
西
に
行
く
」
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の

「
旅
」
（
修
行
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
…
…
願
は
く
は

花
の
し
た
に
て
春
死

な
ん

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
」
と
い
う
こ
の
「
言
葉
」
に
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
西
行
自
身
の
ま
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っ
た
く
偽
り
の
な
い
、
あ
る
が
ま
ま
の
「
実
の
心
」
の
発
露
と
し
て
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

＊

＊

た
だ
、
晩
年
の
西
行
が
最
後
ま
で
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
自
分
自
身
の
「
歌
（
和

歌
）
」
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
と
『
宮
河
歌
合
』
と
い
う
形
で

み

も

す
そ
が
わ

み
や
が
わ

あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
伊
勢
神
宮
の
内
宮
と
外
宮
と
に
奉
納
す
る
と
い
う
「
企
て
」
に
な
る
わ
け

な
い
く
う

げ

く

う

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
前
代
未
聞
の
「
自
歌
合
」
と
い
う
自
分
の
歌
だ
け
か
ら
な
り
、
そ
れ
を
一

じ
か
あ
わ
せ

首
ず
つ
左
右
に
分
け
て
一
組
と
し
、
そ
の
ど
ち
ら
の
歌
が
優
れ
て
い
る
か
を
判
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
の
判
定
者
と
し
て
は
、
前
者
で
は
、
藤
原
俊
成
に
お
願
い
を
し
、
そ
し
て
、
後
者
で
は
、
そ
の
子

定
家
に
そ
の
判
を
執
拗
に
求
め
る
と
い
う
、
異
常
な
ほ
ど
の
執
着
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
か
？

も
ち
ろ
ん
、
西
行
に
は
い
ろ
い
ろ
な
「
考
え
や
思
い
」
が
あ
っ

た
か
ら
に
違
い
な
く
、
そ
し
て
、
「
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
、
自
分
の
人
生
の
集
大
成
で
あ
る
」
と

い
う
思
い
に
強
く
襲
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
な
か
な
か
判
が

で
き
て
こ
な
い
定
家
に
対
し
て
は
、
父
親
の
俊
成
に
催
促
の
手
紙
を
敢
え
て
送
る
よ
う
な
こ
と
ま
で
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
っ
と
送
ら
れ
て
き
た
判
詞
を
、
西
行
は
、
病
床
で
読
む
こ
と
に
な
る
わ

け
だ
が
、
そ
の
「
判
詞
」
の
な
か
で
も
、
次
の
「
判
詞
」
に
は
異
常
な
ほ
ど
の
反
応
を
示
す
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
ち
る
花
の
わ
が
身
を
さ
て
も
い
づ
ち
か
も
せ
む
」
と
い
う
歌
に

対
す
る
「
判
詞
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
…
…
こ
の
御
判
の
中
に
と
り
て
、

九
番
の
左
の
、
わ
が
身
を
さ
て
も
と
い
ふ
歌
の
判
の
御
詞
に
、
作
者
の
心
ふ
か
く
な
や
ま
せ
る
所
侍
れ
ば

と
か
ゝ
れ
候
。
か
へ
す
が
へ
す
お
も
し
ろ
く
候
物
か
な
。
な
や
ま
せ
る
と
申
す
御
詞
に
、

万

み
な
こ
も

よ
ろ
づ

り
て
め
で
た
く
覚
え
候
。
こ
れ
あ
た
ら
し
く
い
で
き
候
ぬ
る
判
の
御
詞
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
ふ
ら
め
。
古
は

い
と
覚
え
候
は
ね
ば
、
歌
の
す
が
た
に
似
て
い
ひ
く
だ
さ
れ
た
る
や
う
に
覚
え
候
。
…
…
」

さ
て
、
定
家
の
「
心
深
く
な
や
ま
せ
る
所
」
と
い
う
言
葉
に
、
西
行
は
、
「
か
へ
す
が
へ
す
お
も
し
ろ

く
候
物
か
な
」
と
、
異
常
な
ほ
ど
の
反
応
（
喜
び
）
を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な

二
つ
の
「
要
因
」（
意
味
合
い
）
が
あ
っ
た
か
と
思
う
。
一
つ
は
、
定
家
の
判
が
、
「
新
し
き
判
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
定
家
の
評
価
も
高
ま
り
、
間
違
い
な
く
俊
成
の
後
継
者
と
し
て
世
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
」
と
い
う
思
い
と
、
も
う
一
つ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
定
家
の
「
心
深
く
な
や
ま
せ
る
所
」
と
い
う
言
葉
に
、
「
か
へ
す
が
へ
す
お
も
し
ろ
く
候
物

か
な
」
と
、
異
常
な
ほ
ど
の
反
応
（
喜
び
）
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
そ
こ
が
、
ま

、
、

さ
に
自
分
の
「
核
心
部
分
」
（
つ
ま
り
「
歌
の
出
ど
こ
ろ
」
）
で
あ
り
、
そ
の
「
源
泉
」
か
ら
こ
そ
、
次

、
、
、
、
、
、

、
、

か
ら
次
へ
と
様
々
な
「
歌
が
生
ま
れ
出
た
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
西
行
自
身
の
言

葉
で
言
え
ば
、
「
…
…
心
か
ら
心
に
も
の
を
思
は
せ
て
身
を
苦
し
む
る
わ
が
身
な
り
け
り
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
西
行
そ
の
人
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
長
年
に
渡
る
「
自
問
自
答
」
の
果
て
し
な
き
繰
り
返
し
の
結
果
、
つ
い
に
辿
り
着
い
た
地
点
こ
そ

は
、
ま
さ
に
「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ

く

う

三
、
三
つ
の
姿

最
後
に
、
西
行
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
つ
の
姿
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
「
北
面

武
士
と
し
て
の
姿
」
で
あ
り
、
一
つ
は
、
「
僧
と
し
て
の
姿
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
「
歌

人
と
し
て
の
姿
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
北
面
武
士
と
し
て
の
姿
」
は
、
二
十
三
歳
の
時
に
、
自
ら
は
っ
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き
り
と
捨
て
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
前
述
の
引
用
文
の
な
か
に
も
あ
っ
た
、

「
…
…
弓
馬
の
事
は
、
（
中
略
）
、
罪
業
の
因
た
る
に
依
つ
て
」
、
自
分
は
、
そ
の
よ
う
な
「
罪
業
の
因
」

よ

か
ら
は
、
き
っ
ぱ
り
と
身
を
引
い
た
と
い
う
「
思
い
」
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
残
る
は
「
僧
と
し
て
の
姿
」
と
「
歌
人
と
し
て
の
姿
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
二
つ

の
姿
」
は
、
決
し
て
別
々
の
姿
な
ど
で
は
な
く
、
実
は
、
「
二
者
一
体
」
の
姿
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
僧
と
し
て
の
西
行
」
も
「
歌
人
と
し
て
の
西
行
」
も
、
決
し
て
別
々
の
西
行
な
ど
で
は
な
く
、
実
は
、

完
全
に
一
体
化
し
て
い
る
「
西
行
の
姿
」
で
あ
り
、
例
え
ば
、
真
言
密
教
に
お
い
て
は
、
「
…
…
人
も
し

手
に
印
契
を
結
び
、
口
に
真
言
を
誦
え
、
心
を
三
魔
地
に
住
す
れ
ば
、
す
み
や
か
に
即
身
成
仏
の
さ
と

い
ん
げ
い

さ

ん

ま

じ

そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
西
行
は
、
そ
の
「
口
に
真
言
を
誦
え
る
」
と
い
う

と
こ
ろ
を
、
い
わ
ゆ
る
「
和
歌
を
詠
む
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
真
理
を
得
る
」
（
つ
ま
り

「
悟
り
を
得
よ
う
」
）
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
僧
と
し
て
の
西
行
」
と
「
歌
人
と

し
て
の
西
行
」
は
、
文
字
通
り
、
完
全
に
「
一
体
化
」
し
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊
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