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表
現
さ
れ
る
も
の
と
私
秘
な
る
も
の
を
め
ぐ
る
思
索

ー
!
国
学
・
宣
長
再
考
|
|

清

水

正

之

は
じ
め
に

か
つ
て
、
丸
山
真
男
は
『
日
本
の
思
想
』
の
な
か
で
、
日
本
思
想
史
に
通
史
を
描
い
た
書
物
が
な
い
、
と
い
う
指
摘
を
し
た
。
こ
の
こ
と

は
日
本
思
想
の
歴
史
に
お
い
て
、
儒
教
あ
る
い
は
仏
教
と
い
っ
た
学
派
や
思
想
単
位
を
こ
え
て
日
本
思
想
と
よ
べ
る
よ
う
な
座
標
軸
が
な
い

と
い
う
丸
山
の
見
解
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
近
代
の
学
術
の
現
状
の
中
で
、
「
政
治
」
思
想
史
や
「
歴
史
」
思
想
史

あ
る
い
は
「
経
済
」
思
想
史
と
い
う
個
別
の
思
想
史
は
あ
る
が
、
ど
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
も
が
参
照
可
能
な
思
想
史
、

い
わ
ば
哲
学
史
の
視
点

の
不
在
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
も
と
れ
る
。

本
稿
は
、
国
学
と
い
う
思
想
史
の
中
の
狭
い
領
域
に
視
点
を
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
い
わ
ゆ
る
哲
学
史
が
な
い
と
い
う
日
本
思

想
史
研
究
の
状
態
は
な
お
つ
づ
い
て
お
り
、
日
本
思
想
史
の
研
究
が
と
き
に
怒
意
的
と
な
り
、
相
互
参
照
を
可
能
と
す
る
研
究
、
あ
る
い
は

確
実
な
蓄
積
を
の
こ
す
研
究
領
域
と
し
て
根
付
か
な
い
、
と
い
う
状
況
と
か
さ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
個
々
の
思
想
家
や
思
想
の
位
置

を
そ
の
深
度
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
こ
と
の
困
難
さ
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
こ
こ
ろ
み
も
結
局
は
一
つ
の
主
観
的
な
像
に
お
わ
っ
て



し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
自
戒
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
限
定
さ
れ
た
対
象
の
中
に
、

そ
の
筋
目
を
追
う
こ
と
と
し
た
い
。

宣
長
に
つ
づ
く
世
代
に
属
す
る
富
士
谷
御
杖
は
、

み
ず
か
ら
の
学
問
を
、
自
負
を
こ
め
「
儒
仏
の
後
学
」
(
『
百
人
一
首
燈
』
草
稿
天
理
本
・

富
士
谷
御
杖
全
集
四
l

一
九
一
頁
)
と
呼
び
、
独
自
の
問
題
領
域
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
長
い
伝
統
を
も
っ
仏
教
学
あ
る
い
は
儒
学
に
た

い
し
て
、
両
者
か
ら
の
く
び
き
を
脱
し
て
日
本
を
研
究
の
対
象
に
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
近
世
に
後
発
の
学
問
と
し
て
発
展
し
た
国
学
で

あ
る
。国

学
と
り
わ
け
後
期
国
学
の
思
想
的
傾
向
が
、
戦
前
の
命
運
に
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
意
味
の
罪
過
を
も
た
ら
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
国
学
研
究
自
体
が
長
ら
く
、
タ
ブ

l
視
さ
れ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
日
本
の
哲
学
史
あ
る
い
は
倫
理
学
史
の
こ
こ
ろ
み
で
は
、

う
し
た
図
式
的
枠
組
み
を
前
提
と
せ
ず
、
功
罪
の
全
て
を
包
み
込
ん
だ
根
底
的
な
再
把
握
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
行
。

国
学
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

そ
う
し
た
国
学
の
と
ら
え
か
え
し
を
考
え
る
と
き
、
国
学
お
よ
び
本
居
宣
長
に
目
を
向
け
た
現
代
の
思
想
家
の
一
人
と
し
て
森
有
正
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
視
角
と
も
深
く
関
わ
る
の
も
で
も
あ
る
の
で
あ
え
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

森
は
、
戦
後
、
デ
カ
ル
ト
・
パ
ス
カ
ル
等
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
そ
の
ま
ま
滞
在
を
続
け
、
思
索

を
つ
づ
け
た
。
後
年
、
森
は
長
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
活
を
ふ
ま
え
、
自
ら
の
日
本
人
と
し
て
の
日
本
語
を
通
じ
て
の
「
経
験
」
と
い
う
問
題

に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
多
く
の
近
代
日
本
の
知
識
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
、

パ
リ
に
あ
こ
が
れ
、
そ
し
て
の
ち
日
本
の
風
土
・
文
物
に
回
帰
し

た
こ
と
は
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
森
の
例
を
、
単
な
る
回
帰
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
る
に
は
そ
の
問
題
性
の

深
さ
か
ら
み
て
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
森
が
、
晩
年
の
十
年
ほ
ど
、
毎
年
の
よ
う
に
帰
国
し
い
ろ
い
ろ
な
大
学
で
集
中
講 そ
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義
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、

そ
の
な
か
で
、
北
海
道
大
学
で
学
生
た
ち
と
、
本
居
宣
長
の
初
期
の
テ
キ
ス
ト
、
『
あ
し
わ
け
お
ぶ
ね
』
を
読

ん
で
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
森
の
宣
長
へ
の
関
心
の
由
来
・
方
向
は
、
あ
る
程
度
は
全
集
所
収
の
『
本
居
宣
長
を
め
ぐ
っ
て
』
(
第

五
夜
)
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
は
『
石
上
私
翌
日
』
に
よ
っ
て
宣
長
と
出
会
っ
た
こ
と
、
宣
長
の
古
道
論
、
神
道
論
に
は

302 

「
存
在

と
本
質
」
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
と
も
通
有
の
哲
学
的
問
題
が
「
伏
在
」
し
て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て
「
避
け
て
は
な
ら
な
い
」

「
ほ
と
ん
ど
原
爆
的
規
模
の
危
険
な
問
題
」
(
同
三
九
三
頁
)
だ
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、

い
く
つ
か
の
文
章
で
森
は
、
国
学
お
よ
び
宣
長
に
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

と
り
わ
け
私
の
興
味
を
引
か
れ
る
の
は
、
こ
の

本
居
宣
長
の
初
期
の
テ
キ
ス
ト
、
と
り
わ
け
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
と
い
う
歌
道
論
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
方

向
か
ら
宣
長
を
読
ん
で
い
た
の
か
、
森
自
身
に
よ
る
明
示
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
な
い
の
だ
が
、
宣
長
の
歌
論
に
、
森
の
い
う
日
本
語
を
通
し

て
の
「
日
本
の
経
験
」
に
か
さ
な
る
問
題
を
見
い
だ
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
稿
は
、
け
っ
し
て
そ
の
森
の
見
出
し
た
か
も
し
れ

な
い
宣
長
観
に
む
け
、
目
的
論
的
に
論
じ
る
つ
も
り
も
、
森
を
権
威
と
し
て
た
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
官
一
長
の
テ
キ
ス
ト
の
内
在

的
な
方
向
を
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
な
が
ら
、

そ
の
先
で
、
森
と
の
接
点
ヘ
、
あ
え
て
考
え
を
及
ぼ
し
た
い
と
思
う
。

国
学
と
い
う
思
想
の
あ
り
方
が
概
し
て
、
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
い
わ
ば
児

戯
に
属
す
る
と
い
う
べ
き
よ
う
な
、
納
得
し
が
た
い
も
の
を
も
つ
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

と
り
わ
け
鎖
国
日
本
の
中
で
具
体
的
な
生
身
の

異
文
化
と
の
接
点
の
な
い
な
か
で
の
中
国
観
な
ど
は
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
こ
ん
な
良
く
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

こ
ん
な
良

い
と
こ
ろ
も
あ
る
、

と
い
っ
た
折
衷
的
な
評
価
で
は
、

そ
の
問
題
性
を
十
分
に
く
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
。

国
学
の
問
題
性
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
議
論
を
へ
た
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、

し
か
し
ま
た
そ
の
問
題
の
本
質
と
射
程
は
い
ま
だ
あ
き
ら
か
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
に
も
た
と
え
ば
宣
長
だ
け
に
目
を
む
け
る
の
で
は
な
く
、
国
学
と
い
う
思
想
的
態
度
の
底
を
流
れ
る
彼
ら
の
基
礎
経
験
と

も
い
う
べ
き
も
の
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
国
学
の
思
想
の
一
つ
の
面
が
、
自
他
の
断
絶
と
そ
の
先
で
の
あ
ら
た
め
て
の
自
他
を
む
す
ぶ
も
の
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
、

と



い
う
視
点
か
ら
論
じ
る
。
倫
理
思
想
と
し
て
い
う
な
ら
、
自
他
の
聞
の
「
誠
実
」

の
倫
理
に
対
し
て
、
あ
え
て
「
偽
り
」
に
着
目
す
る
こ
と

が
、
国
学
と
い
う
思
想
の
動
態
の
深
い
と
こ
ろ
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

国
学
の
テ
キ
ス
ト
に
近
し
い
も
の
に
は
、
自
明
の
こ
と
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
国
学
は
「
差
異
」
に
き
わ
め
て
敏
感

な
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
差
異
の
意
識
は
第
一
義
と
し
て
は
な
に
よ
り
も
、

お
な
じ
共
同
体
内
の
他
者
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
差
異
の
意
識

は
異
国
あ
る
い
は
異
文
化
と
し
て
の
他
者
だ
け
が
対
象
で
は
な
い
。

最
近
の
国
学
研
究
は
、
国
民
国
家
批
判
の
動
向
な
ど
と
連
動
し
、
国
学
の
他
者
を
た
だ
ち
に
異
文
化
、
具
体
的
に
は
中
国
と
す
る
。
宣
長

国
学
の
最
近
の
批
判
は
子
安
宣
邦
の
議
論
が
代
表
的
で
あ
る
。
子
安
は
い
う
。

「
日
本
」

の
自
己
同
一
性
に
か
か
わ
る
形
で
日
本
人
が
自
ら
に
言
及
す
る
と
き
、

そ
こ
に
は
常
に
宣
長
が
い
る
。
宣
長
の
国
学

的
言
説
は
、

の
自
己
同
一
性
に
か
か
わ
っ
て
な
さ
れ
る
日
本
人
の
自
己
言
及
的
な
言
説
と
し
て
た
え
ず
近
代
日
本
に

「
日
本
」

再
生
す
る
。
(
子
安
宣
邦
『
「
宣
長
問
題
」
と
は
何
か
』

一
二
頁
、
青
土
社
、

一
九
九
五
)

こ
う
い
う
視
点
か
ら
、
子
安
は
国
学
の
、
他
者
H

中
国
を
め
ぐ
る
宣
長
の
言
説
を
批
判
す
る
。

子
安
を
代
表
と
す
る
近
年
の
宣
長
・
国
学
批
判
は
、
戦
後
か
ら
一
九
八

0
年
代
く
ら
い
ま
で
の
な
が
れ
と
は
ま
た
異
な
る
視
角
か
ら
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
と
え
ば
そ
れ
は
、
日
本
自
体
を
脱
構
築
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
国

一
層
先
鋭
化
し
、
拡
大
さ
れ
、

語
・
国
文
学
批
判
、
あ
る
い
は
植
民
地
政
策
の
批
判
等
々
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
り
も
し
た
。

そ
れ
ら
も
思
想
史
研
究
の
場
で
は
、
内
在

批
判
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
無
下
に
し
り
ぞ
け
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
自
己
言
及
的
」
だ
と
い
う
宣
長
に

む
け
ら
れ
る
批
判
そ
の
も
の
が
、
論
者
自
身
が
、
他
者
を
ど
う
う
け
と
め
る
か
と
い
う
問
う
者
の
あ
り
か
た
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
端
的
に
言
っ
て
他
者
と
は
、
た
と
え
ば
子
安
の
場
合
、
「
異
国
」
中
国
で
あ
る
が
、

し
か
し
な
ぜ
他
者
と
は
つ
ね
に
異
国
と
し
て
で
な

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索303 



け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

本
論
で
い
う
他
者
と
は
、
ま
ず
は
、
自
己
に
対
面
す
る
他
者
、

304 

い
わ
ば
共
同
内
部
の
他
者
で
あ
り
、
中
国
等
の
異
国
・
異
文
化
を
も
っ
ぱ

ら
さ
す
わ
け
で
は
な
い
。
自
他
の
間
柄
に
立
ち
現
れ
て
く
る
他
者
性
と
は
な
に
か
が
ま
ず
は
国
学
的
思
惟
の
問
題
の
端
緒
で
あ
り
、
異
文
化

と
し
て
の
他
者
は
次
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
国
学
の
も
つ
日
常
の
解
釈
学
と
い
う
側
面
こ
そ
が
、
国

学
を
国
学
た
ら
し
め
て
お
り
、
同
時
代
の
儒
教
・
仏
教
と
の
違
い
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
国
学
が
問
題
に
す
る

「
他
者
」
は
、
日
常
の
感
覚
、
人
情
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
決
し
て
素
朴
で
ナ
イ
ー
ブ
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
し
、
彼
ら
の
学
的
方

法
の
全
体
の
重
要
な
結
び
目
で
あ
っ
た
。

国
学
史
か
ら
|
|
近
世
初
頭
の
世
俗
社
会
の
形
成
と
前
期
国
学

国
学
は
反
儒
教
と
い
う
そ
の
思
想
的
姿
勢
の
問
題
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
思
想
史
と
し
て
み
る
な
ら
、
中
世
の
仏
教
を
背
景
と
し

た
全
体
的
構
想
力
の
崩
壊
の
な
か
で
、
最
初
の
志
向
が
萌
し
た
こ
と
は
十
分
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
お
。
近
世
社
会
と
り
わ
け
都
会
の

人
間
の
多
様
性
、
あ
る
い
は
相
対
化
が
す
す
む
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
人
々
の
紐
帯
が
な
に
か
が
問
題
と
な
り
、
世
俗
化
の
中
で
の
生
活
儀

礼
の
あ
ら
た
な
意
味
づ
け
、
あ
る
い
は
人
情
の
重
要
性
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
中
で
仏
教
的
な
意
味
で
の
罪
を
積
極
的

に
生
き
ざ
る
を
え
な
い
人
々
の
生
の
実
態
、
と
い
う
問
題
が
思
想
的
問
い
と
し
て
一
挙
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
国
学
的
思
想
は
そ
う
し

た
近
世
的
問
題
に
直
面
す
る
か
た
ち
で
生
成
し
て
き
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
を
捕
捉
し
説
明
す
る
た
め
に
、
国
学
史
を
必
要
な
点
に
か
ぎ
り
簡
明
に
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。

国
学
の
系
譜
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
学
者
の
な
か
に
も
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
荷
田
春
満
(
一
六
六
九
l

一
七
三
六
)
・
賀
茂
真



淵
(
一
六
九
七
|
一
七
六
九
)
・
本
居
宣
長
(
一
七
三

O
i
一八
O
一
)
・
平
田
篤
胤
(
一
七
七
六
ー
一
八
四
三
)
を
四
大
人
と
し
て
あ
げ
る
見
方

が
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
契
沖
を
学
統
か
ら
は
ず
す
が
、

そ
れ
は
か
れ
が
仏
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
日
本
の

「
神
の
道
」
を
考
え
た
の
が

春
満
・
真
淵
・
官
一
長
・
篤
胤
と
続
い
た
と
み
る
平
田
派
を
淵
源
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
本
稿
で
ふ
れ
る
国
学
史
と
は
、
戸
田
茂
睡
(
一
六

二
九
ー
一
七
O
六
)
、
僧
契
沖
(
一
六
四
O
i
一七
O
一
)
等
の
前
期
国
学
と
い
わ
れ
る
一
群
、

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
展
開
し
た
、
賀
茂
真
淵
、
本

居
宣
長
そ
れ
に
つ
ぐ
世
代
で
独
自
の
位
置
を
し
め
る
富
士
谷
御
杖
(
一
七
六
八
ー
一
八
二
三
)
と
つ
ら
な
る
系
譜
で
あ
り
、
国
学
史
の
中
で
は

歌
論
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
系
譜
で
あ
む
。

ま
ず
は
契
沖
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
は
、
後
に
宣
長
が
、

そ
の
歌
の
解
釈
の
仏
教
臭
を
批
判
し
な
が
ら
、
国
学
の
た
し
か
な
基
礎
を
築

い
た
も
の
と
し
て
敬
慕
す
る
、

い
わ
ば
国
学
と
い
う
学
問
の
創
始
者
と
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
他
の
前
期
国
学
者
に
共
通
す
る
市
井
の
隠

者
と
い
う
性
格
を
同
じ
く
も
ち
、
真
言
の
僧
で
あ
り
つ
つ
自
殺
未
遂
を
若
い
と
き
ひ
き
お
こ
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
既
知
の
伝
記
と

は
別
に
、
後
の
国
学
の
展
開
と
の
関
係
で
挙
げ
る
べ
き
こ
と
は
、
二
点
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
古
代
の
仮
名
が
(
「
を
」
と
「
お
」
、
「
い
」
と

「
ゐ
」
、
「
え
」
と
「
ゑ
」
)
別
の
漢
字
で
か
き
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
(
古
代
仮
名
遣
い
)
を
発
見
し
た
と
い
う
業
績
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
が
、

し
ゃ
べ
っ

契
沖
に
よ
れ
ば
、
中
世
歌
学
・
言
語
学
が
そ
の
か
き
分
け
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
個
別
性
(
「
差
別
」
)
を
さ
き
と
せ
ず
、
通
有
性

(
「
平
等
」
)
を
先
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
っ
た
彼
自
身
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
き
た
ほ
。
契
沖
の
思
考
の
様
式
に
は
こ
の
「
差
別
」

(
事
柄
の
個
別
性
)
の
重
視
と
い
う
明
白
な
傾
向
が
あ
る
。
第
二
に
は
、
中
世
歌
学
に
対
抗
す
る
歌
論
を
、
古
今
集
の

「
仮
名
序
」

の
解
釈

を
と
お
し
て
展
開
し
た
の
だ
が
、

そ
の
後
の
い
わ
ば
下
敷
き
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
、
宣
長
、
あ
る
い
は
御
杖
の
議
論
の
、

の
端
緒
を
つ
く
っ
た
の
は
契
沖
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
核
心
は
、
歌
が
こ
こ
ろ
の
表
現
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
こ
と
ば
」
と
「
心
」
と
「
ま

こ
と
」
と
の
関
係
(
な
ぜ
言
葉
の
ま
こ
と
も
心
の
ま
こ
と
も
、
「
ま
こ
と
」
と
い
わ
れ
る
の
か
)
、
等
の
論
点
、
ま
た
歌
が
ひ
と
び
と
の
多
様

さ
、
す
な
わ
ち
〈
異
な
り
〉
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
契
沖
は
の
ち
の
宣
長
の
よ
う
に
激
し
い
漢
意
批
判
と
は
無
縁
で
あ

り
、
日
本
の
文
学
・
学
芸
が
、
中
国
の
修
辞
の
参
照
や
引
用
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
、
日
本
の
文
化
が
イ
ン
ド
や
中
国
の
影
響
の
重 そ

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索305 



層
的
な
展
開
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
に
公
平
な
目
を
向
け
る
。
そ
の
見
方
か
ら
は
、
『
日
本
書
紀
』
も
『
古
事
記
』
も
等
価
で
あ
る
こ
と

な
ど
、
事
柄
の
「
差
別
」
相
を
重
ん
じ
る
契
沖
に
あ
っ
て
は
、
日
本
と
イ
ン
ド
、
あ
る
い
は
中
国
と
の
差
異
は
、
人
間
の
普
遍
性
が
、
差
異

306 

と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
平
等
」
(
こ
と
が
ら
の
通
有
性
)
が
、

「
差
別
」
あ
る
い
は

「
守
自
性
」
(
個
性
)
の
背
後

に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

そ
の
「
差
別
」
相
が
、
後
の
国
学
的
な
特
殊
日
本
論
に
つ
な
が
る
起
爆
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
念
頭

に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

つ
い
で
戸
田
茂
睡
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
彼
は
、
前
期
国
学
者
の
都
会
の
隠
者
と
い
う
性
格
を
体
現
し
て
お
り
元
禄
期
の
一
典
型
と
目
さ
れ

せ
い
の
こ
と
ば

る
。
は
や
く
に
『
万
葉
集
』
に
着
目
し
、
和
歌
に
お
け
る
「
制
詞
」
(
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
言
葉
)
を
否
定
し
、

「
俗
語
」

の
使
用
を

み
と
め
る
べ
き
と
主
張
し
て
、
中
世
歌
学
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
人
情
を
基
盤
に
し
な
が
ら
(
身
分
の

上
下
な
く
良
き
歌
を
人
は
わ
か
る
の
だ
、
等
)
、
同
時
に
古
代
の
難
読
の
歌
を
ど
う
よ
む
か
を
解
明
す
る
、
学
の
公
開
性
の
重
要
性
を
と
い

た
。
そ
の
思
想
は
戯
作
的
作
品
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
(
『
梨
本
書
』
は
武
士
道
の
形
骸
化
し
た
こ
と
を
な
げ
く
武
士
渡
辺
茂
右
衛
門
、
僧
形
で
、

仏
教
の
「
役
」
と
し
て
の
世
俗
的
意
味
を
み
と
め
る
茂
法
師
、
お
な
じ
く
僧
形
を
し
た
求
道
家
に
し
て
懐
疑
家
睡
法
師
、
と
い
う
三
人
の
登
場
人
物
の

鼎
談
と
い
う
形
式
で
、
時
代
の
倫
理
思
想
の
淵
源
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
最
後
は
「
仏
法
を
用
」
ず
「
情
を
断
」
な
い
、
と
い
う
形
で
終
わ
る
)
こ
の
世

が
、
す
で
に
人
が
罪
な
く
し
て
生
を
お
く
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
俗
世
界
で
あ
る
こ
と
(
「
主
人
の
(
を
)
持
、

が
、
な
に
と
し
て
名
利
が
は
な
れ
ら
る
べ
き
に
や
。
貧
、
眠
、
痴
の
三
毒
も
、
毎
日
/
¥
に
つ
と
め
な
る
べ
し
」

家
を
持
、

家
人
を
持
た
る
も
の

(
日
本
思
想
大
系
三
九
、
二
九
八
頁
、

以
下
大
系
)
)
、
そ
れ
ゆ
え
に
習
俗
・
儀
礼
が
人
情
を
規
矩
す
る
重
要
な
か
な
め
で
あ
る
と
み
、
そ
の
儀
礼
を
神
道
的
な
方
向
に
さ
ぐ
る
こ
と
、

し
か
し
ま
た
仏
教
を
こ
の
世
の

「
役
」
と
し
て
認
め
る
な
ど
、
仏
教
的
世
界
と
の
微
妙
な
断
絶
と
連
続
を
し
め
し
て
い
る
。

茂
睡
の
か
か
え
た
問
題
の
一
端
を
し
め
す
例
を
歌
論
か
ら
あ
げ
て
お
こ
う
。

「
名
に
し
お
は
ゾ
あ
ふ
さ
か
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
し
ら
れ

で
く
る
よ
し
も
が
な
」
(
『
百
人
一
首
』
三
条
右
大
臣
)
を
堂
上
歌
学
が

「
ひ
と
に
し
ら
れ
で
も
」

と
解
釈
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
う
。



前
に
も
申
す
と
を
り
、

か
は
り
た
る
事
を
い
は
ん
と
て
、
本
意
に
そ
む
く
と
申
た
る
は
、

か
ゃ
う
の
事
に
て
候
、
恋
の
歌
の
な

ら
ひ
し
の
ぶ
を
以
て
本
意
と
す
る
、
顕
恋
と
い
ふ
題
な
ど
も
あ
れ
ど
も
、
随
分
忍
び
て
も
た
び
か
さ
な
れ
ば
あ
ら
は
る
〉
な
ら

ひ
、
そ
れ
を
う
く
も
つ
ら
く
も
、

な
げ
き
か
な
し
む
こ
〉
ろ
を
よ
む
な
ら
ひ
也
、
此
方
よ
り
あ
ら
は
し
人
に
し
ら
れ
で
も
く
る

し
の
ぶ
を
以
て
恋
と
云
名
あ
り
、
し
の
ぶ
事
な
く
ば
夫
婦
婚
礼
也
、
恋
と
は
云
べ
か
ら

ず、ょ
。し

も
が
な
と
は

中
々
読
ぬ
事
也
、

(
『
百
人
一
首
雑
談
』
全
集
三
四

O
)

茂
睡
は
こ
こ
で
直
接
に
は
、
旧
来
の
歌
学
を
、

そ
の
歌
の
解
釈
を
通
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
歌
の
解
釈
を
越
え
て
、
人
情
を

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
示
さ
れ
る
。

そ
こ
に
は
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
一
見
見
え
る
が
、
歌
の
論
議
か
ら
、
人

情
一
般
へ
の
踏
み
越
え
こ
そ
、
揺
監
期
の
国
学
的
な
思
想
に
は
じ
ま
り
、

そ
し
て
、
こ
れ
以
降
に
も
通
底
す
る
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

婦
婚
礼
」
を
、
日
常
を
支
え
る
矩
り
、
通
常
道
徳
と
す
る
な
ら
、
「
恋
」
(
不
倫
の
恋
)
は
そ
の
習
い
を
逸
脱
す
る
人
情
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
恋
の
歌
と
は
、
逸
脱
し
て
い
く
人
情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
し
の
ぶ
」
こ
と
に
お
い
て
恋
と
、
制
度
と
し
て
の
夫
婦
と
は
、

全
く
異
な
る
質
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
、
歌
に
託
さ
れ
た
恋
の
情
と
通
常
道
徳
に
支
え
ら
れ
た
制
度
と
の
〈
あ
わ
い
て
あ
る
い
は
さ
け
め
に
着
目
す
る
こ
と

こ
そ
、
国
学
の
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
の
重
要
な
論
点
が
あ
っ
た
。
歌
は
私
秘
な
る
も
の
を
う
た
う
、
と
同
時
に
他
者
に
向
け
ら
れ
る
、

と
い
う
問
題
で
あ
り
、
外
部
に
す
で
に
有
効
な
仏
神
は
な
く
、
か
つ

ば
、
道
徳
の
外
部
ヘ
逸
脱
す
る
志
向
そ
の
も
の
も
人
自
ら
が
、
人
の
情
が
、
支
え
る
し
か
な
ほ
。
そ
の
意
味
で
、
歌
は
、

の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
を
ど
う
み
る
か
、

「
情
を
断
た
」
な
い
と
す
れ

そ
し
て
恋
の
歌
は

か
つ
て
の

「
仏
神
」

と
、
お
な
じ
位
置
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
歌
を
め
ぐ
る
感
受
に
微
妙
な
嬰
を
う
み
だ
す
。
他
者
と
の
共
感
的
場
面
と
し
て
の
人
倫
を
逸
脱
し
か
ね
な
い
〈
私
秘
〉
の

情
は
、
私
秘
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
他
者
の
共
感
を
呼
ぶ
。

そ
の
た
め
に
は

「
し
の
ぶ
」

べ
き
は
ず
の
私
秘
の
情
は
、
歌
に
う
た
わ
れ
、 夫そ

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索307 



他
者
の
共
感
的
関
係
に
む
け
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
微
妙
き
で
あ
る
。

茂
睡
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
が
十
分
な
展
開
を
見
せ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
ず
は
、
「
秘
事
口
伝
」
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
従
来
の
歌
学
ヘ
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の
批
判
、
習
俗
道
徳
の
自
明
性
へ
の
懐
疑
的
ま
な
ざ
し
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
。
他
方
、
『
古
今
集
』
の
内
に
低
回
し
、
『
万
葉
集
』
の
意

味
を
発
見
し
、
町
民
の
サ
ー
ク
ル
を
つ
く
り
歌
を
よ
む
。
歌
と
神
道
と
の
結
び
つ
き
は
、
茂
睡
で
は
い
ま
だ
明
確
で
な
い
が
、
制
度
を
支
え

る
神
道
へ
の
並
々
で
な
い
関
心
は
、
仏
教
的
な
超
越
に
は
依
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
切
、

そ
れ
に
か
わ
る
よ
り
大
き
な
制
度
的
規
矩
あ
る
い

は
あ
ら
た
な
超
越
の
あ
り
か
た
を
模
索
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
茂
睡
の
中
で
は
、
直
接
に
は
中
世
的
な
も
の
と
の
対
峠
と
い

う
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
、
近
世
の
思
想
の
中
核
、
儒
教
は
そ
れ
ほ
ど
切
実
な
問
題
と
し
て
は
浮
上
し
な
い
。
こ
れ
が
茂
睡
の
立
て
た
問
題
の

範
囲
で
あ
っ
た
。
前
期
国
学
の
一
端
に
触
れ
た
が
、
国
学
は
こ
の
よ
う
な
視
点
を
も
ち
、
ま
ず
は
歌
の
学
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。

賀
茂
真
淵
|
|
「
同
じ
き
に
似
て
異
な
る
心
」
の
風
景

国
学
が
広
範
な
学
習
者
を
も
つ
の
は
賀
茂
真
淵
の
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
真
淵
は
江
戸
に
出
て
、
多
様
な
人
々
に
出
会
い
、

さ
ま
ざ
ま
な

風
習
、
言
語
、
見
解
に
接
し
て
、

そ
の
視
野
が
開
け
た
と
自
ら
い
う
(
『
万
葉
大
考
』
全
集
一
ー
ー
二
三
頁
)
。
近
世
の
都
市
文
化
で
経
験
し
た
ひ

と
び
と
の
〈
異
な
り
〉
の
あ
り
ょ
う
こ
そ
が
彼
の
基
礎
経
験
だ
っ
た
と
い
え
る
。

真
淵
は
茂
睡
・
契
沖
と
違
い
、
反
儒
教
の
口
火
を
切
り
、
ま
た
中
世
歌
学
の
背
後
の
仏
教
へ
の
反
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
。

そ
こ
に
は
古
代

の
日
本
を
理
想
と
み
る
歴
史
の
意
識
が
あ
る
。

い
に
し
へ
ま
な
び

彼
の
「
古
学
」
と
は
、
万
事
簡
素
で
作
為
な
く
道
徳
的
強
制
も
な
く
「
天
地
に
か
な
っ
て
」
治
ま
っ
て
い
た

「
い
に
し
へ
の
安
国
の

や
す
ら
け
き
」
上
代
の
あ
り
様
を
「
知
り
明
ら
め
む
」
も
の
と
し
て
、
「
い
に
し
へ
の
歌
」
を
学
び
「
己
が
よ
む
歌
」
を
修
練
す
る
こ
と
で



あ
っ
た
(
『
歌
意
考
』
、
大
系
『
前
期
国
学
』
三
五
一
頁
)
。

「
さ
か
し
ら
」
や
そ
れ
を
助
長
す
る
儒
教
の
影
響
を
断
ち
切
る
た
め
に
、
歌
詠
を
通

じ
て

「
い
に
し
へ
を
己
が
心
言
に
な
ら
は
」
(
『
賀
茂
翁
家
集
巻
之
三
』
全
二
一
ー
ー
六
二
一
)
す
こ
と
で
、
上
代
の
理
想
の
風
を
実
現
で
き
る
。

人
の
心
を
う
た
う
歌
と
い
う
も
の
は
、

一
見
無
用
の
も
の
と
み
え
る
が
実
は
世
の
治
乱
興
亡
の
要
で
「
家
よ
り
国
に
お
よ
び
国
よ
り
天
が
下

に
至
る
ま
で
用
を
な
す
」
(
『
万
葉
秘
説
』
全
一
ー
ー
五

1
六
)
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
治
国
平
天
下
に
効
あ
ら
ん
と
す
る
儒
教
が

「
理
り
」
を
説

く
こ
と
で
世
に
争
い
を
も
た
ら
す
に
対
し
て
、
和
歌
は

「
和
ら
ぎ
」
を
も
た
ら
す
と
み
た
。

そ
れ
で
は
、
真
淵
の
み
る
、
多
様
な
情
を
に
な
っ
た
個
別
存
在
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
る
社
会
と
は
ど
う
あ
る
の
か
。
世
と
は
本
来

「
教
え
ね
ど
も
」
「
こ
と
ゆ
く
」
も
の
で
あ
る
。
儒
教
が
理
や
仁
義
礼
智
し
い
て
説
い
た
こ
と
で
逆
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
と
真
淵
は
み
る

が
、
理
や
仁
義
礼
智
の
よ
う
な
も
の
は
、
あ
え
て
名
づ
け
る
ま
で
も
な
く
「
お
の
づ
か
ら
」
人
聞
社
会
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た

(
『
国
意
考
』
大
系
三
八
一
二
。
こ
う
真
淵
は
い
う
が
、

そ
の
社
会
の
構
成
に
目
を
移
す
と
そ
れ
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
。
ま
さ

ひ
と
度
、

し
く
一
触
即
発
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
引
き
続
き
『
国
意
考
』
よ
り
書
き
ぬ
く
。

(
唐
国
は
)
如
是
世
々
に
み
だ
れ
て
治
る
こ
と
も
な
き
に
、
儒
て
ふ
道
あ
り
と
て
天
が
下
の
理
り
を
解
き
ぬ
。
げ
に
打
開
た
る

v

」+」晶、

l
l
 い
ふ
べ
き
こ
と
も
な
ら
ざ
る
覚
れ
ど
、

い
と
ち
ひ
さ
く
理
り
た
る
も
の
な
れ
ば
人
の
と
く
開
得
る
に
ぞ
侍
る
。
先
も
の

の
専
ら
と
す
る
は
、
世
の
治
り
人
の
代
代
伝
ふ
る
こ
そ
貴
め
、

さ
る
理
り
有
と
て
生
で
あ
る
天
が
下
の
、
同
じ
き
に
以
て
異
な

る
心
な
れ
ば
、
う
は
べ
は
聞
し
や
う
に
て
、
心
に
き
か
ぬ
こ
と
し
る
べ
し
。
(
大
系
三
七
六
頁
)

人
々
の

「
生
き
で
あ
る
天
が
下
」

の
本
質
と
真
淵
の
み
る
も
の
は

「
同
じ
き
に
以
て
異
な
る
心
」
と
い
う
認
識
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
争
乱

の
続
い
た

「
唐
国
」
だ
け
で
は
な
い
。

「
春
夏
秋
冬
の
漸
な
る
」
風
土
の
中
で
皇
統
が
連
綿
と
続
き
治
っ
て
き
た
こ
の
国
の

「
天
が
下
」

す
ら
、

「
〉
つ
は
べ
」

は
安
ら
か
な
心
情
に
満
ち
て
い
る
と
見
え
な
が
ら
、

「
心
に
し
の
ば
ぬ
」
H

抑
圧

そ
の
心
情
の
内
部
に
分
け
入
る
な
ら
、
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例
外
で
は
な
い
。
「
多
く
殺
せ
し
は
、

し
が
た
い
、
怒
り
、
憤
激
、
「
わ
り
な
き
」
H

非
合
理
な
願
い
、
「
世
を
奪
は
ん
と
す
る
」
思
い
さ
え
が
渦
巻
い
て
い
る
。
支
配
す
る
者
と
て

一
国
の
ぬ
し
と
成
ぬ
。
さ
て
そ
を
限
り
な
く
殺
せ
し
は
、
い
た
っ
て
や
ん
ご
と
な
き
御
方
と
な
ら
せ

3IO 

た
ま
ひ
て
」
(
大
系
三
八
八
)
今
の
地
位
に
い
る
。
こ
の
よ
う
に
個
々
の
人
間
は
、
「
心
の
偽
り
は
人
毎
に
有
る
」
(
大
系
三
九
O
)
も
の
、
虚
偽

を
は
ら
ん
だ
存
在
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
心
を
見
る
限
り
、
人
間
は
相
互
に
共
感
し
が
た
い
断
ち
切
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。

個
別
の
存
在
が
虚
偽
に
満
ち
、
他
者
に
対
し
て
は
異
和
と
し
て
し
か
な
い
社
会
が
、
な
ぜ
「
和
ら
」

い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま

さ
に
そ
こ
に
こ
そ
こ
の
社
会
の
特
質
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
真
淵
は

「
直
き
心
」

ゆ
え
だ
と
い
う
。

或
人
問
、

さ
ら
ば
古
へ
は
皆
あ
し
き
人
は
な
き
か
と
。
答
、
此
聞
は
ま
た
よ
く
直
き
て
ふ
意
を
し
ら
ぬ
故
な
り
。
凡
志
の
直
け

れ
ば
、
万
に
物
少
し
、
も
の
少
な
け
れ
ば
心
に
深
く
か
ま
ふ
る
こ
と
な
し
。
さ
て
直
き
に
つ
き
て
、
た
ま
た
ま
わ
ろ
き
こ
と
を

な
し
、
世
を
奪
は
ん
と
思
ふ
人
も
ま
、
あ
れ
ど
、
直
き
心
よ
り
思
ふ
こ
と
な
れ
ば
隠
れ
な
し
。
隠
れ
な
け
れ
ば
、
忽
に
取
ひ
し

が
る
(
注
|
平
定
さ
れ
る
)
、

よ
り
て
大
な
る
乱
れ
な
し
。
直
き
時
は
い
さ
さ
か
の
わ
ろ
き
事
は
常
に
あ
れ
ど
、
警
ヘ
ば
村
里
の

を
こ
の
も
の
の
力
を
争
ふ
ご
と
く
に
て
、
行
ひ
し
づ
め
や
す
き
也
。
(
大
系
三
八
六
頁
)

こ
こ
で
い
う
「
直
き
心
」
な
る
も
の
が
、
心
性
の
も
ち
う
る
道
徳
判
断
、
た
と
え
ば
「
直
き
」
か
ら
連
想
す
る
よ
う
な
誠
実
、
あ
る
い
は

善
悪
の
判
断
と
は
お
よ
そ
次
元
の
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
真
淵
は

「
直
き
と
い
ふ
中
に
、
邪
に
む
か
ふ
と
、
思
ふ
心
の
強
く
雄
々

し
き
と
、
心
に
思
ふ
事
を
す
さ
び
と
い
ふ
と
の
三
つ
あ
り
」
と
三
義
あ
げ
、
ど
れ
を
と
る
か
は

「
釘

p
v」
ー

J

こ
ま

蓮
寺

l
L
T
カ」

っ
て
決
め
る
べ
き
だ
と
い

う
。
だ
が
、

つ
づ
い
て
「
そ
の
中
に
、
古
人
は
思
ふ
事
、

ひ
が
わ
ざ
に
で
も
隠
さ
ず
歌
に
よ
め
る
、
此
直
き
に
、
ぞ
、
歌
は
あ
は
れ
と
お
ぼ
ゆ

る
こ
と
有
な
る
」
(
『
遁
飛
麻
那
微
』
欄
外
注
記
、
大
系
三
六
九
)
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
歌
に
よ
る
心
の
隠
蔽
な
き
表
明
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
直
き
」
ゆ
え
に
私
秘
の
思
い
は
歌
に
詠
ま
れ
、
「
異
な
る
心
」
が

「
心
の
偽
り
」
を
抱
い
た
ま
ま
で
他
者
の
共
感



に
収
め
と
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
そ
の

「
直
き
心
」
よ
り
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
直
き
心
」
と
は
心
性

「
直
き
」
こ
と
も
作
為
で
は
な
く
、

の
内
包
す
る
公
共
性
、
他
者
を
志
向
す
る
傾
向
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
心
は
本
性
上
、

そ
う
し
た
機
能
を
備
え
て
お
り
、

「
心
の
偽
り
」
に
よ
っ
て
主
観
的
に
隔
で
あ
る
個
々
の
人
が
客
観
的
に
は
大
き
な
「
和
ら
ぎ
」

の
内
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。

真
淵
の
い
わ
ゆ
る
υ
自
然
H

思
想
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、

「
凡
天
地
の
際
に
生
と
し
生
け
る
も
の
は
み
な
虫
な
ら
ず
や
」
「
天
地
の
父

母
の
目
よ
り
は
人
も
獣
も
鳥
も
虫
も
同
じ
こ
と
成
べ
し
」
(
『
国
意
考
』
大
系
三
八
六
)
も
、
自
然
性
の
称
揚
と
し
て
で
な
く
、

そ
う
し
た
脈

絡
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
真
淵
の
眼
目
は
、
人
は
心
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
の
だ
が
、
心
は

対
立
の
関
係
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
そ
の
断
絶
し
た
個
別
存
在
が
、
三
一
一
一
口
」
を
通
じ
て
こ
の
世
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ま
ま
に
「
お
の
づ

「
人
毎
に
」
異
な
っ
て
い
る
か
ら

か
ら
」

一
体
な
る
共
感
の
構
造
の
内
に
組
み
こ
ま
れ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
一
体
化
は

「
天
地
の
こ
こ
ろ
の
ま
二
に
人
間

社
会
に
備
わ
っ
た
機
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
人
々
の
心
を
共
感
的
関
係
の
内
に
か
ら
め
と
る
人
聞
社
会
は
、
心
も
言
葉
も
な
い
が

く
」
虫
の
世
界
と
機
能
的
に
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
こ
と
ゆ

真
淵
の
こ
の
見
方
に
は
、
私
秘
の
心
性
と
社
会
の
聞
に
は
、
あ
る
種
の
飛
躍
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
真
淵
の
こ
う
し
た
方
向
は

結
局
の
と
こ
ろ
協
同
の
成
立
し
て
い
る
実
体
的
基
盤
H

「
古
ヘ
」
と
い
う
時
代
の
あ
り
よ
う
に
行
き
つ
く
。

ひ
と
は
「
神
」
と
「
皇
」
と
へ
の

「
二
つ
の
崇
み
」
を
共
感
の
実
質
内
容
と
す
る
共
同
体
ヘ
、
偽
り
多
き
「
己
が
心
」

の
ま
ま
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が

「
ま
す
ら
を
」

「
神
」
「
皇
」
と
の
断
絶
を
、
あ
る
種
雄
々
し
き
に
よ
っ
て
飛
び
越
え

の
あ
り
方
で
あ
る
(
『
書
意
』
大
系
四
六
六
)
。
私
秘
と
、

る
と
い
う
、
真
淵
の
思
想
の
も
つ
、
武
断
的
性
格
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
国
学
史
の
な
か
で
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
母
性
的
な
一
体

性
を
背
景
に
、
男
性
的
な
い
し
父
性
的
原
理
を
も
っ
て
個
が
存
在
す
る
と
い
う
把
握
に
は
、
他
者
に
向
か
う
「
直
き
心
」

と
私
秘
な
る

の
偽
り
」
と
の
分
裂
と
同
質
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
た
と
え
ば
宣
長
に
お
い
て
の
自
然
性
と
能
動
性
と
の
あ
り
方
と
は
逆
方

向
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
宣
長
は
真
淵
を
な
お
漢
意
の
影
響
下
に
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
ま
さ
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

ー「

IL、
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宣
長
の
初
期
歌
論
に
お
け
る
自
己
と
他
者
|
|
実
情
と
「
偽
り
」

以
上
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
宣
長
に
目
を
移
す
。
実
体
的
な
共
同
体
が
思
想
上
の
鍵
と
な
る
の
は
宣
長
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
一
方
、
周

到
に
自
他
の
共
感
的
感
情
の
ひ
だ
の
内
に
分
け
入
る
初
期
の
宣
長
が
い
る
。

そ
の
際
宣
長
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
真
淵
の
い
う
「
心
の
偽
り
」

に
も
通
う
、
自
己
意
識
に
映
る
虚
偽
の
影
で
あ
る
。
以
下
初
期
歌
論
で
あ
る
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
を
中
心
に
宣
長
の
心
性
の
理
解
を
簡
明

に
追
い
な
お
し
て
お
こ
う
。
真
淵
の
心
性
論
が
個
と
社
会
と
い
う
場
面
で
専
ら
論
じ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
宣
長
は

「
歌
を
よ
む
」
と
い
う

場
面
に
即
し
て
議
論
を
た
て
る
が
、

そ
の
議
論
は
お
の
ず
と
心
性
あ
る
い
は
人
情
一
般
に
踏
み
こ
ん
で
い
る
。

彼
の
初
期
歌
論
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
は
、
歌
が
政
治
、
道
徳
か
ら
独
立
し
た
領
域
で
あ
り
、
「
た
だ
心
に
思
ふ
事
を
い
ふ
」

の
が
歌
の

目
的
で
あ
り
本
質
で
あ
る
と
す
る
冒
頭
の
宣
言
で
始
ま
る
も
の
と
し
て
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
歌
の
母
胎
た
る
心
性
が
、
と
く
に

「
実
情
」
概
念
と
の
関
り
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
前
略
)
世
人
の
情
、
楽
み
を
ば
ね
が
ひ
、
苦
み
を
ば
い
と
ひ
、

お
も
し
ろ
き
事
は
だ
れ
も
お
も
し
ろ
く
、

か
な
し
き
事
は
だ

れ
も
か
な
し
き
も
の
な
れ
ば
、
只
意
に
し
た
が
ふ
て
よ
む
が
歌
の
道
な
り
、
姦
邪
の
心
に
て
よ
ま
ば
、
姦
邪
の
歌
を
よ
む
べ

し
。
好
色
の
心
に
て
よ
ま
ば
、
好
色
の
歌
を
よ
む
べ
し
。
仁
義
の
心
に
て
よ
ま
ば
、
仁
義
の
歌
を
よ
む
べ
し
。
た
だ
た
だ
歌
は

一
偏
に
か
た
よ
れ
る
も
の
に
て
は
な
き
な
り
。
実
情
を
あ
ら
は
さ
ん
と
お
も
は
ば
実
情
を
よ
む
べ
し
。

い
つ
は
り
を
い
は
ん
と

お
も
は
ば
、

い
つ
は
り
を
よ
む
べ
し
。
詞
を
か
ざ
り
面
白
く
よ
ま
む
と
お
も
は
ば
、
面
白
く
か
ざ
り
よ
む
べ
し
。
只
意
に
ま
か

す
べ
し
。
こ
れ
す
な
は
ち
実
情
也
。
秘
す
べ
し
/
¥
。
(
一
条
、
以
下
漢
数
字
は
宣
長
全
集
『
あ
し
わ
け
お
ぶ
ね
』
の
条
数
を
示
す
)



歌
の
母
胎
で
あ
る
「
世
人
の
情
」

は
政
治
、
修
身
な
ど
に
無
関
係
な
自
由
な
拡
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
歌
は
そ
の
自
由
な
拡
り
か
ら
よ

み
手
の

「
意
に
し
た
が
ふ
て
」
紡
ぎ
出
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
意
に
し
た
が
ふ
て
」

よ
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
以
上
、
情
の
自
由

さ
を
規
矩
す
る
よ
う
な
も
の
、
規
範
(
た
と
え
ば
「
仁
義
」
)
を
も
よ
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
第
一
条
に

は
「
あ
り
の
ま
ま
に
よ
む
」
と
い
う
頭
注
が
つ
い
て
い
る
が
、
素
朴
に
あ
り
の
ま
ま
を
よ
む
こ
と
が
実
情
で
あ
る
な
ら
、
あ
り
の
ま
ま
を
隠

し
て
「
い
つ
は
り
」
を
よ
ん
だ
り
詞
を
飾
る
こ
と
も
、
そ
も
そ
も
人
の

「
意
」
の
拡
り
の
中
に
あ
る
以
上
、
実
情
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
、

と
い
う
展
開
が
予
想
で
き
よ
う
。
大
ま
か
に
い
っ
て
宣
長
は
前
者
の
常
識
的
な
狭
義
の
実
情
に
対
し
て
、
後
者
の
実
情
を
も
実
情
と
し
て
す

く
い
と
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
の
一
条
か
ら
始
ま
る
実
情
概
念
の
き
し
み
の
内
に
み
え
る
宣
長
の
関
心
の
方
向
は
、
歌
に
よ

み
こ
ま
れ
る
べ
き
「
心
」
と
、
そ
の
「
心
」
を
詠
み
こ
も
う
と
す
る
と
き
そ
の
作
業
に
向
け
て
動
員
さ
れ
る
「
心
」
と
の
分
裂
に
あ
る
と
い

え
る
。

思
ふ
心
よ
み
あ
ら
は
す
が
本
然
也
。

そ
の
歌
の
よ
き
や
う
に
と
す
る
も
又
歌
よ
む
人
の
実
情
也
。
よ
き
が
中
に
も
よ
き
を
え
ら

び
、
す
、
ぐ
れ
た
る
が
中
に
も
す
ぐ
れ
た
る
歌
を
よ
み
い
で
む
と
す
る
が
、
歌
の
最
極
無
上
の
所
也
。

歌
が
、
「
心
に
思
ふ
事
」
と
全
く
同
じ
物
理
的
量
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
な
ら
、
何
ら
問
題
は
生
じ
な
い
。
心
が
歌
に
向
け
ら
れ
た
と

き
の
分
裂
は
、
「
す
ぐ
れ
た
る
が
中
に
す
ぐ
れ
た
る
」
歌
を
め
ざ
し
た
と
き
最
高
度
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
二
条
の
実
情
論
の

議
論
の
骨
子
を
示
す
こ
と
と
し
よ
う
。

(
一
)
「
思
ふ
心
を
よ
み
あ
ら
は
す
」

の
が
歌
の
「
本
然
」
で
あ
る
(
注
|
狭
義
の
「
実
情
」
)
。

の
も
「
又
歌
よ
む
人
の
実
情
」
だ
。

(
二
)
そ
の
歌
を
「
よ
き
や
う
に
と
す
る
」

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索313 



(
三
)
そ
の
際
に
「
よ
く
よ
ま
ん
」
と
す
る
ゆ
え
に
、
「
実
の
心
」
と

「
た
が
ふ
事
」
も
あ
る
が
、

そ
の
背
反
も
「
実
情
」

で
あ
る
。

(
四
)
な
ぜ
な
ら
「
心
に
は
悪
心
」
を
い
だ
き
な
が
ら
「
善
心
の
歌
を
よ
ま
む
と
思
」

っ
て
よ
ん
だ
歌
は
「
偽
り
」
だ
が
、

そ
の
「
善
心
を
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よ
ま
む
と
思
ふ
心
」
に
は
「
偽
り
」
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
で
も
「
歌
と
い
う
も
の
は
み
な
実
情
よ
り
出
る
」
と
い
っ
て
よ
い
。

(
五
)
逆
に
、
「
よ
く
よ
ま
む
と
お
も
」

い
な
が
ら
「
よ
く
よ
め
ば
実
情
を
う
し
な
ふ
」

か
ら
「
わ
る
け
れ
ど
あ
り
の
ま
ま
に
よ
む
」
こ
と

は
ど
う
か
と
い
う
と
、
「
よ
く
よ
ま
ん
と
思
ふ
心
」
に
背
反
し
て
い
る
か
ら
「
偽
り
」

「
あ
り
の
ま
ま
に
よ
ま
む
と
思
ふ
」
こ
と
は
「
又
実
情
」
で
あ
る
。

で
は
あ
る
が
、

「
実
情
を
う
し
な
ふ
」

か
ら

歌
人
は
、
歌
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
「
心
に
思
ふ
事
」
(
「
実
の
心
」
)
を
確
か
に
手
中
に
し
な
が
ら
、
心
を
如
何
に
「
よ
く
よ
む
」

か
に
集

中
し
て
い
く
と
き
、
あ
り
の
ま
ま
の

「
実
の
心
」
を
さ
し
あ
た
っ
て
括
弧
で
く
く
り
、
目
前
の

「
よ
く
よ
む
」
た
め
の
配
慮
に
没
頭
す
る
。

そ
の
結
果
、
「
よ
く
よ
む
」

こ
と
に
集
中
す
る
意
識
が
紡
ぎ
出
す
歌
は
、

し
ば
し
ば
「
実
の
心
」
と
く
い
ち
が
う
も
の
に
な
る
が
、

そ
の
背

反
も
実
情
と
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
歌
論
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
が
、
宣
長
は
、
基
本
的
に
他
者
の
目
差
し
の
内
で
、
関
係
の
只
中

に
生
き
ざ
る
を
得
ぬ
人
間
の
心
性
が
、
他
者
に
向
き
合
う
と
き
に
内
包
す
る
分
裂
を
描
い
て
み
せ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
狭
義
の
実
情
は
宣
長
の
構
築
し
よ
う
と
す
る
概
念
と
は
殆
ん
ど
無
縁
と
な
る
。
素
朴
に
あ
り
の
ま
ま
な
る
こ
と
は
事
態

と
し
て
あ
り
え
て
も
、
歌
に
あ
る
べ
き
実
情
で
は
な
い
。
要
約
(
五
)
に
い
う
よ
う
に
、
官
一
長
は
「
あ
り
の
ま
ま
に
よ
ま
む
と
思
ふ
」
こ
と

も
「
又
実
情
」
だ
と
云
う
。
し
か
し
こ
の

「
あ
り
の
ま
ま
」

は
、
「
よ
く
よ
ま
ん
」
と
様
々
に
慮
っ
た
挙
旬
、
「
よ
く
よ
ま
ん
」
と
す
る
意
識

の
統
制
の
も
と
で
一
つ
の
修
辞
上
の
選
択
と
し
て

「
え
ら
び
」
と
ら
れ
た

「
あ
り
の
ま
ま
」

で
あ
る
。
「
あ
り
の
ま
ま
に
よ
ま
む
と
思
ふ
」

意
識
を
透
過
し
た

「
あ
り
の
ま
ま
」

は
、
す
で
に
「
実
の
心
」

の
「
あ
り
の
ま
ま
」

で
は
あ
り
え
な
い
。

こ
の
議
論
そ
し
て
そ
の
後
の
『
あ
し
わ
け
お
ぶ
ね
』
の
論
理
の
展
開
の
な
か
で
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
「
実
の
心
」
と

「
よ
く
よ
む
」
こ

と
の
講
離
を
宣
長
が
「
偽
り
」
と
意
識
し
苦
慮
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宣
長
に
は
真
淵
の
よ
う
な
「
偽
り
」
が
そ
の
ま
ま
で
か
ら
め

と
ら
れ
て
い
く
基
盤
は
宣
長
の
、
こ
の
段
階
で
は
な
い
。
古
代
の
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
、
現
に
歌
を
よ
む
歌
人
の
心
性
の
分
析
に
向
か
っ



た
こ
と
の
必
然
の
流
れ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
う
し
た
事
態
を
説
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
八
条
・
九
条
で
宣
長
は

「
偽
り
」

の
歴
史
的
な
必
然
性
を
繰
り
返
し
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。

八
条
で
は
こ
う
い
う
。

の
論
議
と

「
世
く
だ
り
人
の
心
も
い
つ
は
り
多
く
」
な
っ
た
今
、

の
論
議
と
、

「
今
の
代
の
歌
の
勢
」

「
歌
の
本
体
」

は
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
今
で
も
「
歌
の
本
体
」
を
守
る
と
い
う
な
ら
「
心
の
思
ふ
と
お
り
ま
っ
す
ぐ
」
に
よ
め
ば
い
い
。
そ
れ
も

「
実
情
(
狭
義
|
注
)
の
歌
に
ち
が
い
な
」

「
歌
に
あ
ら
ず
」

と
い
っ
て
も
「
過
当
」

い
。
し
か
し
そ
れ
で
は

「
わ
が
ま
ま
の
歌
」

で
あ
っ
て

で
な
い
。
「
今
の
代
」

は
何
よ
り
も
「
詞
を
か
ざ
り
て
よ
く
よ
む
」
こ
と
が
歌
の
肝
心
で
あ
る
、
と
。

あ
る
い
は
九
条
で
は
更
に
一
歩
す
す
め
る
。
即
ち
、
八
条
で
は
古
代
の

「
質
朴
」
な
時
代
に
は
素
朴
な
実
情
が
あ
り
え
た
と
い
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
野
小
町
、
能
図
法
師
の
歌
を
引
き
、

「
偽
り
」
な
き
そ
の
時
代
に
神
に
む
か
つ
て
す
ら
、
悲
し
い
こ
と
を
「
悲
し
か

り
け
り
悲
し
か
り
け
り
」
な
ど
と
あ
り
の
ま
ま
に
は
表
現
せ
ず
、

「
ヨ
町
司

ココ円
H

一

「
つ
く
り
か
ざ
り
」
「
偽
り
」

は
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

の

こ
う
し
て
宣
長
は
歌
論
を
論
じ
つ
つ
、
当
代
の
共
感
が
如
何
と
も
し
が
た
く
内
包
し
た
逆
説
的
な
構
造
を
提
示
す
る
。
人
心
が

「
軽
薄
」

「
姦
邪
」
「
悪
心
」
等
の
虚
偽
に
ひ
た
さ
れ
て
い
る
時
、
他
者
と
の
共
感
は
、
人
が
自
己
の
自
己
性
H

「
あ
り
の
ま
ま
」
「
実
の
心
」
に
立
っ
て

い
る
限
り
聞
か
れ
え
ぬ
こ
と
、
共
感
を
ひ
ら
く
に
は
、
自
己
の
虚
偽
に
み
ち
た

い
わ
ば
二
重

「
あ
り
の
ま
ま
」
を
虚
偽
の
表
現
で
伝
え
る
、

の
虚
偽
を
通
じ
て
し
か
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

実
情
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
い
え
ば
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
詠
む
こ
と
で
は
良
い
歌
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
歌
論
の
定
着
の
中
で
は
、
虚
偽

を
虚
偽
を
通
じ
て
表
現
す
る
と
い
う
意
味
を
も
負
わ
さ
れ
た
実
情
概
念
は
二
度
と
駆
使
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
だ
が
一
時
に
せ
よ
そ
う
し
た

概
念
が
実
情
に
盛
ら
れ
た
の
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
私
に
は
宣
長
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
自
己
の
心
性
を
い
か
に
掘
り
こ
ん
で
い

っ
て
も
「
実
」
な
る
も
の
は
他
者
の
共
感
を
志
向
す
る
心
性
、
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
お
か
し
そ
れ
は
き
わ
め
て
不
自

然
な
力
わ
ざ
を
必
要
と
す
る
認
識
で
あ
っ
た
。
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
の
難
解
さ
は
正
に
そ
の
不
自
然
さ
に
よ
る
。
な
ぜ
な
ら
宣
長
自
身
、

自
他
の
関
係
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
「
実
の
心
」
「
あ
り
の
ま
ま
」
、

い
わ
ば
〈
私
秘
性
〉
と
な
づ
く
べ
き
も
の
が
確
か
に
あ
る
こ
と
を
気
づ
い
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て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
軽
薄
」
「
姦
邪
」
「
悪
心
」
と
し
か
呼
び
ょ
う
の
な
い
も
の
だ
か
ら
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
宣
長
の
自
己
省
察
と
も
い
う
べ
き
心
性
論
で
は
、
自
己
意
識
は

「
あ
り
の
ま
ま
」

の
直
接
的
意
識
と
、

そ
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
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の
虚
偽
を
忌
避
し
、
共
感
を
志
向
す
る
意
識
、

そ
の
忌
避
に
阿
責
を
感
ず
る
意
識
等
々
に
分
裂
す
る
こ
と
に
な
る
。
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』

後
半
の
人
情
論
、
神
道
論
は
、
こ
う
し
た
分
裂
の
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
「
あ
り
の
ま
ま
」
「
あ
り
て
い
」

の
意
味
を
問
う
こ
と
、

そ
れ
を

通
じ
て
自
己
意
識
に
揺
曳
す
る
「
偽
り
」

の
意
識
を
消
去
す
る
こ
と
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
く
と
見
え
る
。

人
情
の
あ
り
て
い
と
心
の
あ
り
て
い
の
分
裂

そ
の
消
去
は
二
つ
の
方
向
に
向
か
う
。
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
の
中
盤
の
議
論
の
顕
著
な
特
徴
は
二
つ
の
「
あ
り
て
い
」
即
ち
「
人
情
の

あ
り
て
い
」

へ
の
肯
定
的
な
傾
斜
と
、
「
心
の
あ
り
て
い
」

へ
の
否
定
的
対
応
と
で
あ
る
。

特
に
後
者
は

「
人
情
も
を
の
づ
か
ら
軽
薄
に
な
」

っ
た
と
い
う
「
人
情
の
変
化
」
(
三
六
)
観
と
共
に
「
心
の
あ
り
て
い
を
よ
ま
ん
と
お
も

へ
ば
甚
下
劣
の
歌
に
な
る
べ
し
」
(
三
六
)
な
い
し
「
上
代
は
質
朴
な
る
が
実
情
な
り
と
て
、
今
の
世
に
て
思
ふ
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
よ
み
出

た
ら
ば
、
え
も
い
は
れ
ぬ
見
苦
し
き
歌
ど
も
の
出
来
ぬ
べ
し
」
(
四
二
)
等
、
既
に
我
々
が
見
て
き
た
忌
避
の
感
覚
を
伴
い
つ
つ
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
感
覚
が
一
貫
し
て
尾
を
引
い
て
い
る
事
実
に
併
行
し
て
、
肯
定
と
し
て
の
「
あ
り
て
い
の
人
情
」

の
論
が
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
で
あ
る
。
人
情
論
の
典
型
は
三
八
条
で
あ
る
。

さ
て
人
情
と
云
も
の
は
は
か
な
く
児
女
子
の
や
う
な
る
か
た
な
る
も
の
也
。
す
べ
て
男
ら
し
く
正
し
く
き
っ
と
し
た
る
事
は
、

み
な
人
情
の
う
ち
に
は
な
き
も
の
也
、
正
し
く
き
っ
と
し
た
る
事
は
、

み
な
世
間
の
風
に
な
ら
ひ
、
或
は
書
物
に
化
せ
ら
れ
、



人
の
つ
き
あ
ひ
世
の
ま
じ
は
り
に
つ
き
て
、
を
の
づ
か
ら
出
来
、
又
は
心
を
制
し
て
こ
し
ら
へ
た
る
つ
け
物
也
。
も
と
あ
り
て

い
の
人
情
と
云
う
も
の
は
、
至
極
ま
っ
す
ぐ
に
は
か
な
く
っ
た
な
く
し
ど
け
な
き
も
の
也
。

「
し
ど
け
な
き
」
「
あ
り
て
い
の
人
情
」
が
具
体
的
に
は
ど
ん
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
。
宣
長
は
豊
富
な
例
を
示
し
て
説
明
す
る
が
、
例

え
ば
、
人
が
死
ぬ
時
に
「
親
兄
弟
妻
子
を
思
ひ
、
何
と
な
く
か
な
し
く
哀
を
も
よ
ほ
し
、
な
げ
か
は
し
く
思
ふ
は
、
千
人
万
人
人
情
の
本
然
」

だ
と
い
う
。
だ
か
ら
武
士
が
死
に
際
し
て
「
正
し
く
き
っ
と
し
て
」
乱
れ
な
い
な
ど
は

「
心
を
制
し
」
外
見
を
つ
く
ろ
っ
た
も
の
で
「
も
と

あ
り
て
い
の
人
情
」
に
は
な
い
。
と
に
か
く
「
し
ど
け
な
く
っ
た
な
く
は
か
な
か
る
べ
き
」
も
の
が
人
情
で
あ
る
。
そ
の
点
「
人
情
、
本
然
」

は
、
聖
人
凡
人
か
は
る
事
な
く
「
古
今
和
漢
か
は
る
事
な
き
」
も
の
だ
と
い
う
。
歌
は

「
も
と
本
情
を
の
ぶ
る
も
の
な
れ
ば
は
か
な
く
し
ど

け
な
く
を
ろ
か
な
る
べ
き
」
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
八
条
の
「
あ
り
て
い
の
人
情
」
に
い
た
る
ま
で
の
議
論
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
く
。

そ
れ
は
三

O
条
、
三
二
条
、
三
三
条
、
三
四
条

の
各
条
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
た
と
え
ば
「
さ
て
人
欲
の
切
な
る
所
ゆ
へ
に
恋
の
歌
に
は
別
し
て
名
歌
多
し
。
又
利
欲
も
人
情
の
大
な
る
も
の

な
れ
ど
も
、
利
を
貧
る
は
大
不
風
雅
の
至
な
れ
ば
、
人
こ
れ
を
恥
て
、
よ
み
出
る
と
も
、
い
と
に
く
か
る
べ
し
」
(
三

O
)
、
「
(
僧
が
表
面
廉

正
に
み
せ
な
が
ら
色
を
好
む
の
は
)
俗
に
も
す
、
ぐ
れ
て
淫
乱
好
色
な
る
、

そ
の
い
つ
は
り
に
く
む
に
あ
ま
り
あ
り
」
(
三
三
)
等
、

そ
の
人
情

論
は
、
官
一
長
自
身
の
道
徳
観
の
影
を
さ
え
み
る
こ
と
が
で
き
る
ご
と
く
、
歌
に
よ
み
出
さ
れ
る
母
胎
の
人
情
の
善
悪
の
判
断
、
道
徳
的
判
断

に
ー
ー
最
終
的
に
は
容
認
す
る
に
し
て
も
!
|
立
ち
入
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に
極
ま
る
な
ら
ば
次
に
和
歌
の
本
質
の
否
定
に
至
り
か

ね
な
い
が
、

し
か
し
又
こ
れ
ら
の
各
条
は
そ
う
し
た
道
徳
的
判
断
へ
の
踏
み
こ
み
の
姿
勢
を
逐
一
修
正
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
。
「
理
非
議

論
に
な
づ
む
べ
か
ら
ず
」
(
三

O
)
、
「
そ
の
行
跡
の
よ
し
あ
し
、
心
の
邪
正
善
悪
は
、

そ
の
道
々
に
て
褒
庇
議
論
す
べ
き
事
」
(
三
三
)
「
(
僧

の
不
行
跡
を
非
難
し
た
あ
と
)
生
ず
る
所
の
清
械
は
、
花
を
愛
す
る
人
の
か
ま
は
ぬ
事
也
」
(
三
三
頭
注
)
等
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、

そ
の
議

論
の
涯
に
「
歌
の
善
悪
の
議
論
の
す
て
て
、
も
の
の
あ
は
れ
と
云
事
を
し
る
べ
し
」
(
三
四
頭
注
)
と
、
あ
の
よ
く
知
ら
れ
た
概
念
で
あ
る

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索317 



「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
初
め
て
頭
注
と
い
う
形
で
、

ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
登
場
す
る
「
あ
り
て
い
の
人
情
」

そ
し
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
は
虚
偽
や
珂
責
の
影
は
す
で
に
な
い
。
忌
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主主

長
が
他

「
あ
り
て
い
の
人
情
」

者
た
ち
の
織
な
す
人
情
世
界
に
、
自
己
省
察
を
停
止
し
虚
偽
を
別
扶
す
る
こ
と
を
や
め
て
向
き
合
っ
た
と
き
浮
上
る
人
情
の
構
図
で
あ
る
。

歌
論
と
の
関
り
で
い
え
ば
、
「
よ
く
よ
ま
ん
」
と
他
者
の
共
感
を
志
向
す
る
心
性
が
、

つ
き
ま
と
う
阿
責
の
意
識
を
ふ
り
す
て
た
と
き
成

立
す
る
共
感
の
世
界
で
も
あ
る
。
宣
長
自
身
も
そ
の
一
体
的
世
界
の
構
成
員
で
あ
る
。
思
え
ば
こ
の
一
体
的
世
界
は
一
条
の
最
初
か
ら
気
づ

か
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
こ
で
は

「
楽
を
ば
ね
が
ひ
苦
を
ば
い
と
ひ
、

お
も
し
ろ
き
事
は
だ
れ
も
お
も
し
ろ
く
、

か
な
し
き
事
は
だ
れ

も
か
な
し
き
も
の
」
と
い
う
「
世
人
の
情
」
が
ゆ
る
や
か
に
か
た
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
己
が

「
偽
り
多
き
」
心
に
向
き
合
っ
た
と
き
心
性

は
ひ
と
度
最
初
に
あ
っ
た
一
体
的
世
界
か
ら
退
落
す
る
。
だ
が
心
性
の
省
察
は
今
ま
た
一
体
的
共
感
的
世
界
に
還
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

結
局
、
こ
う
し
た
作
業
の
は
て
に
と
り
あ
え
ず
歌
論
の
中
で
は
、
自
己
意
識
に
つ
き
ま
と
う
虚
偽
の
意
識
を
ふ
り
は
ら
え
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
あ
れ
ほ
ど
忌
避
し
て
い
た

「
心
の
あ
り
て
い
」

に
さ
え
そ
の

「
い
つ
は
り
多
き
を
悪
」

む
の
で
は
な
く
「
い
つ
は
り
多
き
情
の

「
和
歌
の
い
つ
は
り
は
古
の
ま
こ

ま
ま
に
」
「
自
然
」
に
対
面
で
き
る
こ
と
に
な
る
(
四
二
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
こ
の
議
論
は

と
を
ま
な
ぶ
偽
り
な
れ
ば
、
い
ひ
ま
わ
せ
ば
ま
こ
と
に
帰
す
る
也
」
(
五
二
)
と
い
う
形
を
と
っ
て
完
結
す
る
。

こ
の
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
で
の
、
人
情
か
ら
そ
の
虚
偽
の
影
を
は
ら
う
こ
と
が
、
初
期
宣
長
の
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
か
は
、
『
石
上

私
淑
言
』
(
七
六
)
に
、
好
色
を
忌
む
法
師
の
歌
が
な
ぜ
「
あ
は
れ
」
が
多
い
か
を
論
じ
て
、
「
さ
や
う
に
心
の
う
ち
に
深
く
つ
も
れ
る
妄
念

を
も
、
こ
の
歌
に
よ
み
い
で
て
い
さ
さ
か
も
お
も
ひ
は
る
か
さ
む
は
発
露
俄
悔
の
心
に
も
か
な
ひ
ぬ
べ
く
や
」
と
歌
を
仏
教
で
い
う
、
「
発

露
俄
悔
」
と
み
な
す
議
論
、

さ
ら
に
は
『
紫
文
要
領
』
で
、
「
法
師
の
恋
」

の
歌
が
、
秀
歌
と
な
り
共
感
を
呼
ぶ
と
い
う
問
題
へ
の
多
く
を

割
い
て
の
言
及
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。



仏
教
・
儒
教
の
道
と
和
歌
お
よ
び
神
道

こ
う
し
た
歌
論
の
成
立
の
中
で
、
偽
る
こ
と
の
阿
責
は
減
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
宣
長
に
と
っ
て
人
情
一
般
に
解
消
で
き
な
い

個
々
の

「
心
の
あ
り
て
い
」

「
鬼
神
」
に
直
面
し

「
姦
邪
」
「
悪
心
」

に
宿
る

は
依
然
残
り
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
り
わ
け
問
題
は

た
と
き
の

「
心
の
あ
り
て
い
」

の
帰
趨
で
あ
る
。

行
論
の
全
体
と
し
て
は
、

「
実
を
お
い
て
、
詞
を
の
み
か
ざ
り
て
よ
ま
ば
、

い
か
に
よ
き
歌
也
と
も
鬼
神
を
感
ぜ
せ
し
む
る
事
は
あ
る
ま

じ
」
(
九
)
と
い
う
序
盤
で
の
問
い
の
重
さ
は
、
最
終
的
に
は

「
和
歌
の
い
つ
は
り
は
古
の
ま
こ
と
を
ま
な
ぶ
偽
り
な
れ
ば
、

い
ひ
ま
わ
せ

ば
ま
こ
と
に
帰
す
る
也
」
(
五
二
)
と
い
う
答
え
に
し
め
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

「
い
つ
は
り
」

の
処
理
の
一
応
の
完
成
は
、
心
的
過
程
を

み
そ
な
わ
す
ご
と
く
た
て
ら
れ
た
内
的
な
「
神
」
に
も
一
定
の
解
法
を
見
出
す
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
神
が
、
異
相
の
文
化
、
道
と
の
和

歌
の
あ
り
か
た
と
ふ
か
く
か
か
わ
っ
た
形
で
関
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

四
三
条
で
宣
長
は

「
古
の
実
情
の
う
る
は
し
き
、
誠
の
歌
」
を
学
ぶ
な
ら
な
ぜ
日
本
紀
・
万
葉
集
を
と
ら
ず
に
「
少
々
か
ざ
り
つ
く
ろ
ひ

も
あ
る
や
う
に
な
り
た
る
」
古
今
集
を
と
る
か
と
い
う
聞
に
答
え
る
形
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
孔
子
を
引
き
つ
つ

「
文
質
彬
々

と
云
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
て
、
根
か
ら
美
醜
を
も
か
え
り
み
ず
あ
り
て
い
な
る
を
ば
い
は
ず
。
誠
実
な
る
上
に
、
ず
い
ぶ
ん
醜
を
の
ぞ
き
、

美
を
つ
く
ろ
ひ
か
ざ
り
て
、
す
ぐ
れ
て
う
る
は
し
く
け
つ
こ
う
な
る
を
云
也
」
と
述
べ
る
。
孔
子
の
思
想
の
核
心
も
歌
の
道
が
そ
う
で
あ
っ

た
と
同
じ
く
「
あ
り
て
い
」

「
つ
く
ろ
ひ
か
ぎ
り
」
に
あ
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
う
け
つ
づ
く
四
三
条
で
「
和
歌
は
吾
邦

さ
の

の
大
道
也
と
云
事
い
か
が
」
と
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
問
う
。

「
儒
は
聖
人
之
道
を
大
道
と
し
て
、
釈
氏
は
仏
道
を
大
道
と
し
、
老
荘
は
道

徳
自
然
に
し
た
が
ふ
を
大
道
」

と
し
て
い
る
が
、
和
歌
は

「
欝
情
を
は
ら
し
、
思
ひ
を
の
べ
、

四
時
の
あ
り
さ
ま
を
形
容
す
る
の
大
道
と
云

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索319 



時
は
よ
」

い
が
、
吾
邦
の
大
道
と
云
う
時
は

「
自
然
の
神
道
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
答
え
で
あ
る
(
自
然
の
神
道
と
い
う

用
語
に
は
既
成
の
神
道
各
派
を
批
判
し
て
止
ま
な
い
宣
長
に
と
っ
て
、

お
そ
ら
く
〈
み
そ
な
わ
す
〉
神
の
あ
り
方
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ

320 

る
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
て
こ
の
答
え
に
前
条
の
孔
子
の
言
を
重
ね
、
更
に
遡
っ
て

「
あ
り
て
い
の
人
情
」
を
論
じ
た
三
八
条
に

「
詩
歌
の
政
道
の
助
け
と
な
る
事
も
、
全
く
そ
の
っ
た
な
く
し
て
、

し
ど
け
な
く
実
情
を
よ
み
出
た
る
に
て
、
民
間
情
態
の
あ
ら
は
れ
し
る

ゆ
ヘ
な
り
、
聖
人
醐
定
の
意
も
全
く
此
他
は
な
き
也
」
と
つ
け
た
頭
注
を
も
加
味
す
る
な
ら
、
宣
長
に
と
っ
て
歌
道
と
は
、
彼
が
今
ょ
う
や

く
手
に
入
れ
人
情
の
「
あ
り
て
い
」
さ
(
〈
直
接
性
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
)
を
自
在
に
処
理
H

制
定
す
る
方
法
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
仏

教
・
儒
教
と
一
屑
を
並
べ
う
る
も
の
と
さ
れ
る
。
歌
道
と
神
道
と
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
さ
さ
や
か
な
形
で
暗
示
さ
れ
て
終
わ
る
。

初
期
歌
論
の
お
い
て
は
、
神
道
は
儒
教
仏
教
に
優
越
す
る
位
置
を
占
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
興
味
深
い
。

以
上
『
あ
し
わ
け
お
ぶ
ね
』
を
参
照
し
て
き
た
。
以
上
を
心
性
と
他
者
の
問
題
と
し
て
み
る
と
こ
う
な
る
。
「
心
の
あ
り
て
い
」
に
あ
る

と
宣
長
の
見
る
虚
偽
は
歌
に
は
決
し
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、

い
わ
ば
自
他
の
共
感
的
関
係
か
ら
は
つ
ね
に
こ
ぼ
れ

お
ち
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
我
々
な
ら
そ
れ
こ
そ
自
我
で
あ
る
と
片
づ
け
る
で
あ
ろ
う
「
心
の
あ
り
て
い
」
に
宣
長
の
示
す
禁
忌
的
感
覚

に
、
他
者
か
ら
見
通
せ
ぬ
自
己
を
も
つ
こ
と
に
罪
悪
感
を
い
だ
き
、
心
に
思
う
事
は
つ
ね
に
関
係
に
む
け
て
ひ
ら
か
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
清
明
心
的
伝
統
の
影
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
宣
長
の
歌
論
に
は
、
人
間
と
の
関
係
の
内
に
は
決
し
て
聞
か

れ
ぬ

「
心
の
あ
り
て
い
」
に
や
ど
る
虚
偽
を
あ
る
方
向
を
も
っ
て
消
去
し
、
「
い
つ
は
り
」
と
い
う
形
で
あ
れ
関
係
に
解
消
で
き
ぬ
人
間
の

本
質
を
顕
わ
に
し
、

そ
の
こ
と
で
伝
統
的
倫
理
観
の
只
中
に
立
ち
つ
つ
、

そ
の
超
克
の
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
を
蔵
す
る
と
い
う
の
が
、
私

の
見
通
し
で
あ
る
。

つ
づ
く
『
石
上
私
淑
言
』
『
紫
文
要
領
』
な
ど
の
歌
論
・
物
語
論
で
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
確
立
す
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
の
古
事
記
解
釈

へ
の
傾
注
の
中
で
は
、
「
真
心
」
を
中
心
と
し
て
論
ず
る
。
そ
う
し
た
人
情
論
、
神
道
論
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。

宣
長
の
中
期
以
降
の
、
真
心
論
や
人
情
論
は
、
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
に
顕
著
だ
っ
た
自
己
省
察
の
矛
先
を
お
さ
め
て
成
り
立
つ
他
者
の



一
般
的
構
図
(
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
に
え
が
か
れ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
の
)
で
あ
り
、
神
は
ま
た
内
観
的
な
神
で
な
く
、
人
間
の

心
性
か
ら
断
ち
切
ら
れ
た

の
神
と
な
る
。
初
期
の
内
観
的
な
心
性
論
、
あ
る
い
は
神
観
念
は
、

そ
の
痕
跡
を
ほ
と
ん
ど
と
ど
め
な

「
神
学
」

し￥

(
「
神
に
祈
る
は
愚
な
り
」
『
玉
く
し
げ
』
全
集
八
l

一
一
一
一
二
、
な
ど
)
。
も
の
の
あ
は
れ
論
も
基
本
的
に
は
、
他
者
の
構
図
で
あ
り
、

そ
の
点

で
は
古
事
記
伝
の
神
と
お
な
じ
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
私
秘
性
の
か
げ
を
ぬ
ぐ
い
さ
っ
た
世
界
の
あ
り
方
と
し
て
論
じ

て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
の
自
己
意
識
へ
の
禁
忌
が
、
彼
の
生
涯
を
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
晩
年
の
『
玉
勝
間
』
で
、

「
我
と
か
い
う
禍
神
」
と
い
う
表
現
で
、
対
象
の
理
解
に
は
い
り
こ
む
私
意
、
あ
る
い
は
〈
特
権
的
な
認
識
主
体
〉
と
し
て
の
自
己
を
否
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

よ
く
し
め
さ
れ
て
い
る
。
と
き
に
実
証
的
と
さ
れ
る
宣
長
の
学
も
、
自
己
意
識
へ
の
忌
避
感
の
う
え
に
周
到
に
ね
ら

れ
た
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

初
期
歌
論
に
戻
る
な
ら
、
の
ち
に
「
神
道
と
は
す
べ
て
言
に
い
だ
さ
ず
し
て
、
人
、
中
心
に
お
も
ふ
所
を
さ
し
て
い
ふ
名
也
と
知
る
べ
し
」

(
『
言
霊
弁
』
)
と
、
歌
論
を
通
じ
て
、
関
係
の
中
に
表
出
さ
れ
な
い
心
日
〈
私
秘
性
〉
を
も
っ
て
神
道
の
起
源
と
み
た
富
士
谷
御
杖
と
の
連
関

を
直
ち
に
想
起
す
る
が
、
宣
長
の
初
期
の
思
想
的
営
為
の
至
っ
た
地
点
は
、
確
か
に
御
杖
流
の
思
想
を
生
み
出
す
接
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
と
同
時
に
、
自
己
へ
の
宣
長
的
な
禁
忌
の
感
覚
を
、
「
欲
情
」
を
も
っ
て
神
道
の
起
源
と
す
る
御
杖
に
お
い
て
は
、
肯
定
に
転
ず
る
方

向
で
論
ず
る
こ
と
で
、
ま
た
大
き
く
異
な
る
展
開
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

森
有
正
|
|
二
項
方
式

冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
他
の
関
係
を
ふ
ま
え
た
他
者
論
を
多
様
な
視
点
か
ら
み
る
た
め
の
一
例
と
し
て
、
本
居
宣
長
と
近
現
代
の
思

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索321 



想
的
問
題
と
の
連
関
を
暗
示
す
る
森
有
正
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
方
向
か
ら
読
ん
で
い
た
の
か
、
残
念
な
が
ら
十
分
に
明
示
的
な
テ
キ
ス
ト
を
森
は
残
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し
て
い
な
い
。
宣
長
の
歌
論
の
中
に
、
日
本
語
を
通
し
て
の

「
日
本
の
経
験
」

の
あ
る
形
を
見
い
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
〉
つ
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
。

簡
明
に
い
え
ば
、
私
は
宣
長
の
テ
キ
ス
ト
を
、

三
項
方
式
」
を
体
現
し
つ
つ
、
「
自
分
一
個
の
経
験
」
を
打
ち
出
す
修
辞
の
可
能
性
を
示

唆
す
る
も
の
と
、
森
が
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
森
は
、
『
経
験
と
思
想
』
の
中
で
彼
は
長
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
生
活
は

「
体
験
」
を
増
し
た
が
、

そ
れ
は
決
し
て

経

験
」
と
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

「
経
験
」
に
し
て
も
「
「
思
想
」
に
し
て
も
、

そ
れ
ら
は

「
言
葉
」
と
は
な
す
こ
と
の
出
来
な
い
関
係
に
立
っ
て
い
る
。

「
経
験
」

は
そ
の
本
質
的
契
機
と
し
て
。
「
言
葉
」
と
呼
ぶ
外
な
い
機
能
を
含
ん
で
い
る
。
:
:
:
我
々
の
場
合
は
、
「
言
葉
」

は
日
本
語
で

あ
る
。
我
々
は
日
本
語
に
お
い
て

「
経
験
」
を
も
ち
、

「
思
想
」
を
組
織
す
る
。
(
全
集
十
二
l

三
O
頁
)

森
は
、

ふ
つ
う
人
間
経
験
や
思
想
は
普
遍
的
な
通
用
性
妥
当
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
語
が
カ
ン
ト
の

「
経
験
」
「
思
想
」

の
内
実
を
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
日
本
語
を
は
な
れ
て
我
々
は
経
験
や
思
想
の
実
体
は
な
い
の
で
あ
り
、
日
本
語
は

「
日
本
」

と
い
う
も
の
へ
我
々
を
導
い
て
い
く
、

と
い
〉
つ
。

そ
し
て
、
日
本
語
を
通
じ
て
日
本
の

「
経
験
」
を
分
析
す
る
中
で
、

「
関
係
の
親
密
性
」
や
「
相
互
骸
入
性
」
(
同
六
八
)
(
相
互
に
腹
を
割

る
、
真
心
の
尊
重
な
ど
)
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
日
本
の
公
共
性
・
共
同
性
の
な
さ
、
関
係
が
水
平
か
ら
上
下
に
傾
斜
す
る
垂
直
性
、
な
ど

を
批
判
的
に
例
示
し
つ
つ
、

「
日
本
人
に
お
い
て
は

「
経
験
」

は
一
人
の
個
人
で
は
な
く
、
複
数
を
、
具
体
的
に
は
二
人
の
人
間
を
構
成
す



る
関
係
を
定
義
す
る
」
(
同
六
二
)
と
し
、

そ
れ
を
「
二
項
結
合
方
式
」

(
g
B
E
g
-
gロ
宮
口
包
括
)
(
略
し
て

三
項
関
係
」
「
二
項
方
式
」
)
と

な
づ
け
て
い
る
。

森
は
そ
れ
を
「
日
本
人
は
相
手
の
こ
と
を
気
に
し
な
が
ら
発
言
す
る
と
い
う
と
き
、

そ
れ
は
単
に
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
に
、
人
間

関
係
そ
の
も
の
言
語
構
成
そ
の
も
の
が
そ
う
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
八
七
)
「
日
本
語
は
本
質
的
に
二
項
関
係
の
内
閉
性
を

持
っ
て
い
る
」
(
八
八
)
)
と
説
明
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で

と
い
う
言
明
が
、
日
本
語
で
は

「

A
は
B

「A
は
B
で
あ
る
」

で
す
」
「
A
は
B
で
し
ょ
う
」
「
A
は
B
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「A
は
B
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
等
々
表
現
さ
れ
る
と
き
、

そ
こ
で
は
A
H
B
の
言

明
の
内
容
よ
り
は
、
会
話
の
当
事
者
で
あ
る
甲
、
乙
の
関
係
が
む
し
ろ
お
も
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の

三
項
方
式
」

の
問
題
点
は
、

「
経
験
」
が
二
人
の
人
間
の
関
係
に
自
閉
し
、

「
自
分
一
個
の
経
験
に
ま
で
分
析
さ
れ
え
な
い
」
こ
と
、

そ
し
て
反

一
方
で

面
ご
二
人
称
的
、
客
観
的
」
な
真
理
、
公
共
性
が
成
立
し
得
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

十
分
な
紹
介
す
る
に
は
足
り
な
い
が
、
公
共
性
の
再
構
築
が
問
わ
れ
て
い
る
現
在
、
森
の
見
解
は
な
お
み
る
べ
き
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
森
の
立
場
は
、
日
本
語
や
日
本
社
会
の
伝
統
の
擁
護
に
向
か
う
も
の
で
は
な
い
。
森
は
再
三
、
日
本
的
伝
統
を
擁

護
し
た
和
辻
哲
郎
に
言
及
し
引
用
す
る
が
、
森
の
立
場
が
、
個
人
主
義
を
否
定
す
る
和
辻
の
立
場
と
同
じ
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
近
代
日
本
に
お
け
る
「
家
の
重
み
」
「
自
我
の
未
確
立
」
「
革
命
の
不
在
」
な
ど
を
二
項
方
式
の
も
つ
問
題
点
の
具
体
例
と
し
て
あ
げ
る

森
に
と
っ
て
、
和
辻
の
日
本
人
の
認
識
を
め
ぐ
る
習
慣
性
(
因
習
性
)
の
指
摘
は
、

そ
の
最
終
的
な
論
理
の
帰
結
と
は
べ
つ
に
、

き
わ
め
て

日
本
の

そ
の
超
克
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
経
験
」
を
開
示
し
た
も
の
と
映
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、

森
の
宣
長
へ
の
関
心
も
こ
う
し
た

「
日
本
語
に
よ
る
経
験
」
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
、

そ
う
し
た
森
に
と
っ
て
、
官
一

と
同
時
に
、

長
の
初
期
の
テ
キ
ス
ト
は
、
あ
る
方
向
を
示
唆
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
近
、
森
有
正
の
思
い
出
を
え
が
い
た
、
栃
折
久
美
子
の
本
が
出
版
さ
れ
た
。
相
手
が
死
者
で
あ
れ
生
者
で
あ
れ
、
過
去
の
友
情
や
交
情

を
一
方
的
に
え
が
く
と
い
う
最
近
の
風
潮
に
は
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
本
で
森
有
正
の
考
え
た
方
向
が
一
層

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索323 



理
解
で
き
、
参
考
に
な
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
森
の
手
紙
で
あ
る
。
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お
仕
事
の
こ
と
、
こ
れ
を
私
は
先
ず
第
一
に
考
え
ま
す
。
私
ど
も
は
そ
れ
ぞ
れ
主
体
的
に
は
第
一
人
称
の
人
問
、

し
た
が
っ

て
お
互
い
に
は
第
三
人
称
(
二
人
称
で
は
あ
り
ま
せ
ん
)
の
人
間
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

お
互
い
の
関
係
は
信

頼
で
は
な
く
、
信
仰
な
の
で
す
。

(
一
九
七

O
年
、
十
二
月
二
二
日
付
け
の
栃
折
あ
て
の
手
紙
。
『
森
有
正
先
生
の
こ
と
』
筑
摩
書
房

よ
り
)

森
の
い
う
三
人
称
と
は
、
決
し
て
お
互
い
の
差
異
を
暖
昧
に
し
た
自
他
の
関
係
で
は
な
く
、
自
他
の
差
異
を
明
確
に
し
た
う
え
で
の
、
決

意
を
こ
め
た
姿
勢
を
他
者
に
対
し
て
と
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
信
頼
」

と
は
こ
れ
も
、

お
そ
ら
く
和
辻
の
用
語
を
意
識
し
た

も
の
だ
が
、
差
異
を
我
!
汝
の
関
係
の
内
に
解
消
し
て
し
ま
う
の
が
日
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
一
個
の
深
い
内
的
経
験
を
、
他
者
に
公

共
的
に
押
し
出
し
て
い
く
こ
と
、

そ
の
意
味
で
の
自
己
確
立
を
、
理
論
と
し
て
だ
け
で
な
く
実
践
的
に
も
う
ち
た
て
る
こ
と
、
が
森
の
め
ざ

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

(8) 

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
さ
に
初
期
宣
長
に
み
た
も
の
と
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
っ
た
と

栃
折
も
指
摘
す
る
森
の
次
の
文
章
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

:
:
:
罪
責
と
我
執
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
十
分
に
そ
の
時
の
僕
の
感
覚
を
伝
え
て
は
く
れ
な
い
。

た
だ
僕
は
、
こ
の
二
つ
の
言

葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
が
、
僕
の
中
で
、

お
互
い
に
、

お
互
い
に
対
す
る
絶
対
的
無
力
の
中
で
、
対
立
し
な
が
ら
降
、
い
て
い

る
の
を
感
じ
る
だ
け
だ
っ
た
。

そ
し
て
僕
は
、
本
当
に
醒
め
て
い
る
時
に
、
自
分
が
考
え
感
ず
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
は
か
な

い
も
の
、
ま
た
虚
偽
で
さ
え
あ
る
か
を
感
じ
た
。
罪
責
が
醒
め
て
い
る
時
、
人
は
容
易
に
、

か
く
れ
て
い
る
我
執
を
忘
れ
る
。



我
執
が
醒
め
て
い
る
時
、
人
は
自
己
の
罪
責
の
深
み
を
忘
れ
る
。
:
:
:
だ
が
し
か

Li---も
し
僕
に
我
執
と
反
抗
と
、

そ
れ
か

ら
出
発
し
、
養
わ
れ
た
一
連
の
生
活
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
『
自
分
は
生
き
な
か
っ
た
』
と
い
う
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
苦
し
み

に
も
だ
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
:
:
:
(
『
城
門
の
か
た
わ
ら
で
』
全
集
二
、

二
二
ー
二
三
一
)

三
人
称
へ
の
信
仰
的
希
求
は
、

み
ず
か
ら
の
我
執
刊
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
罪
責
感
の
深
度
よ
り
発
す
る
。
罪
責
と
我
執
は
表
裏
の
も
の
で
あ

り
、
森
の
い
う
第
三
人
称
に
向
か
わ
せ
る
当
の
も
の
で
も
あ
る
。
森
の
い
う
信
仰
と
は
、
自
他
を
の
り
こ
え
ら
れ
な
い
限
界
点
に
お
い
て
、

(9) 

は
じ
め
て
自
他
の
あ
る
べ
き
関
係
の
地
平
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
っ
た
と
み
え
る
。
表

そ
の
限
界
点
に
深
く
内
省
的
に
降
り
立
つ
こ
と
で
、

現
は
異
な
る
が
宣
長
が
忌
避
し
た
自
己
あ
る
い
は

「
私
」
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
か
ら
、
簡
明
に
い
え
ば
、
私
は
宣
長
の
テ
キ
ス
ト
を
、

三
項
方
式
」
を
体
現
し
つ
つ
、
「
自
分
一
個
の
経
験
」
を
打
ち
出
す
修
辞
の

可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
、
森
が
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
宣
長
で
は
、
森
の
い
う
ご
二
人
称
的
、
客
観

的
」
な
も
の
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
な
お
の
こ
る
。
宣
長
の
み
た
王
朝
的
美
意
識
と
し
て
の

「
み
や
び
」
も
そ
の
な
か
に
ふ

く
ま
れ
る
だ
ろ
う
が
、
な
に
よ
り
も
、
歌
論
が
目
指
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
第
三
項
、
自
他
を
と
り
む
す
ぶ
公
共
的
な
も
の
へ
の
志
向
が
、

森
の
関
心
と
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

森
へ
の
言
及
は
、
あ
く
ま
で
も
宣
長
へ
の
新
た
な
眼
差
し
を
ひ
ら
く
ヒ
ン
ト
を
求
め
て
で
あ
っ
た
。
初
期
歌
論
か
ら
晩
年
に
至
る
宣
長
の

思
想
は
、
日
本
人
が
多
く
の
場
合
、
無
意
識
に
自
然
と
み
て
い
る
心
理
と
倫
理
の
構
造
を
、
意
識
的
に
わ
が
も
の
と
し
つ
つ
、
あ
た
か
も
自

ら
は
無
意
識
を
〈
よ
そ
お
う
〉
と
い
う
過
程
を
隠
し
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
宣
長
の
人
格
自
体
が
、

そ
う
し
た
強
固
に
自
覚
的
に
ね
り

あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
覚
的
た
ら
ん
と
す
る
人
に
〈
美
し
さ
〉
と
写
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
ま
た
、
眼
前
の
日
本
社
会
を
他
国
に
優
越
し
た
国
だ
と
い
い
つ
の
る
宣
長
に
は
、

そ
の
政
治
性
へ
の
嫌
悪
を
多
く
の
人
に
懐
か
せ
る
こ

表現されるものと私秘なるものをめぐる思索325 



と
に
も
な
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

そ
の
功
罪
の
両
面
で
、
本
居
宣
長
は
、
〈
意
志
的
な
反
面
教
師
〉
と
し
て
今
後
も
た
ち
は
だ
か
る
で

あ
ろ
う
思
想
家
だ
と
い
え
る
。
富
士
谷
御
杖
に
な
っ
て
宣
長
ま
で
に
伏
在
し
て
い
た
私
秘
性
の
問
題
が
一
層
明
ら
か
に
な
る
が
、

そ
れ
は
別
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の
機
会
と
し
た
い
。

注

(1)
本
稿
に
前
後
し
て
『
国
学
の
他
者
像
|
|
誠
実
と
虚
偽
ー
|
』
(
ぺ
り
か
ん
社
、
二

O
O五
年
四
月
)
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
専
門
的
な

立
場
か
ら
個
別
思
想
を
論
じ
て
い
る
が
、
相
互
の
思
想
史
的
連
関
に
つ
い
て
は
十
分
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
講
演
と
い
う
性
格
上
、
筆

者
に
と
っ
て
既
知
の
こ
と
を
主
と
し
て
論
じ
た
た
め
多
く
の
部
分
で
自
著
の
叙
述
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
の
聞
を
つ
な
ぐ
思
想
史
的
視
点
、
か
く

れ
た
意
図
を
こ
の
本
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
で
の
講
演
(
二

O
O五
年
二
月
二
二
日
)
の
草
稿

に
も
と
づ
く
が
、
同
時
期
の
「
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
の
発
表
と
も
視
点
は
異
な
る
も
の
の
、
一
部
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(2)
も
と
も
と
は
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
四
巻
月
報
に
所
載
の
「
本
居
宣
長
を
繰
っ
て
思
う
こ
と
」
(
一
九
七
二
年
九
月
)
な
お
森
有
正
の
引
用
は

『
森
有
正
全
集
』
(
筑
摩
書
房
)
に
よ
る
。

(3)
日
本
仏
教
全
体
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
天
台
本
覚
思
想
が
終
意
を
む
か
え
た
の
は
、
江
戸
時
代
、
近
古
天
台
と
称
さ
れ
る
安
楽
派
の
妙
立

慈
山
(
一
六
三
七
|
一
六
九

O
)
霊
空
光
謙
(
一
六
五
二
l

一
七
三
九
)
の
二
人
が
出
、
と
く
に
霊
空
の
『
闘
邪
編
』
(
一
六
八
九
)
が
著
さ
れ
た

こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
(
岩
波
日
本
思
想
大
系
九
『
天
台
本
覚
論
』
の
田
村
芳
郎
の
解
説
、
四
七
八
頁
等
)
。
ま
さ
に
茂
睡
や
契
沖
の
時
代
と
重

な
る
。
天
台
の
「
相
即
論
」
の
も
っ
て
い
た
調
和
的
世
界
観
の
崩
壊
と
近
世
国
学
の
あ
る
種
実
証
的
な
方
法
と
の
関
連
は
さ
ら
に
探
求
さ
れ
る

べ
き
こ
と
と
思
う
。
天
台
本
覚
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
も
関
わ
り
の
深
い
華
厳
的
世
界
観
も
ま
た
天
台
本
覚
思
想
の
終
意
と
無
関

係
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
契
沖
の
学
問
も
「
事
理
」
「
事
事
」
の
「
相
即
的
」
世
界
観
の
消
滅
と
深
い
と
こ
ろ
で
連
動
し
て
い
る
と
い



え
よ
う
。

(4)
宣
長
は
初
学
者
に
学
問
の
あ
り
方
を
説
い
た
晩
年
の
『
宇
比
山
踏
』
で
、
「
物
ま
な
び
の
す
ぢ
、
し
な
/
¥
有
」
と
い
い
、
そ
の
種
類
を
四
つ
に

分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
一
つ
は
、
神
代
紀
を
中
心
に
「
道
」
を
学
ぶ
、
す
な
わ
ち
「
神
学
」
、
二
つ
目
に
、
官
職
儀
式
律
令
、
装
束
調

度
な
ど
を
ま
な
ぶ
「
有
職
の
学
」
、
三
つ
目
と
し
て
、
六
国
史
以
来
の
古
書
か
ら
後
世
の
書
ま
で
広
く
学
ぶ
も
の
、
そ
し
て
四
と
し
て
、
歌
作
と

歌
集
物
語
の
古
典
に
よ
っ
て
歌
を
学
ぶ
「
歌
学
」
で
あ
る
。
ど
れ
に
力
を
注
ぐ
か
は
好
み
・
資
質
に
よ
っ
て
よ
い
と
い
う
(
以
上
全
集
一
ー
一
二
)
。

し
か
し
ま
た
宣
長
は
、
他
の
領
域
に
及
ぶ
限
り
の
努
力
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
「
そ
の
主
と
し
て
よ
る
べ
き
す
ぢ
」
は
一
に
あ
た
る
「
道
の
学

問
」
(
全
集
一

l
五
)
だ
と
、
説
く
。

(5)
契
沖
は
明
貌
法
師
(
一
三
三
六
ー
一
四
二
九
、
南
朝
の
権
大
納
言
藤
原
長
親
の
僧
名
)
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
「
を
」
と
「
お
」
、
「
え
」
と
「
ゑ
」
、

「
い
」
と
「
ゐ
」
、
を
相
互
に
通
じ
あ
う
と
す
る
見
解
(
「
五
音
通
」
)
を
批
判
す
る
。
契
沖
は
そ
れ
ら
が
相
互
に
転
ず
る
こ
と
は
な
い
と
み
て
お
り
、

明
貌
の
説
は
そ
れ
ぞ
れ
の
音
の
違
い
を
区
別
し
な
い
説
で
あ
る
と
す
る
。
仮
名
の
音
訓
を
重
視
す
る
契
沖
よ
り
す
れ
ば
明
貌
説
は
、
「
通
」
を
見

て
「
別
」
を
知
ら
な
い
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
単
に
諸
文
献
を
検
討
し
た
実
証
的
な
観
点
か
ら
の
言
語
観
の
批
判
を
超
え
て
、

明
貌
の
言
語
観
の
背
後
に
あ
る
、
教
義
・
教
理
や
形
而
上
学
に
踏
み
込
む
こ
と
に
な
る
。

「
今
こ
れ
に
ち
な
み
て
を
し
ひ
ろ
め
て
い
は
ヘ
別
は
差
別
、
通
は
平
等
な
り
。
内
典
外
典
の
教
、
無
量
な
れ
と
も
、
畢
寛
此
ふ
た
つ
に
通
す
。

ふ
た
つ
は
倶
時
の
法
に
し
て
初
よ
り
前
後
せ
す
。
天
地
は
差
別
、
四
方
は
平
等
な
り
。
」
(
私
撰
本
『
万
葉
代
匠
記
』
契
沖
全
集
一
ー
ー
二

O
六
)

契
沖
は
、
を
・
お
、
え
・
ゑ
、
い
・
ゐ
、
が
か
き
分
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
実
証
に
基
づ
く
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
教
教
理
と
の
関
係
の

中
に
批
判
の
根
拠
を
も
と
め
る
。
契
沖
に
よ
れ
は
、
「
差
別
」
を
重
視
し
た
小
乗
(
仏
教
)
か
ら
は
じ
ま
り
大
乗
に
お
い
て
も
、
相
宗
(
法
相
宗
)

ま
で
は
「
差
別
」
を
先
と
し
た
。
そ
れ
以
降
、
「
三
論
以
上
」
も
大
乗
は
、
「
差
別
の
執
」
を
の
ぞ
い
た
が
、
し
か
し
差
別
と
い
う
も
の
を
す
て

た
わ
け
で
は
な
く
、
差
別
か
ら
始
め
る
の
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
凡
夫
が
道
に
入
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
差
別
と
平
等
の
両
者
は
時
間
の
前
後

関
係
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
内
典
外
典
に
つ
う
ず
る
究
極
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
意
味
が
あ
る
。
更
に
密
教
で
は
、
金
剛
胎
部
の
両
部

を
た
て
る
こ
と
で
、
「
差
別
平
等
を
つ
か
さ
と
り
て
、
捨
つ
る
こ
と
な
く
と
る
こ
と
な
し
」
(
同
l

二
O
六
)
と
い
う
立
場
で
両
者
を
止
揚
し
た
。

個
々
の
実
体
は
、
そ
も
そ
も
「
各
〉
守
自
性
」
、
「
各
〉
自
建
立
」
(
一

i

二
O
六
)
、
す
な
わ
ち
個
別
性
を
ま
も
り
、
個
性
を
た
も
つ
、
と
で

も
言
い
換
え
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
の
平
等
で
あ
る
。
一
方
、
華
厳
は
、
「
不
守
自
性
」
を
い
う
が
、

こ
の
立
場
は
法
を
尽
く
し
て
い
な
い
と
み
な
し
う
る
。
明
貌
は
そ
の
華
厳
の
立
場
に
立
ち
、
「
通
」
に
執
着
し
た
か
ら
区
分
け
「
別
」
を
た
て
ら
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れ
ず
「
通
」
も
あ
き
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
「
差
別
」
の
立
場
に
た
つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
「
を
」
と
「
お
」
な
ど
の
か
き
わ
け
が
、
そ
の
も
の

と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
不
守
自
性
」
に
立
つ
限
り
こ
う
し
た
「
差
別
」
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
契
沖
に
す
れ
ば
、
『
万
葉
集
』

と
『
日
本
紀
』
『
続
日
本
紀
』
『
延
喜
式
』
『
和
名
』
な
ど
の
仮
名
と
を
比
べ
て
研
究
す
べ
き
で
あ
る
が
、
明
貌
の
場
合
は
「
通
は
別
を
や
ふ
り
て
、

通
を
執
す
る
ゆ
へ
に
通
に
も
く
ら
き
な
り
」
(
以
上
一
aa--

二
O
七
)
と
い
う
理
由
か
ら
み
き
わ
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(6)
な
お
、
不
倫
の
恋
は
国
学
の
重
要
な
テ

1
マ
で
あ
り
続
け
る
。
く
し
か
え
し
、
行
為
を
み
と
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
い
う
留
保
付
き
で
、

論
じ
ら
れ
る
。

(7)

『
梨
本
書
』
で
展
開
さ
れ
る
仏
教
を
現
世
の
「
役
」
と
み
る
人
道
は
、
出
家
を
「
万
民
の
悪
心
を
治
す
る
役
人
」
(
『
反
故
集
』
上
)
と
み
、
あ
る

い
は
「
世
法
則
仏
法
」
(
『
瞳
鞍
橋
』
)
を
と
い
た
鈴
木
正
三
の
仏
教
理
解
に
一
面
で
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
黒
住
真
は
「
お
そ
ら
く
近
世
人
は
、

私
た
ち
よ
り
も
人
・
我
の
敏
感
な
一
体
性
・
呼
応
性
を
生
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
応
報
観
が
受
容
さ
れ
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
基
盤
で

あ
っ
た
」
と
し
て
仏
教
の
近
世
社
会
に
も
つ
意
味
の
再
検
討
を
う
な
が
し
て
い
る
(
「
近
世
思
想
史
に
お
け
る
仏
教
の
位
置
」
一
六
三
頁
『
近
世

社
会
と
儒
教
』
ぺ
り
か
ん
社
二

O
O三
年
)
。
茂
睡
の
思
想
は
、
反
仏
教
と
仏
教
の
残
映
と
の
関
係
と
み
る
よ
い
思
想
史
的
素
材
で
あ
る
が
、
茂

睡
を
ふ
く
め
こ
の
あ
と
の
国
学
者
の
反
仏
教
諭
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
世
来
の
天
台
の
本
覚
思
想
お
よ
び
、
そ
れ
と
反
発
と
親
近
の
両
面
を
も
っ

華
厳
思
想
の
、
近
世
で
の
崩
壊
と
む
し
ろ
関
連
が
つ
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
黒
住
の
見
解
は
儒
教
思
想
史
か
ら
の
見
方

と
し
て
は
興
味
深
い
が
、
国
学
思
想
史
か
ら
み
る
と
「
人
・
我
の
一
体
性
・
呼
応
性
」
か
ら
の
深
刻
な
剥
離
の
意
識
が
個
々
の
国
学
者
に
あ
っ

た
よ
う
に
み
え
る
。

(8)
官
一
長
へ
の
関
心
、
一
言
及
が
、
森
有
正
の
近
代
個
人
主
義
的
に
み
え
る
立
場
と
ど
う
か
か
わ
る
か
。
そ
の
立
場
が
、
『
個
我
意
識
か
ら
の
脱
却
』
(
一

九
四
八
、
全
集
第
六
巻
所
収
)
な
ど
以
来
の
、
個
我
意
識
の
限
界
に
ふ
れ
た
議
論
の
流
れ
の
中
で
、
ど
う
位
置
づ
く
か
は
、
な
お
検
討
に
値
す
る

問
題
で
あ
る
。

(9)
罪
責
を
情
念
と
中
立
化
し
て
い
う
な
ら
「
人
間
関
係
の
直
接
態
で
あ
る
「
情
念
」
は
、
そ
の
本
来
の
姿
に
お
い
て
は
一
人
称
1

三
人
称
関
係
に
現

れ
る
も
の
で
あ
り
、
二
人
称
関
係
は
そ
の
特
殊
な
変
容
と
し
て
、
そ
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
「
経
験
」
に
お
い
て
特
殊
な
こ

と
は
こ
の
二
人
関
係
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
変
容
態
と
し
て
で
は
な
く
、
常
態
と
し
て
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
(
『
経
験

と
思
想
』
一

O
一
)
と
森
の
い
う
も
の
に
あ
た
ろ
う
。
宣
長
が
忌
避
し
、
富
士
谷
御
杖
が
構
造
化
し
て
神
と
の
関
係
の
中
で
解
消
さ
せ
よ
う
と
す

る
「
直
接
性
」
と
深
く
関
わ
る
問
題
意
識
と
い
え
よ
う
。
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