
１．

序

虎
関
師
錬
〔
一
二
七
八
―
一
三
四
六
〕『
済
北
集
』
巻
十
四
に
は
、「
若

し
其
の
悟
る
者
な
ら
ば
、
千
言
萬
語
も
弊つ
い

え
無
し
。
其
の
悟
ら
ざ
る
者

な
ら
ば
、
纔
わ
ず
か
に
唇
吻
を
啓ひ
ら

け
ば
即
ち
錯
ま
る
」〔
若
其
悟
者
、
千
言
萬
語
無

弊
焉
、
其
不
悟
者
、
纔
啓
唇
吻
即
錯
〕（『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
二
一
四
／

二
七
四
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
悟
」
を
一
つ
の
分
岐
点
と

し
て
、
言
語
が
完
全
に
対
極
的
位
相
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
、
と
い
う

一
つ
の
知
見
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
同
時
に

次
の
よ
う
な
二
つ
の
疑
問
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
く
る
。

一
つ
は
、
発
話
の
真
正
性
（「
無
弊
」／「
錯
」）
の
問
題
で
あ
る
。
虎
関

は
別
の
文
章
の
中
で
「
言
語
に
真
実
は
な
い
。
真
実
が
な
い
と
い
う
こ

と
が
真
の
真
実
で
あ
る
」〔『
仏
語
心
論
』
巻
五
「
言
無
真
実
、
蓋
無
真
実
即

真
真
実
」、『
日
本
大
蔵
経
』
十
、
一
〇
〇
／
二
七
四
頁
上
〕
と
も
述
べ
て
い
る
。

真
実
が
不
在
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
し
か
言
語
の
中
に
現
前
し
な
い

の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
視
線
の
先
に
、「
千
言
萬
語
も
弊
え
無
し
」
と

い
う
逆
説
が
立
ち
現
れ
て
く
る
構
造
を
い
か
に
し
て
描
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、
発
話
の
主
体
（「
悟
者
」／「
不
悟
者
」）
の
問
題
で
あ
る
。

禅
は
し
ば
し
ば
人
が
言
語
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
主
体
で
あ
る
こ
と

を
告
知
す
る
。
と
な
れ
ば
、
人
は
い
か
に
し
て
言
語
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
主
体
と
な
り
う
る
の
か
。
言
語
に
対
す
る
抵
抗
が
、
そ
の
実
、
当

の
言
語
に
よ
っ
て
仕ヽ
組ヽ
まヽ
れヽ
たヽ
抵
抗
で
は
な
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。
抵
抗
は
言
語
の
〈
外
部
〉
へ
と
脱
け
出
る
こ
と
で
可
能
に

な
る
が
、
主
体
の
主
体
性
が
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
し
か

な
い
以
上
、（
そ
の
主
体
性
が
保
持
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
）
そ
の
可
能
性
は

初
め
か
ら
途
絶
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
人

は
、
こ
の
言
語
的
地
平
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
、
い
か
に
し
て
言
語
的

主
体
の
主
体
性
を
抹
消
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
禅
林
文
学
と
い
う
領
域
を
起
点
と
し
て
、
仏
教
的
思
考
法
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を
そ
の
基
盤
に
置
い
て
き
た
中
世
の
知
の
回
路
が
、「
詩
を
詠
む
主
体
」

と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
か
を
改
め
て
問
い
糺
す
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
以
下
で
行
う
の
は
、
こ
の
主
体
な

る
隘
路
ア
ポ
リ
ア

に
対
し
て
直
接
的
に
肉
薄
を
試
み
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
主
体
な
る
存
在
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
他
者
〉、

と
い
う
（
ヽ不
ヽ可
ヽ能
に
し
て
涯は
て

し
な
い
）
迂
路
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

輪
郭
に
幽
か
に
触
れ
て
み
（
せ
）
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ

の
企
図
に
一
定
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、（
言
語
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
）
主
体
と
い
う
も
の
が
、（
わ
れ
わ
れ
が
素
朴
に
信
じ
て
い
る

よ
う
な
意
味
で
の
）
発
話
（
詩
作
）
の
主
権
者
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
は

い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
闡
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

２．

我
と
〈
渠
〉
の
不
均
衡
な
呼
応
関
係

さ
て
、
ま
ず
は
探
求
の
端
緒
を
、
洞
山
良
价
〔
八
〇
七
―
八
六
九
〕
の

所
謂
「
過
水
偈
」（『
洞
山
録
』（『
大
正
蔵
』
四
七
、
五
二
〇
頁
上
）
に
求
め

て
み
よ
う
。

切
忌
従
他
覓
　
迢
迢
与
我
疏
　
我
今
独
自
往
　
処
処
得
逢
渠

渠
今
正
是
我
　
我
今
不
是
渠
　
応
須
恁
麼
会
　
方
得
契
如
如

〔
切
に
忌
む
　
他か
れ

に
従
い
て
覓も
と

む
る
を
／
迢
迢

ち
ょ
う
ち
ょ
う
と
し
て
（
は
る
か
遠
く
）
我

と
疏
な
る
が
ゆ
え
に
／
我
今
独
り
自
ら
往
き
／
処
処
に
渠か
れ

に
逢
う
こ
と
を

得う

／
渠
は
今
正
に
是
れ
我
な
る
も
／
我
は
今
是
れ
渠
な
ら
ず
／
応
に
須
く

恁
麼
い
ん
も

に
会え

し
て
／
方は
じ

め
て
如
如
に
契
う
こ
と
を
得
ん
〕

こ
の
詩
に
頌う

た

わ
れ
て
い
る
「
主
体
」
に
対
す
る
省
察
は
、
次
の
こ
と

を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
素
朴
に
一
つ

の
も
の
と
信
じ
て
き
た
主
体
と
い
う
も
の
が
、
禅
学
的
地
平
に
あ
っ
て

は
、「
我わ
れ

」
と
〈
渠か
れ

〉
と
い
う
二
重
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
二
者
の
関
係
性
が
、〈
渠
〉
は
「
我
」
だ

が
、「
我
」
は
〈
渠
〉
で
は
な
い
、
と
い
う
非
対
称
的
な
図
式
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
我
」

と
〈
渠
〉
と
の
間
に
横
た
わ
る
不
可
視
の
閾
し
き
い
は
、「
我
」
か
ら
〈
渠
〉
へ

は
透
過
不
可
能
で
あ
る
が
、〈
渠
〉
か
ら
「
我
」
へ
は
透
過
可
能
で
あ

る
と
い
う
、
非
対
称
的
な
（
非
／
）
透
過
性
に
よ
っ
て
「
我
」
と
〈
渠
〉

の
は
た
ら
き
を
原
的
に
区
分
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、「
渠か
れ

」
の
原
義
は
、「
溝み
ぞ

」
或
い
は
「
堀ほ
り

」
で
あ
る
）。

で
は
、
こ
の
「
我
」
と
い
う
内
側
の
有
限
性
か
ら
そ
の
閾
を
通
し
て

見
え
て
く
る
〈
渠
〉
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
そ
れ
が
彼
（
岸
）
性
と
い

う
、
い
ま
／
こ
こ
に
対
す
る
不
在
へ
と
訴
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
眼

す
る
な
ら
ば
、
自
己
に
内
在
す
る
第
三
者
性
（
自
己
内
在
的
な
〈
外
部
〉）

に
照
準
を
合
わ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
こ
の
問
い
を
解
く
た
め
の
唯
一
の
鍵

で
あ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
以
下
で
は
、
次
の
二
点

に
約
し
て
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、（
¡
）〈
渠
〉
は
秘
匿
的
で
あ
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る
こ
と
（
ど
こ
に
も
い
な
い
）。（
™
）〈
渠
〉
は
遍
在
的
で
あ
る
こ
と
（
ど

こ
に
で
も
い
る
）。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
こ

う
。（

¡
）「
我
」
は
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
（
そ
し
て
、
さ
れ
続
け
て

い
る
）
存
在
で
あ
り
、「
我
」
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
場
所
に
幽
閉
さ
れ
て

い
る
孤
独
な
虜
囚
で
あ
る
（「
我
今
独
自
往
」）１

。
そ
こ
に
脱
出
口
は
な
い

の
だ
が
、「
我
」
は
至
る
所
で
〈
渠
〉
と
出
逢
う
、
と
い
う
よ
り
も
実

は
〈
渠
〉
は
「
我
」
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
「
我
」
は
そ

の
〈
渠
〉
な
る
存
在
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
禅
僧
は
言
う
。

「
覿
面
相
逢
。
か
れ
は
是
れ
誰
ぞ
、
云
ひ
得
た
る
も
蹉
過
す
、
云
ひ
得

ざ
る
も
蹉
過
す
」（
抜
隊
得
勝
〔
一
三
二
七
―
一
三
八
七
〕『
抜
隊
仮
名
法
語
』

〔
禅
門
法
語
集
、
上
巻
、
至
言
社
〕、
五
九
頁
）。

で
は
、「
我
」
は
、
こ
の
内
な
る
〈
渠
〉

―
「
我
」
と
い
う
自
己

意
識
と
共
在
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
部
に
は
決
し
て
現
前
し
な
い
も

の
、
内
な
る
〈
彼
岸
＝
外
部
＝
他
者
〉

―
と
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
か
た
ち
で
出
逢
い
う
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
ま
ず
は
こ
の
〈
渠
〉
が
、「
我
」
に
対
し
て
〈
他
者
〉
的
な
存

在
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
〈
他
者
性
〉
に
忠
実
に
思
考
し
て
み
る
こ
と

に
手
が
か
り
を
求
め
て
み
よ
う２

。
そ
れ
は
〈
他
者
〉
は
自
己
意
識
の
内

部
に
お
い
て
は
決ヽ
しヽ
てヽ
現ヽ
前ヽ
しヽ
なヽ
いヽ
、
と
い
う
た
だ
一
点
に
お
い
て
の

み
〈
他
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

諸
経
論
中
に
、「
不
可
説
」「
不
可
得
」「
不
可
思
議
」
な
ど
の
言
表
に

よ
っ
て
繰
り
返
し
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
言
語
の
内
に
凝
固
し
そ
う
に
な
る

と
す
ぐ
さ
ま
別
の
名
へ
と
書ヽ
きヽ
換ヽ
えヽ
らヽ
れヽ
てヽ
きヽ
たヽ
、
あ
の
言
語
の
〈
外

部
〉
＝
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉〔
彼
岸
〕。
そ
れ
を
こ
こ
で
仮
に
〈
他
者
〉

と
呼
ん
で
お
く
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
〈
他
者
〉
と
は
、
決
し
て
「
我
」

の
鏡
像
と
し
て
可
算
化
さ
れ
たB

他
人C

の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て

ま
た
、
超
越
的
存
在
と
し
て
のB

神C

の
こ
と
で
も
、B

物
自
体C

の
こ

と
で
も
、B

無
意
識C

の
こ
と
で
も
、
そ
し
て
何
よ
り
、B

他ヽ
者ヽC

のヽ
こヽ

とヽ
でヽ
さヽ
えヽ
なヽ
いヽ
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
の
自
己
意
識
と
い
う
言
語
体

系
に
準
拠
し
て
翻
訳
さ
れ
、
内
部
に
併
合
さ
れ
たB

他
者C

は
（
も
は
や

既
に
自
己
意
識
の
一
部
で
あ
っ
て
）〈
他
者
〉
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
本
稿

で
は
以
下
、
こ
の
識
別
を
〈
他
者
〉
／
他
者
と
し
て
示
す
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う

に
、〈
他
者
〉
の
遍
在
性
、
い
か
な
る
も
の
へ
も
変
身
可
能
で
あ
る
と
い
う
そ
の

性
質
に
よ
っ
て
、〈
他
者
〉
と
同
義
な
る
も
の
は
、〈

〉
の
記
号
に
よ
っ
て
こ
れ

を
示
す
）。

人
は
、
一
般
的
な
次
元
で
言
え
ば
、（
自
ら
の
知
的
怠
惰
さ
に
下
支
え
さ

れ
る
か
た
ち
で
）
任
意
のB

他
者C

を
、
恣
意
的
に
自
己
よ
り
も
劣
っ
た

も
の
と
い
う
座
標
に
配
置
し
た
り
、
ま
た
恣
意
的
に
拝
跪
す
べ
き
超
越

者
と
い
う
座
標
に
配
置
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
配
置
の
恣
意
性
は
、

自
己
意
識
内
で
自
由
に
操
作
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
「
我
」
に
と
っ

て
は
全
く
のB

自
然C

で
あ
る
が
、
そ
の
実
、
言
語
と
い
う
法
に
よ
っ

て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
以
上
の
根
拠
を
持
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
〈
他
者
〉
を
自
己
意
識
の
内
に
現
前
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
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望
（
存
在
論
的
構
造
と
し
て
の
欲
望
）
に
惰
性
的
に
従
っ
た
結
果
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
。〈
他
者
〉
は
「
我
」
に
対
し
て
は
永
久
に
〈
未
知
な
る
も

の
〉
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
思
考
さ
れ
た
他
者
は
既
に
し
て
〈
他
者
〉
で

は
な
い
。〈
他
者
〉
のB

他
者C

へ
の
転
倒
、
す
な
わ
ち
〈
未
知
な
る
も

の
〉
のB

未
知
な
る
も
の
（
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
）C

へ
の
転
倒
は
不
可

避
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、〈
他
者
〉
と
は
、
思
考
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
切
除
＝
隠
蔽
さ
れ
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
そ
れ
自
体
に
与

え
ら
れ
た
異
名
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
ら
の
意
味
も
帯
び
ず
に

―
意
味
を
帯
び
な
い
と
い
う
意
味
さ
え
も
帯
び
ず
に

―
立
ち
現
れ

て
く
る
〈
他
者
〉
な
ど
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
〈
他
者
〉
は

完
全
に
秘
匿
的
で
あ
る
（
ゆ
え
に
〈B

他
者C

〉
も
ま
た
一
つ
の
仮
名
け
み
ょ
う

に
過
ぎ

な
い
）。

勿
論
こ
こ
で
、〈
他
者
〉
と
は
〈
意
識
不
可
能
＝
思
考
不
可
能
な
も

の
〉
で
あ
る
、
と
述
定
し
て
み
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、〈
他
者
〉

な
る
主
語
が
前
提
と
さ
れ
た
倒
錯
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
結
局
、
端
的

な
同
語
反
復
に
過
ぎ
な
い
。〈
他
者
〉
と
は
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
概
念
が

挫
折
・
失
効
す
る
場
所
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
言
語
体
系
の
内
部

に
お
い
て
そ
の
公
準
を
定
め
よ
う
と
い
う
試
み
は
始
原
に
お
い
て
挫
折

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
™
）
次
い
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
最
も
重
要
に
な
る
の
は
、
そ
の
よ

う
な
思
考
不
可
能
性
、
非
実
体
性
は
実
は
わ
れ
わ
れ
の
用
い
て
い
る
あ

ら
ゆ
る
辞
項
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仏
教
の
言
語
理
論３

は
、「
我
」
を
含
め
た
諸
辞
項
が
、
そ
の
反
射
関
係

の
連
鎖
か
ら
事ヽ
後ヽ
的ヽ
にヽ
生
成
さ
れ
た
非
実
体
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て

ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
語
り
う
る
世
界
、
語
り
う
る
「
我
」
も
ま
た
、（
言

語
の
空
虚ヽ
な
構ヽ
造
性
に
基
づ
い
た
）
虚ヽ
構ヽ
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返

し
説
明
し
て
き
た
。
虎
関
が
「
言
語
に
真
実
は
な
い
」（
前
出
）
と
述
べ

た
よ
う
に
、
諸
辞
項
の
〈
真
の
意
味
〉、
世
界
の
〈
真
の
相
か
た
ち
〉、「
我
」

の
〈
素
顔
〉（
本
来
の
面
目
）
は
、
諸
辞
項
／
世
界
／
「
我
」
の
内
部
に

は
決
し
て
現
前
し
な
い
。
つ
ま
り
、
人
は
語ヽ
るヽ
こヽ
とヽ
に
よ
っ
て
〈
存
在

の
真
相
〉
を
剥
奪
＝
隠
蔽
し
、
そ
れ
を
不
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
と
き
、
逆
説
的
に
〈
真
相
〉
は

露
見
す
る
こ
と
に
な
る
。「
真
実
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
真
の
真
実
で

あ
る
」
と
い
う
虎
関
の
言
葉
に
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
て
が
不
在
化
さ

れ
た
と
き
、
ま
さ
し
く
言
語
の
中
に
〈
非
現
前
の
／
と
い
う
真
相
〉
が

幽
在
し
て
い
る
こ
と
が
顕
示
・
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
楞
伽
経
』
は
、「
語
」
と
「
義
」
が
「
非
異
非
不
異
」
の
関
係
に
あ

る
こ
と
を
述
べ４

、
大
珠
慧
海
〔
唐
代
、
生
没
年
不
詳
〕『
頓
悟
要
門
』
は

「
言
説
生
滅
、
義
不
生
滅
、
義
無
形
相
、
在
言
説
之
外５

」
と
言
っ
て
い

る
。〈
義
〉
に
は
固
有
の
か
た
ち
が
な
く
、
言
語
の
〈
外
部
〉
に
隠
れ

て
い
る
が
ゆ
え
に
決
し
て
意
識
・
思
考
さ
れ
え
な
い
。
そ
の
意
味
で

〈
義
〉
は
「
語
」
に
対
す
る
〈
他
者
〉
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、〈
義
〉
と
は

―
敢
え
て
わ
れ
わ
れ
の
概
念
に
近
づ
け
て
敷
衍
す
る
な
ら
ば

―
意
味
と
い
う

よ
り
もB

意
味
生
成
作
用C

に
近
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
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も
は
や
意
味
と
意
味
生
成
作
用
と
を
全
く
別
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
が
）。『
楞
伽
経
』
は
一
方
で
、「
語
」
と
〈
義
〉
と
は
異
な
る

も
の
で
は
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
、
意
味
が
立
ち
上
が
っ

て
く
る
根
拠
を
、「
語
」
か
ら
逆
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、

意
味
（
生
成
作
用
）
を
離
れ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
「
語
」
な
ど
は
な

く
、
ま
た
、
意
味
（
生
成
作
用
）
を
喚
起
し
な
い
「
語
」
な
ど
も
な
い

（
全
く
未
知
の
外
国
語
で
あ
っ
て
もB
わ
か
ら
な
いC

と
い
う
意
味
を
立
ち
上
げ

る
）。
つ
ま
り
、
人
の
あ
ら
ゆ
る
意
識
・
思
考
と
い
う
形
式
性
が
言
語
に

よ
っ
て
可
能
に
な
り
、
ま
た
そ
の
形
式
か
た
ち

を
通
し
て
し
か
実
現
さ
れ
え
な

い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
〈
義
〉
の
「
語
」（
形
式
）
へ
の

滲
入
＝
転
倒
＝
変
身
と
い
う
出ヽ
来ヽ
事ヽ
と
し
て
常
に
既
に
経
験
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、〈
義
〉
と
は
、
特
定
の
座
標

を
も
た
な
い
ま
ま
あ
ら
ゆ
る
「
語
」（
と
「
語
」
と
…
の
間
）
を
生
起
せ
し

め
る
と
い
う
そ
の
現
場
性

―
場
（「
語
」）
を
現
成
さ
せ
る
こ
と

―

を
有
す
る
が
ゆ
え
に
（
自
己
意
識
に
対
し
て
）
遍
在
的
だ
と
言
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
遍
在
性
こ
そ
が
、「
語
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
さ
に
そ
の「
語
る
」こ
と
そ
れ
自
体
の
中
に

―
か
つ
ま
た
〈
外
〉
に

―
顕
示
さ
れ
る
〈
意
味
生
成
作
用
＝
主
体
／
世
界
の
生
成
作
用
＝
真

実
〉
の
遍
在
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（〈
真
実
〉
に
つ
い
て
は
後
述
）。

こ
れ
を
洞
山
の
偈
頌
に
沿
っ
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
我
」
は
い

つ
い
か
な
る
と
き
も
〈
他
者
＝
渠
〉
と
出
逢
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、〈
渠
〉
は
つ
ね
に
既
に
「
我
」
の
呼
び
か
け
に

応
え
て
い
る
の
だ
が
（〈
義
〉
の
あ
ら
ゆ
る
「
語
」
へ
の
変
身
に
よ
っ
て
）、

「
我
」
に
は
〈
渠
の
声
〉
が
聞
こ
え
な
い
（「
語
」
の
内
部
に
〈
義
〉
が
不
在

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）、
と
い
う
不
均
衡
な
呼
応
関
係
を
形
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
い
うB

出
逢
いC

と
は
、
二
者
が
対
面

的
に
、
相
互
現
前
的
に
出
逢
う
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
出
逢
い
な
の

で
は
な
く
、（
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
）
ヽ決
ヽし
ヽて
ヽ出
ヽ逢
ヽう
ヽこ
ヽと
ヽが
ヽな

ヽい
と
い
う
意
味
で
の
、ヽ不
ヽ可
ヽ能
ヽな

―
た
だ
し
ヽ不
ヽ可
ヽ避
ヽの

―
（〈
アヽ
ポヽ

リヽ
アヽ
〉
とヽ
のヽ
）
ヽ出
ヽ逢
ヽい
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

禅
僧
は
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
語
」
と
〈
義
〉
の
非
対
称
的
な

関
係
を
、
そ
し
て
〈
義
〉
の
秘
匿
的
な
遍
在
性
を
、「
花
」
と
〈
春
〉
の

関
係
に
喩
え
て
説
明
し
て
き
た６

。
つ
ま
り
、〈
春
〉
に
は
固
有
の
ヽか
ヽた

ヽち
が
な
く
、
人
の
目
に
は
見
え
な
い
。
と
な
れ
ば
、
人
は
い
か
に
し
て

〈
春
〉
そ
の
も
の
に
ヽか
ヽた
ヽち
を
与
え
る
（
思
考
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
か
り
に
「
花
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
〈
春
〉
を
示
し
た
と
し
て

も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
花
」
で
あ
っ
て
〈
春
〉
で
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、〈
春
〉
は
そ
こ
に
無
い
わ
け
で
は
な
く
、
人
は
「
花
」
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
〈
春
〉
を
ヽ感
ヽじ
ヽる
こ
と
は
で
き
る
の
だ
。
覚
範
慧
洪

〔
一
〇
七
一
―
一
一
二
八
〕
の
詩
文
集
、『
石
門
文
字
禅
』
の
明
版
に
与
え

ら
れ
た
序
文
（
紫
柏
〔
達
観
〕
真
可
）
に
は
こ
う
あ
る
、「
蓋
し
禅
は
春
の

如
き
な
り
、
文
字
は
則
ち
花
な
り
。
春
は
花
に
在
り
、
花
を
全
う
せ
る

は
春
な
り
。
花
は
春
に
在
り
、
春
を
全
う
せ
る
は
花
な
り
。
而
し
て
曰

く
、
禅
と
文
字
と
二
有
ら
ん
や
、
と
」〔
蓋
禅
如
春
也
、
文
字
則
花
也
、
春

－ 5－



在
於
花
、
全
花
是
春
、
花
在
於
春
、
全
春
是
花
、
而
曰
、
禅
与
文
字
有
二
乎
哉７

〕。

つ
ま
り
、〈
春
〉
の
到
来
に
よ
っ
て
「
花
」
が
咲
く
（
／
「
花
」
が
咲
く

こ
と
に
よ
っ
て
〈
春
〉
の
到
来
を
感
じ
る
）、
と
い
う
ヽ出
ヽ来
ヽ事
は
、
自
ら
が

〈
存
在
を
あ
ら
し
め
る
も
の
＝
禅
〉
とB

存
在
さ
れ
た
も
の
＝
文
字C

と

の
間
の
不
均
衡
な
呼
応
関
係
か
ら
生
起
し
た
一
つ
の
効
果
で
あ
る
こ
と

を
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
日
常
的
具
体
性
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
、

〈
他
者
＝
渠
〉
と
の
出
逢
い
を
感
得
す
る
一
つ
の
契
機
で
あ
る
こ
と
を
、

（
二
者
の
前
項
の
不
在
お
い
て
）
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３．
「
我
」
の
完
全
な
る
無
能
性

わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界
の
全
領
域
に
は
意
味
（
と
い
う
名
の

「
語
」）
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
と
は
そ
れ
と
し
て
自
律

し
た
実
体
な
の
で
は
な
く
（
無
自
性
）、
関
係
性
の
網
の
目
が
瞬
間
瞬
間

に
生
起
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
後
的
に
立
ち
現
れ
て
き
た
効
果
の

束
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ヽ不
ヽ思
ヽ議
な
こ
と
に
、
こ
の
関
係
性

（
縁
）
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
原
因
に
支
え
ら
れ
て
ヽこ
ヽの
ヽよ
ヽう
ヽに
生
起

し
て
く
る
の
か
が
わ
れ
わ
れ
に
は
一
向
に
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
の

〈
生
起
そ
の
も
の
〉
が
生
起
し
て
く
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
端
的
に
〈
思
考
不
可
能
な
も
の
〉
に
他
な
ら

な
い
。
連
歌
師
心
敬
〔
一
四
〇
六
―
一
四
七
五
〕
は
、「
た
ゞ
幻
の
程
の
よ

し
あ
し
の
理
の
み
ぞ
、
不
思
議
の
う
へ
の
不
思
議
な
る
」（『
さ
ゝ
め
ご

と
』、
大
系
本
、
一
六
五
頁
）
と
述
べ
た
。「
幻
ま
ぼ
ろ
し
」
に
過
ぎ
な
い
此
岸
と
し

て
の
二
項
対
立
的
世
界
及
び
「
我
」
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
「
理

こ
と
は
り
」

に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
か
、
そ
の
「
理
」
の
〈
思
考
不
可
能
な

思
考
不
可
能
性
〉
こ
そ
が
、「
幻
」
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る
の
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
い
ま
ま
さ
に

―
た
だ
し
事
後
的
に

―
立
ち
現
れ

た
世
界
や
「
我
」（
と
い
う
名
の
「
語
」）
は
、
そ
の
〈
義
＝
意
味
生
成
作

用
＝
生
起
そ
の
も
の
〉
か
ら
常
にB

ヽ遅
ヽれ
ヽた
ヽ存
ヽ在C

で
あ
り
、
か
つ
ま

たB

ヽ作
ヽら
ヽれ
ヽた
ヽも
ヽのC

で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、「
我
」
と
い
う
主
体
は
、
言
語
と
い
う
檻
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ

て
身
動
き
の
と
れ
な
い
被
拘
束
的
存
在
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
我
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
主
体
の
主

体
性
＝
主
権
性
（
の
根
拠
）
に
対
し
て
十
分
な
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
は
も

は
や
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
点
を
以
下
に
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。

『
宗
鏡
録
』（
永
明
延
寿
〔
九
〇
四
―
九
七
五
〕）
は
、
石
頭
希
遷
〔
七
〇
〇

―
七
九
〇
〕「
参
同
契
」（『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
三
十
）
の
「
言
を
承
け
て
は

須
く
宗
を
会
す
べ
し
、
自
ら
規
矩
を
立
つ
る
こ
と
勿
れ

―
承
言
須
会

宗
／
勿
自
立
規
矩
」
と
い
う
句
に
対
し
て
「
若
立
規
矩
、
則
落
限
量
、

纔
成
限
量
、
便
違
本
宗
、
但
随
言
語
之
所
転
也
、
所
以
一
切
衆
生
不
知

真
実
者
、
皆
為
言
語
之
所
覆
」
と
い
う
注
解
を
加
え
て
い
る８

。
本
稿
の

文
脈
に
沿
っ
て
こ
れ
を
咀
嚼
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
承
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
彼
岸
に
隠
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れ
て
い
る
〈
他
者
＝
義
＝
宗
〉
と
出
逢
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
そ
の
〈
他
者
〉
の
〈
他
者
性
〉
を
忘
却
し
、

言
語
の
内
部
に
自
ら
「
規
矩
」

―
事
後
的
に
立
ち
上
が
っ
た
、
言
表

化
さ
れ
た
規
則

―
を
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
他
者
〉
を
ヽ理
ヽ解
ヽす
ヽる

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
「
規
矩
」
を
立
て
て
し
ま

え
ば
、
必
然
的
に
有
限
的
な
思
考
の
枠
組
へ
と
還
元
せ
ざ
る
を
え
ず
、

そ
う
し
て
思
考
さ
れ
た
も
の
は
、
例
外
な
く
、
決
定
的
に
、〈
他
者
〉

と
齟
齬
・
背
馳
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
あ
っ
て
し
ま
え

ば
、
人
は
、
も
は
や
既
定
の
言
語
構
造
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ

た
主
体
の
ま
ま

―
つ
ま
り
、受
苦
的
な
存
在
者
と
し
て
ヽ在
ヽら
ヽし
ヽめ
ヽら

ヽれ
ヽた
ヽも
ヽの
の
ま
ま

―
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、〈
他
者
〉
は
〈
他
者
〉
の
ま
ま

に
現
前
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。〈
未
知
な
る
も
の
〉
の
到
来
は
、

既
知
の
も
の
へ
の
変
身
を
通
し
て
の
み
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
仏

教
の
術
語
体
系
は
、
こ
の
不
可
避
の
変
身
を
、
応
現
・
応
化
・
応
作
・

示
現
な
ど
と
喚
ん
で
き
た
。〈
観
音
〉
が
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
三
十

三
身

―
或
い
は
三
十
二
身

―
に
応
現
す
る
と
い
う
教
説
は
、
上
記

の
よ
う
な
、〈
義
〉
が
「
語
」
を
通
し
て
の
み
到
来
を
可
能
に
す
る
と

い
う
原
理
に
対
応
し
て
い
る
。「
花
」
の
〈
真
の
意
味
〉
と
は
何
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
い
か
な
る
か
た
ち
で
応
じ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に

は
必
ず
「
我
」
と
い
う
虚
構
の
様
式
に
準
拠
す
る
か
た
ち
で
の
転
倒
＝

変
身
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
我
」
と
い
う
自
己
意
識
の
内
部

に
特
定
の
座
標
を
も
っ
て
配
置
さ
れ
た
諸
辞
項
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
諸
辞

項
の
、
あ
ら
ゆ
る
統
辞
規
則
のB

有
限
性C

の
中
で
の
み
、〈
渠
〉
は
、

変
身
を
可
能
に
す
る
。
ゆ
え
に
、
も
し
人
が
、
貧
困
な
語
彙
、
語
法
の

檻
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
思
考
法
に
（
自
ら
）
囚
わ
れ
て
い
る
の
だ
と

す
れ
ば
、〈
他
者
〉
の
変
身
の
様
式
が
パ
タ
ー
ン
化
す
る
の
は
必
然
で

あ
る
。
禅
僧
は
こ
れ
を
「
A
臼
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
嵌
っ
て
し
ま
え
ば

煩
悩
か
ら
脱
け
出
せ
な
く
な
る
と
警
告
し
て
き
た
（「
語
不
離
A
臼
、
焉

能
出
蓋
纏
」『
碧
巌
録
』
七
十
二
則
、
他
）。
し
か
し
、「
花
」
の
〈
真
実
の

相
〉
に
三
十
三
の
かヽ
たヽ
ちヽ
を
与
え
る
こ
と
は
詩ヽ
人ヽ
でヽ
もヽ
なヽ
いヽ
限ヽ
りヽ
難
し

い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
化
を
回
避
し
つ
つ
常
に
新
し
く
応

現
さ
せ
る
に
は
い
か
に
し
て
か
。
応
現
の
機
制
が
、「
語
」
の
構
造
、

す
な
わ
ち
「
我
」
の
存
在
論
的
構
造
を
不
可
缺
の
参
照
点
と
し
て
組
み

込
ん
で
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
構
造
か
た
ち

を
い
か
に
動
か
す
か

が
そ
の
成
否
を
握
る
唯
一
の
鍵
鑰
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
問
題

は
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
我
」
が
、
自
ら
の
力
に
よ
っ

て
そ
の
構
造
か
た
ち

を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
を
自
由
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
一
点
に
逢
着
す
る
。
つ
ま

り
、「
我
」
の
主
体
と
し
て
の
能
動
性
、
自
由
が
こ
こ
に
問
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
絶
望
的
な
こ
と
に
「
我
」
は
言
語
／
法
に
対
し
て

徹
底
的
に
不
自
由
な
存
在
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
意
志
的
な
行

為
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
不
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で

－ 7－



は
な
く
、
そ
れ
が
決
定
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
不
自
由
な
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
言
語
／
法
の
内
部
に
い
る
こ
と
が
承

認
さ
れ
、
そ
の
言
語
／
法
の
外
延
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ

と
し
た
ら
（
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
日
本
語
や
英
語
と
い
っ
た
恣
意
的
に
閉

じ
ら
れ
た
国
語n

ation
al

lan
g

u
ag

e

の
外
延
の
こ
と
で
は
な
く
、
言
語
一
般
の
外

延
で
あ
る
）、
言
語
／
法
の
外
か
ら
そ
れ
を
鳥
瞰
す
る
こ
と
は
不
可
能
と

な
る
。
つ
ま
り
言
語
／
法
の
概
念
を
恣
意
的
に
分
割
し
な
い
と
い
う
条

件
の
中
で
は
、
そ
の
言
語
／
法
自
体
は
不
可
視
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
な
れ
ば
、
そ
の
言
語
／
法
の
内
部
（「
我
」
と
い
う
世
界
）
に
あ
っ

て
は
、
実
は
〈
自
由
〉
と
い
う
概
念
が
成
り
立
つ
の
か
ど
う
か
さ
え
わ

か
ら
な
い
。
仮
に
任
意
の
法
に
従
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
由
だ
と
し

て
も
、
そ
の
法
に
従
わ
な
い
と
い
う
法
に
既
に
従
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
例
外
な
く
、
事
後
的
に
）。
と
な
れ
ば
、
人
は

も
は
や
言
語
／
法
に
対
し
て
意
志
的
に
従
う
こ
と
も
従
わ
な
い
こ
と
も

で
き
な
い
。
人
が
何
ら
か
の
言
語
／
法
に
従
っ
て
い
る
と
信
じ
る
と
き

（
そ
れ
を
現
前
さ
せ
る
と
き
）、
ま
さ
に
そ
の
〈
言
語
／
法
〉
は
隠
蔽
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る９

。
し
か
し
、
人
は
〈
言
語
／
法
〉
の
内
部
か
ら
は

出
ら
れ
な
い
し
、
ど
の
よ
う
な
言
表
も
〈
言
語
／
法
〉
の
管
理
下
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、〈
言
語
／
法
〉
は
「
我
」
に
対
し
て
秘
匿
的
に
遍
在

す
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、「
我ヽ
」
は
、

ま
さ
に
そ
の
〈
言ヽ
語ヽ
／ヽ
法ヽ
〉
をヽ
コヽ
ンヽ
トヽ
ロヽ
ーヽ
ルヽ
すヽ
るヽ（
書ヽ
きヽ
換ヽ
えヽ
るヽ
）
権ヽ

能ヽ
をヽ
所ヽ
有ヽ
すヽ
るヽ
こヽ
とヽ
がヽ
でヽ
きヽ
なヽ
いヽ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
権
能
を
い
ま
仮
に
〈
創
造
〉
と
喚
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
〈
創
造
性
〉

と
は
、
創
造
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
主
体
的
努
力
の
内
に
は
決
し
て
実
現

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
我
」
と
い
う
も
の
が
言
語

的
にB

作
ら
れ
た
も
のC

で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
意
志

的
に
言
語
／
法
を
書
き
換
え
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
さ
ら
に

高
次
の
言
語
／
法
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
、
と
い
う
無
限
後
退
に
再
帰

し
て
い
く
他
は
な
く
、
た
と
え
言
語
的
主
体
と
い
う
有
限
的
立
場
に
お

け
る
比
較
考
量
か
ら
創
造
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
事
柄
を
実
践
し
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
既
成
の
被
造
物
の
有
限
的
な
反
復
・
再
演
で
し
か

な
い
。
と
な
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や
〈
創
造
〉
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
言

語
的
に
作
ら
れ
た
も
の
は
、〈
創
る
こ
と
〉
か
ら
つ
ね
に
遅ヽ
れヽ
たヽ
存ヽ
在ヽ

で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
気ヽ
づヽ
いヽ
たヽ
とヽ
きヽ
にヽ
はヽ
既ヽ
にヽ

〈
創ヽ
造ヽ
〉
はヽ
為ヽ
さヽ
れヽ
てヽ
しヽ
まヽ
っヽ
てヽ
いヽ
るヽ
。
こ
れ
は
言
語
的
主
体
の
本
源

的
な
有
限
性
、
有
界
性
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
我
」
は
そ
の
思
考
可
能

性
の
内
に
〈
創
造
〉
を
同
定
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

と
き
、〈
創
造
〉
を
、
狭
義
の
意
味
で
の
「
新
し
い
も
の
を
初
め
て
創

り
出
す
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
人
の
日
常
の
全
て
に
浸
透
し

た
、
世
界
を
立
ち
上
げ
る
権
能
、
存
在
を
あ
ら
し
め
る
権
能
と
し
て
捉

え
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
我ヽ
」
にヽ
はヽ
〈
創ヽ
造ヽ

すヽ
るヽ
権ヽ
能ヽ
〉
がヽ
なヽ
いヽ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
我
」
は
全
く
のB

無ヽ
能ヽC

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
中
にB

創
造
さ
れ
た
も
のC
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が
充
溢
し
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
い
は
、
世

界
／
「
我
」
の
絶
え
ざ
る
起
動
が
、
人
の
言
語
・
行
為
と
い
う
日
常
性

か
つ
ま
た
具
体
性
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
性
を
顧
慮
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
我
」
の
名
の
下
に
行
わ
れ
て
き
た
、
そ
し
て
い

ま
ま
さ
に
行
わ
れ
て
い
る
言
語
・
行
為
の
権
能
は
い
っ
た
い
誰
に
帰
属

す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
投
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
帰
属
先

を
〈
一
義
〉
的
に
述
定
す
る
こ
と
は

―
そ
れ
が
秘
匿
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て

―
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
が
、
禅
僧
は
敢
え
て

そ
れ
を
（「
我
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
）〈
渠
〉、
或
い
は
〈
義
〉、
或
い
は

〈
禅
〉、
或
い
は
〈
心
〉
な
ど
と
呼
ん
で
き
た10

。「
渠
は
是
れ
見
聞
覚
知
、

挙
手
動
足
の
主
人
公
な
り
。
仏
祖
よ
り
蠢
動
含
霊
に
お
よ
ぶ
ま
で
、
誰

か
彼
の
恩
力
を
う
け
ざ
る
。
諸
人
還
て
自
ら
渠
を
知
る
や
、
う
た
か
ひ

十
分
な
る
時
は
、
悟
十
分
な
り
。」（
抜
隊
得
勝
『
塩
山
和
泥
合
水
集
』〔
禅

門
法
語
集
、
上
巻
、
至
言
社
〕、
一
五
一
頁
）。
或
い
は
、
そ
れ
は
こ
う
言
っ

て
よ
け
れ
ば
、
人
の
思
考
可
能
性
の
内
に
は
把
握
さ
れ
ず
、
そ
れ
自
身

の
内
に
目
的
を
持
た
ず
、
い
か
な
る
統
合
も
目
指
さ
ず
、
か
つ
ま
た
結

果
が
予
期
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、〈
創
造
〉
そ
れ
自
体
で
あ
る
。「
我
」

の
完
全
な
る
無
能
性
に
〈
能
う
こ
と
〉p

erform
ativ

ity

（
語
る
こ
と
・

為
す
こ
と
）
を
も
た
ら
し
て
き
た
〈
能
う
こ
と
〉
そ
れ
自
体
は
、〈
能
作

主
不
在
の
能
作
〉、〈
創
造
主
不
在
の
創
造
〉、〈
語
り
手
不
在
の
語
り
〉

と
し
て
、
何ヽ
らヽ
のヽ
意ヽ
志ヽ
もヽ
待ヽ
たヽ
なヽ
いヽ
まヽ
まヽ
「
我
」
を
し
て
言
語
せ
し

め
、
行
為
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
そ
の
と
き
、
意
志
と
は
「
我
」
の
存

在
論
的
構
造
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
）。

し
か
し
て
、〈
創
造
す
る
こ
と
＝
存
在
を
あ
ら
し
め
る
こ
と
〉
は
今

ま
さ
に
創
造
さ
れ
た
も
の
（
存
在
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
る
が
、
創
造
さ
れ

た
も
の
は
〈
創
造
す
る
こ
と
〉
で
は
な
い
。〈
創
造
〉
は
、
被
造
物
の

中
に
お
い
て
は
（
不
在
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
し
か
）
現
存
し
え
な
い
の

で
あ
る
。

古
来
、
自
ら
を
世
界
の
創
造
者
た
ら
し
め
ん
と
欲
し
て
き
た
詩
人
の

群
れ
は
、
世
界
の
恣
意
的
に
し
て
自
然
な
（
自
己
へ
の
）
現
前
が
一
定
の

パ
タ
ー
ン
に
陥
る
こ
と
を
恐
れ
、
い
か
に
し
て
真
の
〈
創
造
者
〉
で
あ

る
と
こ
ろ
の
「
造
物
」「
造
化
」「
天
公
」
か
ら
そ
の
権
能
を
奪
う
か
、

藻
掻
き
苦
し
ん
で
き
た11

。
陸
亀
蒙
〔
？
―
八
八
一
？
〕
は
、「
少
く
し
て

謌
詩
を
攻
め
、
造
物
者
と
柄
を
争
わ
ん
と
欲
す
」（
甫
里
先
生
伝
）
と
言

い
、
皎
然
〔
七
二
〇
？
―
？
〕
は
「
天
真
挺
抜
の
句
の
如
き
に
至
っ
て
は
、

造
化
と
衡
を
争
う
」（『
詩
式
』
序
）
と
言
っ
た
。
造
化
と
は
存
在
物
を

〈
造
る
こ
と
／
化
あ
ら
た
め
る
こ
と
〉
だ
が
、「
造
化
ハ
天
公
ト
云
フ
心
也
。
草

木
山
川
、
雨
露
霜
雪
ヲ
―人
―知
―レ
―ズ
―ニ
造
リ
出
ス
モ
ノ
ノ
コ
ト
也
」（『
中

華
若
木
詩
抄
』、
新
大
系
本
、
231
）
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
そ
の

は
た
ら
き
を
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
義
堂
周
信
〔
一
三
二
五
―
一

三
八
八
〕
は
「
無
作
而
作
、
可
以
奪
造
化
之
權
矣
、
不
言
而
言
、
可
以

感
鬼
神
之
泣
矣
」（『
空
華
集
』
巻
十
三
「
寄
康
侍
者
病
居
詩
敍
」、『
五
山
文
学

全
集
』
第
二
巻
、
一
七
二
三
頁
）
と
述
べ
た
が
、
造
化
の
権
能
を
奪
い
、
鬼

神
の
感
涙
を
さ
そ
う
に
は
、〈
何
も
作な

さ
ぬ
ま
ま
に
作
す
こ
と
〉、〈
何
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も
言
わ
ぬ
ま
ま
に
言
う
こ
と
〉
に
全
て
を
委
ね
る
他
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、「
我
」
が
「
我
」
で
あ
る
限
り
、
自
ら
の
〈
造
化
〉
か
ら
の

遅
れ

―
事
後
性

―
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
能
を
奪
う
こ
と
は
原
理
的

に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
い
か
な
る
人
も
「
我
」
の
権
能
に
お
い
て
で
は
な
く
、

〈
渠
〉
の
権
能
に
お
い
て
言
語
し
、
行
為
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

〈
言
語
す
る
こ
と
〉、〈
行
為
す
る
こ
と
〉
そ
れ
自
体
が
〈
渠
〉
な
の
で

あ
る12

。「
我
」
は
も
は
や
世
界
の
起
点
で
あ
る
よ
う
な
中
心
化
さ
れ
た

場
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
の
末
端
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
一
つ
の
粗

末
な
作
品
で
し
か
な
い
。「
我
」
は
〈
渠
〉
に
対
し
て
完
全
な
る
「
無

一
物
」
に
し
て
、「
百
不
能
・
百
不
解
」「
土
木
偶
人
」〔
何
も
で
き
な
い
、

何
も
解わ
か

ら
な
い
土
人
形
〕（
大
慧
宗
杲
〔
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
〕『
大
慧
普
説
』

巻
四
、『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
四
巻
、
三
二
六
頁
）
の
如
き
無
能
者
で
し
か
な

い
の
で
あ
る
。「
我
」
は
い
ま
や
此
岸
に
立
ち
竦
む
一
茎
の
植
物
の
如

き
端
的
な
無
力
さ
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
よ
う
な
能
動
性
さ

え
持
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
物
言
わ
ぬ
主
体
が
〈
自
由
〉

へ
の
可
能
性
を
拓
く
た
め
に
為
し
う
る
唯
一
の
こ
と
は
、
自
ら
の
事
後

性
（
絶
え
ず
遅
れ
て
い
る
こ
と
）
と
被
造
性
（
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
）

と
い
う
絶
対
的
な
有
限
性
を
忘
却
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
ひ
た

す
ら
倦
む
こ
と
な
く
凝
視
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
（
勿
論
、
無
能
で
あ
る

こ
と
も
ま
た
一
つ
の
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
も
や
は
り
〈
他
者
〉
か
ら
権か

り
う
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
深
く
、
無
能
の
虚
焦
点
へ
と
沈

潜
／
縮
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
他
者
〉
が
「
我
」

の
閾
に
不
在
と
し
て
現
前
す
る
と
き
、
人
は
自
ず
か
ら
「
我ヽ
」
のヽ
名ヽ
ヽ

に
おヽ
いヽ
てヽ
創ヽ
造ヽ
すヽ
るヽ
こヽ
とヽ
をヽ
やヽ
めヽ
るヽ
だ
ろ
う
。

奇
し
く
も
、
こ
の
こ
と
は
、
遠
く
Ｓ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
〔
一
九
〇
九
―
一
九

四
三
〕
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
透
徹
さ
れ
て
い
る
。
「
脱
創
造
」

（décréation

）
と
名
付
け
ら
れ
た
自
己
無
化
の
実
践
で
あ
る13

。

¡

脱
創
造
、
造
ら
れ
た
も
の
を
、
造
ら
れ
ず
に
い
る
も
の
の
中
へ

と
移
し
て
行
く
こ
と
。
／
ほ
ろ
ぼ
す
こ
と
、
造
ら
れ
た
も
の
を
、

無
へ
と
移
し
て
行
く
こ
と
。（『
重
力
と
恩
寵
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫

本
、
五
九
頁
）

¡

捨
て
去
る
こ
と
。
創
造
に
お
い
て
、
神
が
捨
て
去
ら
れ
た
こ
と

に
な
ら
う
こ
と
。
神
は

―
あ
る
意
味
に
お
い
て

―
す
べ
て

で
あ
る
こ
と
を
捨
て
去
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
何
も
の
か
で
あ

る
こ
と
を
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
わ
た
し

た
ち
に
と
っ
て
た
だ
ひ
と
つ
の
善
で
あ
る
。
／
わ
た
し
た
ち
は
、

底
の
な
い
樽
で
あ
る
。
底
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
で
い
る

か
ぎ
り
は
。（
同
、
六
〇
―
六
一
頁
）

¡

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
自
身
が
創
造
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
世
界
の
創
造
に
あ
ず
か
り
う
る
。（
同
、
六
一
頁
）

こ
こ
で
ヴ
ェ
イ
ユ
に
凭
れ
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
コ
ン
セ
プ
ト
を
藉
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り
る
の
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
想
が
東
洋
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た

と
か
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
鈴
木
大
拙
〔
一
八
七
〇
―
一
九
六
六
〕
を
読
ん
で
い

た14

、
と
言
う
た
め
で
は
な
い
。
被
造
物
で
あ
る
は
ず
の
「
我
」
が
〈
創

造
〉
の
機
制
に
触
れ
う
る
に
は
、
自
ら
が
〈
創
造
者
〉
と
無
限
の
距
離

に
よ
っ
て
距
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
徹
底
し
た
自
覚
の
場
（
言
葉
を
持
た

な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
深
い
沈
黙
）
に
立
つ
こ
と
が
ま
ず
も
っ
て
必
要
な

の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
禅
僧
も
ヴ
ェ
イ
ユ
も
、
全
く
同
じ
よ
う
に
自

ら
の
経
験
を
通
し
て
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
イ

ユ
が
「
脱
創
造
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
も
の
。
そ
れ

を
一
つ
の
補
助
線
と
し
て
禅
僧
の
テ
ク
ス
ト
を
見
渡
す
な
ら
ば
、
禅
僧

が
自
ら
の
用
語
体
系
の
中
で
「
放
下
」
と
呼
ん
で
き
た
、「
我
」
と
い

う
存
在
の
全
く
別
様
の
も
う
一
つ
の
相
貌
、
生
き
る
態
度
の
あ
り
よ
う

が
自
ず
と
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

¡

信
心
銘
ニ
云
ク
、「
至
道
か
た
き
事
な
し
、
但
揀
択
を
嫌
ふ
」

ト
。
揀
択
の
心
を
―放
―下
し
つ
れ
ば
、
直
下
に
承
当
す
る
な
り
。

揀
択
の
心
を
―放
―下
す
と
云
フ
は
、
我
を
離
る
る
な
り
。
…
た
だ

す
べ
か
ら
く
身
心
を
仏
法
の
中
に
―放
―下
し
て
、
他
に
随
う
て
旧

見
な
け
れ
ば
、
即
ち
直
下
に
承
当
す
る
な
り
。（『
正
法
眼
蔵
随
聞

記
』〔
ち
く
ま
学
芸
文
庫
本
〕、
三
八
六
頁
）

¡

「
虚
襟
に
あ
ら
ざ
れ
ば
忠
言
を
入
れ
ず
。」
…
若
し
己
見
を
存

せ
ば
、
師
の
言
耳
に
入
ら
ざ
る
な
り
。
…
真
実
の
得
道
と
云
フ

も
、
従
来
の
身
心
を
―放
―下
し
て
、
た
だ
直
下
に
他
に
随
ひ
行
け

ば
、
即
ち
実
の
道
人
に
て
あ
る
な
り
。（
同
、
五
八
頁
）

道
元
〔
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
〕
は
繰
り
返
す
、「
我
」
を
離
れ
、〈
他か
れ

〉

に
随
え
、
と
。
そ
れ
は
、「
揀
択
の
心
」「
旧
見
」「
従
来
の
身
心
」
を

「
放
下
」
す
る
こ
と
。「
我
」
に
お
い
て
現
前
し
た
も
の
を
〈
創
造
〉
の

中
に
送
り
返
す
こ
と
。
つ
ま
り
、
作
ら
れ
た
も
の
を
〈
未
だ
創
ら
れ
て

い
な
い
も
の
＝
純
然
た
る
混
濁
〉
の
中
に
返
却
し
続
け
る
こ
と
。「
我
」

と
い
う
場
所
の
主
権
を
永
続
的
に
〈
他
者
〉
に
明
け
渡
す
こ
と
。

そ
の
契
機
は
、
被
造
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
我
」
が
本
源
的
に
空
虚

な
構
造
体
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
自
ら
知
る
こ
と
に
始

ま
り
、
そ
れ
に
尽
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
空
虚
さ
を
、B

何
も

な
いC

と
い
う
意
味
に
よ
っ
て
理
解
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ばB

何
も
な
いC

と
い
うB

作
ら
れ
た
も
のC

に
よ
っ
て
胸
中
が
窒
息
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
夢

窓
疎
石
〔
一
二
七
五
―
一
三
五
一
〕
は
、「
放
下
」
と
い
う
の
が
「
一
切
の

所
解
を
掃
ひ
捨
」
て
る
こ
と
だ
と
考
え
る
の
は
「
大
な
る
あ
や
ま
り
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
一
切
の
義
理
を
も
用
ひ
ず
、
地
位
の
階
差
を
も
立

て
ず
、
仏
法
世
法
の
蹤
跡
を
、
胸
の
中
に
と
ど
め
」
なヽ
いヽ
こ
と
で
は
な

い
の
だ
と
注
意
を
喚
起
す
る
（『
夢
中
問
答
集
』
中
、
講
談
社
学
術
文
庫
本
、

一
六
六
―
七
頁
）。「
我
か
心
も
身
も
外
の
境
界
も
皆
実
の
体
な
し
、
虚
空

の
如
く
な
る
処
よ
り
一
切
の
諸
法
化
現
す
」（
月
庵
宗
光
〔
一
三
二
六
―
一
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三
八
九
〕『
月
庵
仮
名
法
語
』〔
禅
門
法
語
集
、
上
巻
、
至
言
社
〕、
二
〇
五
頁
）
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
虚
空
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
我
」
及
び
世
界

は
、
何ヽ
もヽ
のヽ
でヽ
もヽ
なヽ
いヽ
がヽ
ゆヽ
えヽ
にヽ
何ヽ
もヽ
のヽ
へヽ
とヽ
もヽ
「
化ヽ
現ヽ
」
しヽ
うヽ
るヽ
よ

う
な
場
所
と
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
なB

場
所C

で
さ
え
な

く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
中
世
の
詩
人
は
、「
虚
空
の
如
く
な
る
心
」（
西
行
〔
一
一
一
八

―
一
一
九
〇
〕、〔『
明
恵
上
人
伝
記
』、
岩
波
文
庫
本
、
一
五
八
頁
〕）、「
も
と
よ

り
太
虚
に
ひ
と
し
き
胸
の
中
」（
心
敬
『
さ
ゝ
め
ご
と
』、
大
系
本
、
一
六
四

頁
）、「
胸
中
」
の
「
天
地
至
清
之
気
」（
天
境
霊
致
〔
一
二
九
一
―
一
三
八

一
〕『
無
規
矩
』
坤
「
跋
贈
珊
侍
者
詩
軸
」、『
五
山
文
学
新
集
』
第
三
巻
、
一
七

七
頁
）
な
ど
と
変
奏
し
た
。
ま
た
、
五
山
禅
僧
に
広
く
読
ま
れ
た
橘
洲

宝
曇
〔
一
一
二
九
―
一
一
九
七
〕『
橘
洲
文
集
』（
内
閣
文
庫
本
）
に
は
こ
う

あ
る
、「
古
え
よ
り
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
、
黄
面
衲
子
す
な
わ
ち
釈
尊

は
、
相
貌
の
寒
瘁
枯
痩
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―ま
―る
―で
――そ
―の
―中
―に
―人
―が

―い
―な
―い
―か
―の
―よ
―う
―で
―あ
―っ
―た
が
、
よ
く
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
あ
た

か
も
深
山
太
澤
の
奥
深
く
に
潜
み
な
が
ら
、
捉
え
が
た
き
ほ
ど
に
そ
の

姿
を
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
さ
せ
る
龍
蛇
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
」

〔
古
称
、
黄
面
衲
子
、
以
其
寒
瘁
枯
痩
、
其
中
若
無
人
、
迫
而
視
之
、
如
深
山
太

澤
龍
蛇
変
化
不
測
者
也
〕（
巻
六
「
跋
育
王
僧
図
二
」）。
禅
僧
／
詩
人
は
自
ら

の
胸
に
固
有
の
構
造
か
た
ち

が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
〈
他
者
〉
の
到
来

が
可
能
に
な
り
、〈
詩
を
詠
む
こ
と
〉
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
い
た15

。

で
は
、「
我
」
を
「
放
下
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
〈
創

造
〉
と
い
う
も
の
が

―
そ
れ
自
体
決
し
て
現
前
し
な
い
に
せ
よ

―

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
実
現
さ
れ
る
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
も
う
少
し
禅
僧
の
言
葉
を
聞
い
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

４．
「
多
聞
」
と
い
う
生
の
相
貌

『
楞
伽
経
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

大
慧
、
実
義
者
、
従
多
聞
者
得
、
大
慧
、
多
聞
者
、
謂
善
於
義
非

善
言
説
、
善
義
者
、
不
随
一
切
外
道
経
論
、
身
自
不
随
亦
不
令
他

随
、
是
則
名
曰
大
徳
多
聞
、
是
故
欲
求
義
者
、
当
親
近
多
聞
、（『
楞

伽
経
』〔
四
巻
本
〕
巻
四
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
五
〇
七
頁
上
）

〈
真
実
の
義
〉
を
い
か
に
し
て
得
る
か
。
そ
れ
は
「
多
聞
」
に
よ
っ

て
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
「
多
聞
」
と
は
、「
言
説
を
善
く
す
」

る
こ
と
で
は
な
く
、「
義
に
於
い
て
善
く
す
」
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
多
聞
」
と
は
、
他
者
・
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
語ヽ
らヽ
れヽ
たヽ
声ヽ
を
よ
く
聞
く
こ
と
（
或
い
は
そ
の
よ
う
な
人
）

で
は
な
く
、〈
義
〉
を
よ
く
聞
く
こ
と
（
／
人
）、
す
な
わ
ち
〈
他
者
の

声
〉
を
よ
く
聞
く
こ
と
（
／
人
）
で
あ
る
。
し
か
し
、〈
義
〉
は
決
し
て
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現
前
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
を
直
接
的
に
聞
く

こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。〈
能
う
こ
と
＝
語
る
こ
と
〉
は
自
己

自
身
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
真
仏
無
口
、
不
解
説
法
、

真
聴
無
耳
、
其
誰
聞
乎
」（『
宛
陵
録
』、『
大
正
蔵
』
四
八
、
三
八
七
頁
上
）。

し
か
し
他
方
で
重
要
な
点
は
、「
我
」
に
お
い
て
聞
か
れ
た
声
は
二

分
法
的
論
理
の
擬
制
下
で
、
不
可
避
的
に
意
味
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
〈
他
者
の
声
〉
は
（
人
の
俗
耳
と
反
響
す
る
こ
と

で
）
何
事
か
に
聞ヽ
こヽ
えヽ
てヽ
しヽ
まヽ
うヽ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
経
論
に
説

か
れ
る
よ
う
に
、「
仏
、
一
音
を
以
っ
て
法
を
演
説
し
た
も
う
に
、
衆

生
は
類
に
随
っ
て
各

お
の
お
の

解
を
得
る
」〔
仏
以
一
音
演
B
法
、
衆
生
隨
類
各
得

解
〕（
羅
什
譯
『
維
摩
経
』
上
、『
大
正
蔵
』
十
四
、
五
三
八
頁
上
）。〈
他
者
の

一
音
〉
は
世
界
に
遍
在
し
、
絶
え
ず
〈
聞
こ
え
な
い
音
〉
を
発
し
て
い

る
が
、
二
分
法
的
論
理
の
擬
制
下
で
は
、
不
可
避
的
に
、
衆
生
の
存
在

論
的
構
造
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
多
数
的
に
分
解
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な

か
た
ち
へ
と
変
化
へ
ん
げ

し
て
現
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
眼
前
及
び
眼ヽ
奥ヽ
のヽ
〈
他
者
の
声
〉
が
十
全
に
聴
き

取
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
視
座
に
お
い
て
は
、
そ
の

〈
声
〉
は
ど
こ
ま
で
も
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
か
た
る
人
あ
ら

ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
会
取
す
べ
し
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
」（『
正
法
眼
蔵
』

第
四
十
五
・
密
語
、
日
本
思
想
大
系
本
、
下
、
五
六
頁
）
と
道
元
は
言
っ
た
。

そ
の
言
葉
を
承
け
て
言
う
な
ら
ば
、
ま
ず
も
っ
て
放
棄
さ
れ
る
べ
き

は
、〈（
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
聞
か
れ
る
こ
と
も
な
い
）
世
界
の
声
〉
を
あ

や
ま
た
ず
に
聞
き
取
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
誤
っ
た
信
念
で
あ
り
、

〈
世
界
＝
他
者
＝
心
〉
を
意
味
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る

は
ず
だ
と
い
う
欺
瞞
的
な
知
の
あ
り
方
で
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
語
る
主
体
も
、
語
り
の
内
容
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
／
か
た
り
を
と
っ
て
現
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
と
り
わ
け
重
要
に
な

る
の
は
、〈
語
り
の
声
〉
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
応
現
す
る
か
と
い
う

こ
と
よ
り
も
、
そ
の
〈
声
〉
を
聞
く
主
体
の
内
に
も
ま
さ
に
そ
の
〈
語

り
の
声
〉
が
既
に
し
て
幽
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
る
主

体
が
〈
語
る
こ
と
〉
を
通
し
て
組
成
さ
れ
た
一
つ
の
効
果
に
過
ぎ
な
い

の
と
同
様
、
聞
く
主
体
も
ま
た
、〈
聞
く
〉
と
い
う
能
力
を
権
り
る
こ

と
に
よ
っ
て
事
後
的
に
組
成
さ
れ
た
一
つ
の
効
果
に
過
ぎ
な
い
。

語
る
主
体
／
テ
ク
ス
ト
／
コ
ン
テ
ク
ス
ト
／
聞
く
主
体
と
い
う
「
我
」

に
お
い
て
現
前
し
た
場
の
構
成
は
、〈
非
人
称
的
な
他
者
の
複
数
的
独

声
〉
が
、
そ
の
は
た
ら
き
を
通
し
て
、
一
挙
に
分
割
＝
変
身
＝
応
現
し

た
幾
つ
か
の
か
た
ち
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
「
我
」

も
ま
た
〈
渠
〉
の
似
像
（
全
く
似
て
い
な
い
似
像
）
で
あ
り
、
そ
の
複
数

化
さ
れ
た
「
我
」
の
い
ず
れ
に
も
全
く
同
一
の
〈
他
者
＝
一
心
〉
が
幽

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、〈
実
際
〉
に
お
い
て
は
〈
聞
く
主

体
〉
は
完ヽ
全ヽ
にヽ
そヽ
のヽ
〈
音ヽ
声ヽ
〉
をヽ
聞ヽ
きヽ
取ヽ
っヽ
てヽ
いヽ
るヽ（
かヽ
つヽ
まヽ
たヽ
、ヽ
観
てヽ

いヽ
るヽ
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
聞
く
こ
と
〉
は
い
か
な
る
主
体
に
お
い

て
も
不
可
避
の
必
然
性
の
中
に
常
に
既
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

本
来
的
に
〈
聞
く
権
能
〉
を
持
た
ず
、
事
後
的
に
組
成
さ
れ
た
に
過
ぎ
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な
い
、B
聞
く
「
我
」C

も
ま
た
、
全
く
日
常
的
な
具
体
性
の
中
で
、
聞

か
ず
し
て
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る16

。

禅
僧
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
聞
く
主
体
と
い
う
も
の
が
い
っ
た
い

何
も
の
な
の
か
を
繰
り
返
し
問
い
続
け
て
き
た
。「
是
れ
C
が
四
大
色

身
は
、
説
法
聴
法
す
る
解あ
た

わ
ず
。
脾
胃
肝
胆
は
、
説
法
聴
法
す
る
解
わ

ず
。
虚
空
は
説
法
聴
法
す
る
解
わ
ず
。
是
れ
什
麼
な

に

も
の
か
説
法
聴
法
を

解よ

く
す
。
是
れ
C
目
前
歴
歴
底
に
し
て
、
一
箇
の
形
段
勿
く
し
て
孤
明

な
る
、
是
れ
這
箇
、
説
法
聴
法
を
解
く
す
」（『
臨
済
録
』
示
衆
、
岩
波
文

庫
本
、
三
六
―
三
七
頁
）。「
只
今
物
の
音
を
聞
く
時
に
あ
た
り
て
、
此
の

音
を
聞
く
物
は
、
何
物
ぞ
と
見
れ
は
、
必
ず
我
か
身
と
観
音
と
別
な
ら

さ
る
こ
と
を
悟
る
べ
し
」（『
抜
隊
仮
名
法
語
』、
同
前
、
五
三
頁
）。
勿
論
、

こ
の
と
き
〈
我
が
身
〉
と
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
認
識
し

て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
言
語
的
に
構
造
化
さ
れ
た
身
体
の
こ
と
で
は

な
く
、
秘
匿
的
に
遍
在
す
る
〈
法
身
＝
心
＝
渠
＝
一
音
〉
と
い
う
（
非
）

存
在
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、「
多
聞
」
と
い
う
の
が
、「
我
」
の
俗
耳
に
聞
こ
え

て
く
る
他
者
／
テ
ク
ス
ト
の
語
ら
れ
た
声
を
聞
き
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
、
既
存
の
二
分
法
的
コ
ー
ド
の
中
に
惰
性
的
に
還
元
す
る
こ
と
な

く
、〈
前
身
体
的
身
体
＝
渾
身
〉
に
お
い
て
応
ず
る
こ
と
（
或
い
は
、
そ

の
人
）
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
（「
我
」
を
経
由
す
る

こ
と
な
く
）
没
頭
的
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
三
昧
）、〈
不
可
解
な

一
音
＝
渠
〉
は
全
く
新
た
な
分
解
（
分
か
る
）
の
形
式
を
見
せ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
禅
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
約
す
る
と
言
わ
れ
る
、『
金
剛

経
』
の
「
応
無
所
住
、
而
生
其
心
」
の
句
は
、
座
標
不
定
の
〈
心
〉
が
、

そ
の
座
標
不
定
性
に
お
い
て
不
断
の
変
化
＝
変
身
と
い
う
は
た
ら
き
を

有
し
て
い
る
（
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
）
こ
と
を

う
ま
く
表
現
し
て
い
る
が
、
歌
学
の
伝
統
も
ま
た
同
様
に
、
歌
人
に
対

し
て
、
そ
の
眼
差
し
を
特
定
の
座
標
に
渋
滞
さ
せ
ぬ
よ
う
、
絶
え
ざ
る

放
浪
・
漂
泊
を
求
め
て
き
た
。「
ま
こ
と
に
宜
し
き
歌
の
姿
と
は
い
づ

れ
を
定
め
申
す
べ
き
や
ら
む
。
ま
こ
と
に
歌
の
中
道
は
た
だ
み
づ
か
ら

知
る
べ
き
に
て
侍
り
」（
藤
原
定
家
〔
一
一
六
二
―
一
二
四
一
〕『
毎
月
抄
』、

大
系
本
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁
）、「
秀
逸
の
体
は
様
々
な
れ
ど
も
…
…
凡

は
い
づ
れ
と
定
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
…
…
更
に
一
様
を
守
る
べ
か
ら

ず
。
種
々
の
体
を
な
ら
ふ
べ
し
」（
二
条
良
基
〔
一
三
二
〇
―
一
三
八
八
〕

『
連
理
秘
抄
』、
大
系
本
、
四
六
頁
）、「
ま
こ
と
の
仏
ま
こ
と
の
歌
と
て
、
定

ま
れ
る
姿
あ
る
べ
か
ら
ず
。
た
ゞ
時
に
よ
り
事
に
応
じ
て
、
感
情
徳
を

現
は
す
べ
し
と
な
り
。
天
地
の
森
羅
万
象
を
現
じ
、
法
身
の
仏
の
無
量

無
辺
の
形
に
現
じ
給
ふ
ご
と
く
の
胸
の
う
ち
な
る
べ
し
。
…
…
た
ゞ
一

つ
所
に
と
ど
こ
ほ
ら
ぬ
作
者
の
み
正
見
な
る
べ
し
と
な
り
」（
心
敬
『
さ
ゝ

め
ご
と
』、
大
系
本
、
二
〇
二
頁
）。
観
音
の
三
十
三
相
の
よ
う
に
、「
定
ま

れ
る
姿
」
が
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
詩
歌
は
、〈
他

者
＝
仏
〉
そ
れ
自
身
に
似
て
く
る
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
既
成
の
言

語
（
思
考
）
を
埒
外
へ
と
は
み
出
さ
せ
て
い
く
「
定
ま
れ
る
姿
」
な
き

「
我
」
の
絶
え
ざ
る
変
身
の
道
程
を
示
し
て
も
い
た
。「
虚
空
の
如
く
な

－ 14－



る
心
」
に
よ
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
と
自
負
す
る
西
行
は
ま
た
、「
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
る
思
ひ
を
な
し
…17

」
と
述
べ
た
と
い
う
。
そ
の
感
慨
は
、
お
そ

ら
く
自
ら
の
肉
声
の
閾
、
肉
身
の
閾
に
お
い
て
〈
他
者
＝
真
言
〉（
と
い

う
自
己
＝
言
語
の
限
界
）
に
触
れ
え
た
と
い
う
実
感
に
支
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

〈
他
者
〉
を
語
る
こ
と
の
不
可
能
性
、〈
語
る
こ
と
〉
を
語
る
こ
と
の

不
可
能
性
、〈
語
る
こ
と
〉
の
不
可
能
性
、
そ
し
て
〈
他
者
〉
自
ら
に

自
ら
を
語
ら
せ
る
こ
と
の
不
可
能
性
。
こ
の
限
界
へ
と
衝
突
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
逆ヽ
説ヽ
的ヽ
にヽ
〈
他ヽ
者ヽ
〉
がヽ
「
我ヽ
」
にヽ
触ヽ
れヽ
てヽ
くヽ
るヽ
経ヽ
験ヽ
。
こ

の
経
験
を
通
し
て
、（「
我
」
の
臨
界
点
を
徴
し
づ
け
る
）「
我
」
の
肉
声
の

閾
に
お
い
て
ま
さ
に
そ
の
不
可
能
な
〈
語
る
権
能
＝
詩
を
詠
む
権
能
〉

が
到
来
し
て
く
る
の
だ
、
と
詩
人
が
確
信
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
詩
人
は
、
テ
ク
ス
ト
の
「
多
聞
」
を
通
し
て
〈
他
者
〉
に
我
が
肉

声
を
貸
し
与
え
、〈
未
知
な
る
も
の
〉
自
ら
に
楔
を
打
ち
込
ま
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
常
に
新
た
な
相
貌
へ
と
変
身
し
続
け
る
よ
う
な
〈
創
造

者
で
あ
る
こ
と
〉
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
、
そ
の
経
験
の
内
に
自
覚
し
、

ま
た
実
践
し
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う18

。

５．
〈
他
者
〉
の
流
出

竺
僊
梵
僊
〔
一
二
九
二
―
一
三
四
八
〕『
天
柱
集
』
に
「
把
我
無
言
爲
渠

説
」（『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
七
一
一
頁
）
と
い
う
句
が
あ
る
。「
我
」

の
（
完
全
な
る
無
造
作
の
）
沈
黙
・
真
空
化
に
よ
っ
て
〈
他
者
〉
は
到
来

し
、〈
渠
〉
は
語
り
出
す
、
と
い
う
よ
り
も
〈
渠
〉
が
〈
語
り
出
て
来

る
〉
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
、
そ
の
は
た
ら
き
を
禅
僧
は
、B

胸
襟
か

ら
の
流
出C

と
形
容
し
た
。

¡

惟
人
万
物
最
霊
、
在
心
為
志
、
発
言
為
詩
、
可
以
動
天
地
感
鬼

神
、
得
之
於
心
、
応
之
於
手
、
可
以
致
精
神
奪
造
化
、
皆
―自
―吾

―方
―寸
―中
―流
―出
、
非
剰
法
耳
、（
大
休
正
念
〔
一
二
一
五
―
一
二
八
九
〕

「
題
水
墨
梅
花
枕
屏
後
板
」、『
念
大
休
禅
師
語
録
』、『
大
日
本
仏
教
全

書
』、
二
四
九
頁
）

¡

―D
―襟
―流
―出
―、
―盖
―天
―盖
―地
、
不
在
苦
思
、
着
心
用
意
、
仏
祖
之

道
、
皆
如
斯
、（
竺
僊
梵
僊
「
襟
禅
人
」、『
天
柱
集
』、『
五
山
文
学
全

集
』
第
一
巻
、
二
十
七
頁
）

¡

縦
意
於
染
翰
者
、
揮
写
自
然
高
妙
、
雲
谷
得
意
落
筆
、
濃
処
如

近
、
淡
処
如
遠
、
遠
嶺
近
峯
、
雲
烟
出
没
者
、
雲
谷
皆
養
熟
之

於
其
胸
府
、
而
後
―自
―己
―胸
―襟
―流
―出
―、
―盖
―天
―盖
―地
、
実
是
非
従
門

而
入
者
、
紋
禅
宜
宝
惜
之
、（
E
之
慧
鳳
〔
一
四
一
四
―
一
四
六
三

頃
〕『
竹
居
清
事
』「
題
江
山
小
景
」、『
五
山
文
学
全
集
』
第
三
巻
、
四

十
四
頁
）

¡
分
取
融
峯
一
半
雲
懶
成
霖
雨
洒
天
津
竦
人
―流
―出
―胸
―襟
語
字
々
傳

芳
四
海
春
（
雪
村
友
梅
〔
一
二
九
〇
―
一
三
四
六
〕『
雪
村
和
尚
岷
峨

－ 15－



集
』「
寄
堅
山
首
座
」、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
五
四
八
頁
）

¡
凡
叢
林
宗
師
之
有
語
録
、
而
行
于
世
者
、
是
盡
―自
―性
―海
―之
―中
―、

―流
―出
―將
―來
―、
―蓋
―天
―蓋
―地
―去
―者
焉
（
景
徐
周
麟
〔
一
四
四
〇
―
一
五
一

八
〕『
翰
林
葫
蘆
集
』
第
七
卷
・
文
「
書
江
介
集
後
」、『
五
山
文
学
全
集
』

第
四
巻
、
三
七
七
頁
）

禅
籍
中
、
こ
の
よ
う
な
修
辞

レ
ト
リ
ッ
ク
は
枚
挙
に
遑
が
な
い19

。
こ
の
種
の
「
流

出
」
論
は
、
唐
・
巌
頭
全
H
〔
八
二
八
―
八
八
七
〕
が
、
師
弟
、
雪
峰
義

存
〔
八
二
二
―
九
〇
八
〕
に
対
し
て
提
唱
し
た
次
の
言
葉
、「
他
後
若
欲
播

揚
大
教
、
一
一
従
自
己
胸
襟
流
出
将
来
与
我
蓋
天
蓋
地
去
」
に
由
来
し

て
い
る
（『
五
灯
会
元
』
巻
七
・
雪
峰
義
存
章
な
ど
）。
道
元
『
正
法
眼
蔵
』

「
身
心
学
道
」（
思
想
大
系
本
、
上
、
七
七
頁
）
は
「
い
ま
こ
の
蓋
天
蓋
地

は
、
お
ぼ
え
ざ
る
こ
と
ば
の
ご
と
し
、
噴
地
の
一
声
の
ご
と
し
。
語
等

な
り
、
心
等
な
り
、
法
等
な
り
」
と
の
べ
、
そ
れ
を
思
わ
ず
言
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
の
よ
う
だ
と
説
明
す
る
。
ま
た
そ
れ
を
「
噴
地
の
一
声
」

と
も
言
う
が
、
大
慧
宗
杲
も
ま
た
、
巌
頭
の
語
を
「
万
世
の
規
式
」
と

称
揚
し
つ
つ
「
胸
襟
か
ら
の
流
出
」
を
「
噴
地
一
発
」
と
約
し
て
い
る

（『
大
慧
法
語
』「
示
曾
機
宜
叔
遅
」、『
大
正
蔵
』
四
七
、
九
〇
六
頁
中
）。「
噴
地

一
発
」
の
語
は
、『
虚
堂
和
尚
語
録
』
に
も
見
え
（『
大
正
蔵
』
四
七
、
巻

九
・
一
〇
五
〇
頁
中
）、
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
虚
堂
録
犂
耕
』（
無
著
道

忠
〔
一
六
五
三
―
一
七
四
五
〕
撰
、
基
本
典
籍
叢
刊
上
・
下
、
禅
文
化
研
究
所
）

に
は
、「
忠
曰
、
噴
地
ハ
猶
レ

言
二ン
カ
G
地
ト一
、
言
フ二
波
豆
ハ

ツ

ト一
声
ナ
リ
、
謂
フレ
悟

ヲ
也
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
意
図
や
思
考
を
媒

介
し
な
い
（
そ
の
よ
う
な
も
の
の
完
全
に
消
失
し
た
）、「
は
っ
」
と
い
う
声

を
思
わ
ず
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
自
己
意
識
（「
我
」）
の
変
化
、〈
他

者
〉
の
到
来
、
世
界
が
い
ま
ま
さ
に
分
節
化
さ
れ
た
と
い
う
感
覚
に
内

証
さ
れ
て
い
る20

。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

胸
襟
か
ら
流
出
す
る
と
い
う
形
容
が
、
た
だ
何
も
考
え
ず
に
思
っ
た
こ

と
を
口
に
す
る
と
い
う
実
践
の
既
定
を
導
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
禅
僧
の
言
葉
の
中
に
は
、「
自
然
」
と
い

う
辞
項
、
或
い
は
そ
れ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
表
現
が
濫
用
さ
れ
て
い
る
の

は
間
違
い
な
い
。
例
え
ば
、『
中
華
若
木
詩
抄
』
の
評
語
の
中
に
は
「
梅

ヲ
惜
シ
ム
心
ヲ
、―思
―ヒ
―ノ
―マ
―ヽ
ニ
作
リ
出
ス
也
」（
新
大
系
本
、
83
）、「
―何

―ノ
―手
―間
―モ
―入
―ラ
―ズ
妙
ニ
作
ラ
レ
タ
ゾ
」（
126
）、「
―造
―作
―モ
―ナ
―ク
作
リ
タ

也
。
妙
也
。
種
々
マ
ワ
イ
タ
吟
ナ
ク
シ
テ
、
―ソ
―ノ
―マ
―ヽ
ニ
テ
妙
ナ
ル
ゾ
」

（
139
）
な
ど
の
言
葉
も
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
禅
僧
は
、「
我
」
と
い
うB

作
ら
れ
た
も
のC

を
経
由
し

な
い
、〈
創
造
〉
自
ら
に
よ
る
〈
創
造
〉
と
い
う
無
媒
介
的
発
話
に
与

る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
単

に
日
常
語
を
何
も
考
え
ず
に
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
し
、

貧
し
い
語
彙
を
そ
の
ま
ま
剥
き
出
し
に
す
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
〈
言
う
と
い
う
行
為
〉
が
自
己
意
識
に
対
し
て
外
在
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
気
づ
き
の
経
験
が
日
常
生
活
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
前
景

化
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、〈
言
う
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こ
と
〉
が
「
我
」
の
権
能
で
は
な
く
、〈
渠
〉
の
権
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、B
う
ま
く
言
え
な
いC

と
い
う
自
己
所
有
化
の
不
可
能
性
の

中
に
口
を
噤
む
経
験
、
或
い
は
人
と
し
て
の
可
能
事
の
涯
で
呻
吟
さ
ま
よ

う
経

験
の
中
に
初
め
て
到
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
ん
と
も
し

が
た
い
無
能
さ
を
通
し
て
の
み
〈
詩
作
〉
は
生
起
し
う
る
の
だ
が
、
日

常
生
活
は
そ
の
よ
う
な
「
我
」
の
無
能
さ
を
む
し
ろ
忘
却
さ
せ
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
詩
を
詠
む
権
能
、
或
い
は
詩
そ
の
も
の
〉

の
到
来
の
た
め
に
は
、「
我
」
と
〈
他
者
〉
と
の
不
均
衡
を
維
持
し
て

お
く
こ
と
が
絶
対
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。「
我
」
に
お
け
る
〈
他

者
〉
の
〈
流
出
〉
と
い
う
均
衡
化
は
決
し
て
不
均
衡
性
の
精
算
の
上
に

成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
不
均
衡
でヽ
あヽ
るヽ
がヽ
ゆヽ
えヽ
にヽ
均
衡
化
す
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
均
衡
化
は
逆
説
的
に
不
均
衡
状
態
（「
我
」

と
〈
渠
〉
と
の
分
裂
）

―
何
と
も
言
え
な
い
感
じ
＝
「
妙
」

―
を
剥

き
出
し
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る21

。
流
出
し
た
他
者
は
も
は
や

〈
他
者
〉
で
は
な
い
が
、
人ヽ
をヽ
惹ヽ
きヽ
つヽ
けヽ
てヽ
やヽ
まヽ
なヽ
いヽ
〈
力ヽ
＝
空ヽ
虚ヽ
＝
妙ヽ
〉

が
そ
こ
に
は
胎
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
見
え
な
い
も
の
を
見
る
眼
、

聞
こ
え
な
い
も
の
を
聞
く
耳
を
以
て
、〈
無
言
の
詩
〉
を
紡
ぎ
続
け
る

〈
力
〉、
日
常
を
全
く
異
質
な
世
界
へ
と
書ヽ
きヽ
換ヽ
えヽ
るヽ
〈
力
〉
が
そ
こ
か

ら
淀
み
な
く
流
れ
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
わ
れ
わ
れ
は
既
に
そ
の
可
感

的
な
〈
力
〉
を
さ
ま
ざ
ま
芸
術
形
式

―
文
学
・
音
楽
・
絵
画
・
映
画
・
演
劇
、

さ
ら
に
は
ス
ポ
ー
ツ

―
を
通
し
て
経
験
し
て
い
る
は
ず
だ
）。
そ
の
点
に
お

い
て
、
禅
僧
に
と
っ
て
の
詩
作
と
は
、
仮
に
、
日
常
語
を
語
る
よ
う
な

流
暢
性
へ
の
志
向
性
を
持
っ
て
い
た
、
と
言
い
得
る
の
だ
と
し
て
も
、

決
し
て
日
常
語
を
以
て
た
だ
思
っ
た
こ
と
を
詩
に
詠
む
こ
と
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
冒
頭
に
引
い
た
よ
う
に
、
虎
関
師
錬
は
「
若
し
其
の
悟
る
者

な
ら
ば
、
千
言
万
語
も
弊
え
無
し
。
其
の
悟
ら
ざ
る
者
な
ら
ば
、
纔
に

唇
吻
を
啓
け
ば
即
ち
錯
ま
る
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
至
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
「
纔
に
唇
吻
を
啓
け
ば
即
ち
錯
ま
る
」、
だヽ
かヽ
らヽ
こヽ
そヽ
、「
千
言
万
語

も
弊
え
無
し
」
な
の
だ
、
と
。
勿
論
、
こ
れ
は
「
纔
に
唇
吻
を
啓
け
ば

即
ち
錯
ま
る
」
主
体
（
＝
「
我
」）
か
ら
「
千
言
万
語
も
弊
え
無
し
」
の

主
体
（
＝
〈
渠
〉）
へ
と
そ
の
あ
り
よ
う
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

決
し
て
な
い
。「
我
」
は
〈
渠
〉
で
は
な
い
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
知
の

原
初
的
作
用
が
〈
分
解
不
可
能
な
他
者
〉
を
分
解
す
る
＝
分
か
る
と
い

う
契
機
を
と
も
な
っ
て
い
る
限
り
、「
我
」
は
産
出
さ
れ
続
け
る
。
能

産
者
（〈
渠
〉）
と
所
産
者
（「
我
」）
は
併
走
し
な
が
ら
生
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
「
言
語
に
真
実
は
な
い
。
真
実
が
な
い
と
い
う
こ
と
が

真
の
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
言
表
を
振
り
返
っ
て
言
え
ば
、〈
真
実
〉

は
、
言
語
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る

意
味
で
も
発
話
さ
れ
た
言
表
は
〈
真
正
〉
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

〈
発
話
す
る
と
い
う
権
能
〉
の
〈
真
正
性
〉、
世
界
＝
「
我
」
が
〈
立
ち

現
れ
る
〉
と
い
う
〈
創
造
〉
の
〈
真
正
性
〉
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
禅

僧
の
発
話
内
容
が
真
理
値
を
担
っ
て
い
な
い
の
は
言
う
を
俟
た
な
い
が
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（
真
で
あ
る
と
か
偽
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
構
成
の
内
に
は
な
い
）、
と
は
い
え
、

そ
れ
は
、
真
理
な
ど
存
在
し
な
い
と
哄
笑
し
て
み
せ
る
よ
う
な
虚
無
主

義
と
も
、
真
理
は
複
数
あ
る
と
居
直
っ
て
み
せ
る
相
対
主
義
と
も
隔
絶

し
て
い
る
。
確
か
な
こ
と
は
、〈
非
主
体
的
な
渠
＝
心
＝
真
実
〉
に
よ

る
〈
真
実
＝
生
起
＝
語
り
〉
は
必
ずB

語
ら
れ
た
こ
とC

と
し
て
結
晶

す
る
が
、
そ
の
虚
構
（
空
虚
な
構
造
）
の
内
に
こ
そ
〈
渠
＝
心
＝
真
実
〉

が
幽
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
千
言
万
語
も
弊

え
無
し
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
悟
者
＝
心
＝
真
実
〉
は
、
い
か
な
る
主

体
の
内
に
も
、
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
の
内
に
も
秘
匿
的
に
遍
在
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
の
み
不
在
と
し
て
現
前
し
う
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、〈
渠
＝
心
〉
は
、
言
語
／
世
界
／
自
己
意
識
（「
我
」）

を
産
出
す
る
能
産
的
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
一
方
で
、「
我
」
に
対

し
て
は
全
く
受
動
的
な
存
在
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。〈
心
＝
創
造
〉
そ

れ
自
体
が
単
独
で
何
か
を
創
造
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
作
ら

れ
た
も
の
が
そ
れ
自
体
で
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。〈
渠
＝
心
〉

は
、「
我
」
／
言
語
と
い
う
素
材
の
変
形
、
変
身
に
よ
っ
て
の
み
到
来

を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
我
」
／
言
語
は
〈
渠
＝
心
〉

に
遅
れ
て
い
る
が
、〈
渠
＝
心
〉
も
ま
た
「
我
」
／
言
語
に
遅
れ
て
い

る
の
で
あ
る22

。
相
互
が
相
互
を
前
提
と
し
な
が
ら
一
つ
で
あ
り
ま
た
二

つ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
可
能
な
関
係
性
の
中
で
主
体
は
不
断

的
に
変
成
さ
れ
続
け
て
い
る
の
だ
が
、
も
し
人
が
主
体
の
あ
り
か
た
に

介
入
で
き
る
余
地
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
〈
匿
名
の
、
非
人

称
的
な
他
者
〉
を
意
味
に
よ
っ
て
充
填
・
占
有
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た

反
対
に
忘
却
す
る
こ
と
も
な
く
、
創ヽ
造ヽ
的ヽ
にヽ
生ヽ
きヽ
るヽ
（
発
話
・
行
為
す
る
）

限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
何ヽ
もヽ
創ヽ
造ヽ
しヽ
なヽ
いヽ
こ
と
に

あ
ず
か
る
。
人
は
何
も
創
造
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
〈
創
造
〉

に
与
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
多
聞
」
と
い
う
行
為
（
人
）
を
通

し
て
〈
他
者
〉
を
迎
え
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
言
語
・
行
為
に

お
い
て
流
出
さ
せ
る
過
程
と
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た23

。

詩
人
が
詩
作
に
お
い
て
重
き
を
置
い
て
い
た
の
は
、
そ
の
肉
眼
に
見

え
る
も
の
を
い
か
に
精
確
に
描
写
す
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、〈
未

だ
眼
に
見
え
ぬ
も
の
〉
がB

眼
に
見
え
る
も
のC

へ
と
変
身
し
つ
つ
あ

る
ま
さ
に
そ
の
現
場
に
お
い
て
〈
生
起
そ
の
も
の
〉
に
言
葉
を
預
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
かヽ
たヽ
ちヽ
へ
と
変
身
す
る
か
を
（〈
渾

身
〉
を
も
っ
て
、
没
頭
的
に
、
そ
れ
ゆ
え
そ
う
と
は
知
ら
ぬ
ま
に
、
い
つ
の
ま
に

か
）
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、「
我
」
が
そ
の
プ

ロ
セ
ス
に
（
関
与
し
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
）
関
与
し
て
い
る
の
は
疑
い
な

い
が
（「
我
」
な
く
し
て
〈
詩
作
〉
の
み
が
到
来
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
）、
そ

れ
は
も
は
や
詩
の
主
権
者
と
し
て
で
は
な
く
、
無
能
性
の
極
点
に
お
い

て
そ
の
か
た
ち
を
抹
消
さ
れ
、〈
他
者
〉
の
流
出
が
間
断
な
く
遂
行
さ

れ
る
よ
う
な
空
虚
な
場
所
と
し
て
で
あ
っ
た24

。
そ
の
こ
と
を
禅
僧
は
自

ら
の
体
験
を
通
し
て
知
っ
て
い
た
。
そ
の
過
程
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の

は
、〈
渠
〉
と
完
全
に
隔
絶
し
た
「
我
」
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
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と
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
人
は
も
っ
ぱ
ら
「
我
」
で
あ
る
こ
と
も
、
も
っ

ぱ
ら
〈
渠
〉
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
い
か
な
る
主
体

も
絶
え
ず
空
虚
へ
と
再
帰
し
続
け
て
い
く
よ
う
な
識
別
不
可
能
で
曖
昧

な
、〈
混
淆
的
＝
雑
種
的
＝
中
間
的
＝
過
渡
的
〉
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
渠
＝
他
者
〉
の
「
我
」
へ
の
変
身
の
連

鎖
、
そ
の
終
局
な
き
不
断
の
〈
自
他
創
造
〉
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
禅
僧
は

「
学
」
と
呼
び
、「
修
行
」
と
名
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
Ａ
・
ラ
ン
ボ
ー
〔
一
八
五
四
―
一
八
九
一
〕
は
「
私
と
は
一
個

の
他
者
な
の
で
す
」
と
述
べ
、「
私
は
考
え
る
、
と
言
う
の
は
誤
り
で

す
。
ひ
と
が
私
を
考
え
る
、
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
」（『
ラ
ン
ボ
ー
全
詩

集
』
ち
く
ま
文
庫
本
、
四
四
八
頁
）
と
述
べ
た
。
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
〔
一
九

二
五
―
一
九
九
五
〕
は
、「
文
学
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
〈
私
〉
と
言
う
能

力
を
奪
い
取
る
よ
う
な
第
三
の
人
称
（
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
言
う
「
中
性
的
な
る

も
の
」）
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
ま
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
始
ま
る
」

（『
批
評
と
臨
床
』
河
出
書
房
新
社
、
一
四
頁
）
と
述
べ
た
。
禅
僧
も
ま

た
そ
の
よ
う
な
内
な
る
〈
他
者
〉
へ
と
そ
の
視
線
を
送
り
続
け
た
。
そ

れ
は
彼
ら
の
中
で
〈
他
者
〉
が
〈
語
る
こ
と
〉、〈
詩
人
〉
と
し
て
〈
生

き
る
こ
と
〉、
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

詩
を
詠
む
の
は
誰
か
。
答
え
は
出
な
い
。
詩
を
詠
む
の
は
〈
誰
か
〉。

註
１

「
我
」
は
「
我
」
と
い
う
閉
じ
た
世
界
か
ら
は
出
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
本
源

的
に
孤
独
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
孤
独
性
さ
え
も
が
〈
渠
〉
の

孤
独
＝
唯
一
性
を
模
し
た
擬
似
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
を
払

っ
て
お
き
た
い
。

２

〈
他
者
〉
に
つ
い
て
思
考
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
〔
一
九
〇
六

―
一
九
九
五
〕
の
「
他
者
」
に
対
す
る
構
え
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
／
合
田
正
人
訳
『
存
在
の
彼
方
へ
』（
講
談
社
）
参
照
。
た
だ
し
、
本
稿
が
必

ず
し
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
全
面
的
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
も
併
せ
て
注
意
し
て
お
く
。

３
　
仏
教
の
言
語
理
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
禅
に
お
い
て
〈
コ
ト
バ
〉
と
は
何
か
―

〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
を
可
能
に
す
る
地
平
―
」（『
日
本
研
究
』〈
広
島
大
学
〉
二
一
、

二
〇
〇
八
・
三
）、「〈
活
句
〉
考
―
（
中
世
）
禅
林
詩
学
に
お
け
る
方
法
論
的
公
準

の
不
／
可
能
性
―
」（『
日
本
研
究
』
二
三
、
二
〇
一
〇
・
二
）
で
検
討
し
た
。

４
「
観
語
与
義
非
異
非
不
異
、
観
義
与
語
亦
復
如
是
」（『
楞
伽
経
』
巻
三
、『
大
正
蔵
』

十
六
、
五
〇
〇
頁
下
）。

５
　
平
野
宗
浄
『
禅
の
語
録
６
頓
悟
要
門
』筑
摩
書
房
、一
九
七
〇
・
三
、
二
〇
一
頁
。

６
　
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
五
十
三
・
梅
花
（
思
想
大
系
本
下
）
参
照
。「
老
梅
樹
の
忽

開
花
の
と
き
、
花
開
世
界
起
な
り
。
花
開
世
界
起
の
時
節
、
す
な
は
ち
春
到
な
り
」

（
一
二
二
―
三
頁
）、「
一
春
な
ほ
よ
く
「
万
物
」
を
「
咸
新
」
な
ら
し
む
、
万
法
を

「
元
正
」
な
ら
し
む
」（
一
二
七
頁
）、「
春
を
画
図
す
る
に
、
楊
梅
桃
李
を
画
す
べ
か
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ら
ず
。
ま
さ
に
春
を
画
す
べ
し
。
楊
梅
桃
李
を
画
す
る
は
楊
梅
桃
李
を
画
す
る
な
り
、

い
ま
だ
春
を
画
せ
る
に
あ
ら
ず
。
春
は
画
せ
ざ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」（
一
二
九
頁
）。

７
「
石
門
文
字
禅
原
序
」（『
禅
門
逸
書
』
初
編
・
第
四
冊
）。

８
『
宗
鏡
録
』
巻
六
十
一
、『
大
正
蔵
』
四
十
八
、
七
六
四
頁
中
。

９
　
例
の
、
Ｌ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
〔
一
八
八
九
―
一
九
五
一
〕
の
言
葉
を
想

起
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
人
は
規
則
に
「
私
的
に
」
従
う
事
は
出
来
な
い
」（『
哲

学
的
探
求
』
二
〇
二
節
、
黒
崎
宏
訳
・
解
説
『『
哲
学
的
探
求
』
読
解
』
産
業
図
書
）、

「
私
が
規
則
に
従
う
と
き
、
私
は
選
択
を
し
な
い
。
私
は
規
則
に
盲
目
的
に
従
う
の

で
あ
る
」（
同
二
一
九
節
）
等
。

10

ち
な
み
に
、
金
春
禅
竹
に
お
い
て
は
〈
翁
〉
と
い
う
呼
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

禅
竹
に
お
い
て
〈
翁
〉
と
は
、「
在
々
所
々
ニ
於
キ
テ
示
現
垂
迹
シ
給
フ
ト
イ
エ
ド

モ
、
迷
イ
ノ
眼
ニ
見
タ
テ
マ
ツ
ラ
ズ
、
愚
カ
ナ
ル
心
ニ
覚
知
セ
ズ
」（『
明
宿
集
』、

日
本
思
想
大
系
本
、
四
〇
〇
頁
）、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

11

川
合
康
三
「
詩
は
世
界
を
創
る
か
―
中
唐
に
お
け
る
詩
と
造
物
―
」（『
終
南
山
の

変
容
―
中
唐
文
学
論
集
―
』
研
文
出
版
、
一
九
九
九
・
十
）、
山
本
和
義
『
詩
人
と

造
物
―
蘇
軾
論
考
―
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
・
十
）
参
照
。

12

「
馬
祖
大
師
云
、
汝
若
欲
識
心
、
F
今
語
言
、
即
是
汝
心
、
喚
此
心
作
佛
、
亦
是

実
相
法
身
仏
、
亦
名
為
道
」（『
宗
鏡
録
』
巻
十
四
、『
大
正
蔵
』
四
十
八
、
四
九
二

頁
上
）。

13

『
重
力
と
恩
寵
』〔
ち
く
ま
学
芸
文
庫
本
〕、
田
辺
保
の
訳
注
に
よ
る
と
、「〈
脱
創

造
〉（décréation

）
は
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
独
自
な
造
語
で
あ
る
が
、
創
造

と
は
無
か
ら
有
が
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
ん
存
在
を
ゆ
る

さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
、
も
と
の
無
へ
と
帰
っ
て
行
く
動
き
を
こ

の
よ
う
に
名
づ
け
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
人
間
の
側
か
ら
み
る
と
き
、
創
造
と
は
、

神
か
ら
存
在
を
奪
い
と
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
創
造
さ
れ
た
性
質
（
被
造
性
）

を
ぬ
ぎ
捨
て
て
、
完
全
な
無
を
指
向
す
る
こ
と
が
〈
脱
創
造
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

（
七
一
頁
）。

14

ヴ
ェ
イ
ユ
に
つ
い
て
は
近
く
今
村
純
子
に
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
。
今
村
純
子

『
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
詩
学
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
・
六
）
参

照
。
同
書
第
５
章
に
よ
る
と
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
大
拙
の
『
禅
仏
教
論
集
』
を
英
文
で
読

ん
で
い
た
ら
し
い
。

15

Ｇ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
『
中
味
の
な
い
人
間
』（
岡
田
温
司
・
岡
部
宗
吉
・
多
賀
健

太
郎
訳
、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
二
・
十
一
）
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。「
芸
術
家
は
中
味
の
な
い
人
間
で
あ
る
。
彼
は
表
現
の
無
の
う
え
に
永
久
に
顕

現
す
る
こ
と
以
外
に
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
も
た
な
い
し
、
自
分
自
身
の
此
岸

で
こ
の
よ
う
に
不
可
解
な
姿
勢
で
い
る
こ
と
以
外
に
は
実
質
を
も
た
な
い
」（
八
一

頁
）。
ま
た
、『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
残
り
の
も
の
―
ア
ル
シ
ー
ヴ
と
証
人
』（
上

村
忠
男
・
廣
石
正
和
訳
、月
曜
社
、二
〇
〇
一
・
九
）に
お
い
て
、「
人ヽ
間ヽ
とヽ
はヽ
非ヽ
人ヽ

間ヽ
でヽ
あヽ
りヽ
、
人ヽ
間ヽ
性ヽ
がヽ
完ヽ
全ヽ
にヽ
破ヽ
壊ヽ
さヽ
れヽ
たヽ
者ヽ
こヽ
そヽ
はヽ
真ヽ
にヽ
人ヽ
間ヽ
的ヽ
でヽ
あヽ
るヽ
」（
一
八

二
頁
、
傍
点
原
文
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
や
、「
人
間
と
は
中
心
に
あ
る
閾
で

あ
り
、
そ
の
閾
を
人
間
的
な
も
の
の
流
れ
と
非
人
間
的
な
も
の
の
流
れ
、
主
体
化
の

流
れ
と
脱
主
体
化
の
流
れ
、
生
物
学
的
な
生
を
生
き
て
い
る
存
在
が
言
葉
を
話
す
存

在
に
な
る
流
れ
と
言
葉
ロ
ゴ
ス

が
生
物
学
的
な
生
を
生
き
て
い
る
存
在
に
な
る
流
れ
が
た
え

ず
通
過
す
る
。
こ
れ
ら
の
流
れ
は
、
外
延
を
同
じ
く
す
る
が
、
一
致
す
る
こ
と
は
な
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い
。
そ
し
て
、
両
者
の
不
一
致
、
両
者
を
分
割
す
る
こ
の
う
え
な
く
細
い
分
水
嶺
こ

そ
が
、
証
言
の
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（
一
八
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る

こ
と
な
ど
は
、
多
く
の
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

16

夢
窓
疎
石
の
歌
に
も
こ
う
あ
る
、「
さ
ま
さ
ま
に
と
け
と
も
と
か
ぬ
こ
と
の
は
を

き
か
す
し
て
き
く
ひ
と
そ
す
く
な
き
」（『
新
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
七
、「
世
尊
不

説
之
説
、
迦
葉
不
聞
之
聞
と
い
へ
る
心
を
」）。

17

『
明
恵
上
人
伝
記
』
上
（
岩
波
文
庫
本
、
一
五
八
頁
）。

18

『
六
祖
壇
経
』
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
五
解
脱
知
見
香
、
自
心
既
無
所
攀
縁
善

悪
、
不
可
沈
空
守
寂
、
即
―須
―広
―学
―多
―聞
、
識
自
本
心
、
達
諸
仏
理
、
言
満
天
下
無
口

過
、
行
満
天
下
無
怨
悪
、
和
光
接
物
、
無
我
無
人
、
直
至
菩
提
、
真
性
不
易
、
名
解

脱
知
見
香
」（
中
川
孝
『
禅
の
語
録
４
　
六
祖
壇
経
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
・
二
、

七
五
頁
）。
こ
れ
は
法
身
の
は
た
ら
き
を
香
に
喩
え
て
五
種
に
分
類
し
た
も
の
の
第

五
、
解
脱
知
見
香
の
説
明
で
あ
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
善
悪
な
ど
の
二
分
法
的

思
考
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
空
寂
を
守
る
こ
と
で
は
な
く
、
必
ず

「
広
学
多
聞
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
上
掲
書
注
釈
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
言
天
下
…
無
怨
悪
」
の
く
だ
り
は
、『
孝
経
』
郷
大
夫
章
か
ら

の
引
用
で
あ
り
、『
慧
忠
国
師
語
録
』
に
は
「
云
何
が
無
説
の
説
な
る
。
師
曰
く
、

言
天
下
に
満
ち
て
、
口
過
無
し
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
広
学
多
聞
」
で
あ
れ
ば
こ

そ
、「
説
わ
ず
し
て
説
う
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

後
代
で
は
芭
蕉
も
ま
た
「
聞
く
こ
と
」
を
詩
作
の
重
要
な
条
件
の
一
つ
に
置
い
て
き

た
と
い
う
。
夏
見
知
章
「
芭
蕉
に
お
け
る
「
聞
く
こ
と
」
の
指
導
に
つ
い
て
―
蕉
風

連
衆
の
性
格
―
」（『
武
庫
川
女
子
大
学
紀
要
〈
人
文
科
学
編
〉』
一
七
、
一
九
六
九
）

参
照
。

19

或
い
は
、
心
敬
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
に
も
「
堪
能
の
人
の
句
は
、
心
と
ら
け
て
胸
よ

り
出
づ
る
故
に
、
時
も
う
つ
り
日
も
暮
れ
て
侍
る
に
や
。
不
堪
の
人
の
句
は
、
舌
の

上
よ
り
出
で
ぬ
る
故
に
片
時
な
る
ら
む
。
劫
は
入
り
て
耳
は
な
き
故
に
、
達
者
に
の

み
な
る
人
お
ほ
し
と
な
り
」（
大
系
本
、
一
四
一
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
胸
」

と
「
舌
」
と
の
対
比
は
、
南
宋
・
葛
天
民
の
詩
句
「
趙
州
禅
在
口
皮
辺
／
淵
明
詩
写

胸
中
妙
」（
寄
楊
誠
斎
）
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
葛
天
民
、
字
無
懐
は
禅

門
に
入
っ
て
、
朴
翁
義
銛
と
称
し
、
径
山
の
書
記
に
上
っ
た
が
還
俗
し
て
西
湖
の
畔

に
庵
居
し
、
詩
作
に
耽
っ
た
と
い
う
。『
無
懐
小
集
』（
陳
起
編
『
南
宋
群
賢
小
集
』

所
収
）
が
あ
る
。

20

世
阿
弥
〔
一
三
六
三
―
一
四
四
三
〕
の
『
花
鏡
』
に
も
「
面
白
き
位
よ
り
上
に
、

心
に
も
覚
え
ず
「
あ
つ
」
と
云
重
あ
る
べ
し
。
是
は
感
な
り
。
こ
れ
は
、
心
に
も
覚

え
ね
ば
、
面
白
し
と
だ
に
思
は
ぬ
感
な
り
」（
日
本
思
想
大
系
本
、
九
五
頁
）
と

あ
る
。

21

自
己
が
自
己
と
も
う
一
人
の
存
在
者
へ
と
分
裂
す
る
瞬
間
、
こ
の
分
裂
に
こ
そ
、

非
＝
時
間
的
／
非
＝
空
間
的
共
同
性
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
ま
た
、
中
世
に
お
け

る
座
の
文
芸
の
展
開
は
、
理
論
的
に
は
こ
こ
か
ら
開
始
さ
れ
る
。
共
同
性
と
は
、
分

裂
し
た
個
を
統
合
す
る
も
の
で
は
な
く
（
個
と
個
の
溝
を
埋
め
立
て
る
こ
と
で
は
な

く
）、
分
裂
そ
れ
自
体
の
中
に
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
不
可

能
な
は
ず
の
自
我
と
他
我
（
自
我
の
鏡
像
）
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
し

て
い
る
の
は
、
自
我
も
他
我
も
〈
他
者
〉
の
分
解
作
用
か
ら
生
ま
れ
た
双
生
児
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
〈
他
者
〉
と
い
う
一
元
的
地
平
の
上
で
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そ
の
〈
覚
醒
〉
に
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
開
か
れ
た
身
体
に
は
、
非
＝

時
間
的
、
非
＝
空
間
的
に
反
響
し
た
声
（
さ
ら
に
そ
の
反
響
）
が
、
無
限
の
過
去
以

来
の
言
語
連
鎖
が
、
非
＝
現
前
的
か
つ
非
＝
人
称
的
な
他
者
の
群
れ
／
群
れ
と
い
う

他
者
が
蠢
い
て
い
る
。
中
世
人
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
透
視
し
た
か
。「
我
仏
所

以
応
物
之
心
一
也
、
然
則
衆
人
之
心
我
心
也
、
我
仏
之
心
又
我
心
也
」（
虎
関
『
済

北
集
』
巻
七
「
善
光
寺
飛
柱
記
」、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
一
〇
六
頁
）。「
杜

牧
阿
房
宮
賦
ニ
一
人
之
心
千
万
人
之
心
也
ト
カ
云
イ
タ
ル
語
ヲ
踏
マ
エ
テ
作
タ
ル

ゾ
」（『
中
華
若
木
詩
抄
』、
新
大
系
本
、
159
・
施
肩
吾
「
観
舞
女
」
詩
「
買
咲
未
知

誰
是
主
／
万
人
心
逐
一
人
移
」
句
に
関
す
る
評
）。
ま
た
、『
老
子
』
の
「
聖
人
は
常

に
無
心
に
し
て
、
百
姓
の
心
を
以
て
心
と
為
す
」（
第
四
十
九
章
、
岩
波
文
庫
本
、

二
二
三
頁
）
の
句
と
と
も
に
言
う
、「
聖
人
に
は
心
な
し
、
人
の
心
を
心
と
す
。
聖

人
に
は
言
葉
な
し
、
人
の
言
葉
を
言
葉
と
す
」（
心
敬
『
さ
ゝ
め
ご
と
』、
大
系
本
、

二
〇
一
頁
）。

な
お
一
点
附
言
し
て
お
く
と
、
詩
人
／
禅
僧
は
、
こ
の
非
現
前
的
な
〈
共
同
性
＝

他
者
性
〉
を
、
胸
中
の
万
巻
の
書
、
と
い
う
類
比
に
よ
っ
て
示
唆
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
費
袞
『
梁
渓
漫
志
』
巻
七
「
作
詩
押
韻
」
に
「
蓋
其
胸
中
有
数
万
巻

書
、
左
抽
右
取
、
皆
出
自
然
」（『
宋
元
人
説
部
叢
書
』
上
冊
）
と
あ
り
、『
鶴
林
玉

露
』
人
集
巻
六
「
文
章
性
理
」
に
「
凡
作
文
章
、
須
要
胸
中
有
万
巻
書
為
之
根
柢
、

自
然
雄
渾
有
筋
骨
、
精
明
有
氣
魄
、
深
醇
有
意
味
、
可
以
追
古
作
者
」（
同
上
）
と

あ
り
、
天
境
霊
致
『
無
規
矩
』
坤
「
夢
岩
蔵
主
住
東
福
諸
山
疏
」
に
、
夢
巌
祖
応
の

博
覧
強
記
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
「
大
蔵
五
千
軸
経
巻
、
記
在
胸
中
」（『
五
山
文
学

新
集
』
第
三
巻
、
一
五
六
頁
）
と
あ
る
如
く
で
あ
る
。
胸
中
に
あ
る
の
は
、
端
的
に

〈
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
〉
で
あ
る
こ
と
が
言
表
化
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
の
テ
ク

ス
ト
と
は
、
有
形
的
・
可
視
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
以
前
と
い
う

べ
き
非
テ
ク
ス
ト
的
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
〈
非
テ
ク
ス
ト
性
〉
が
、

自
ら
の
姿
を
抹
消
さ
せ
つ
つ〈
外
〉に
韜
晦
し
、
そ
の
場
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
た
ち

で
、テ
ク
ス
ト
内
に
可
感
的
に
応
現
し
た
も
の
こ
そ
が（
つ
ま
り
胸
中
か
ら
そヽ
のヽ

まヽ
まヽ
「
流
出
」
し
た
も
の
こ
そ
が
）、
彼
ら
に
と
っ
て
の
至
上
の
詩
で
あ
っ
た
（
た

と
え
そ
れ
が
不
可
能
な
仕
儀
で
あ
る
と
し
て
も
）。
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「
大
い
な
る
哉
、
心
や
。
…
そ
れ
太
虚
か
、
そ
れ
元
気
か
、
心
は
す
な
わ
ち
太
虚

を
包
ん
で
、
元
気
を
孕
む
も
の
な
り
。
天
地
は
―我
―れ
―を
―待
―つ
―て
覆
載
し
、
日
月
は
―我

―れ
―を
―待
―つ
―て
運
行
し
、
四
時
は
―我
―れ
―を
―待
―つ
―て
変
化
し
、
万
物
は
―我
―れ
―を
―待
―つ
―て
発
生

す
。
大
い
な
る
哉
、
心
や
。
吾
れ
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
、
強
ひ
て
こ
れ
に
名
づ
く
」

（
栄
西
〔
一
一
四
一
―
一
二
一
五
〕『
興
禅
護
国
論
』
序
、
思
想
大
系
、
八
頁
、
傍
線

筆
者
）。

23

そ
の
流
出
さ
れ
た
も
の
と
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
地
の
文
を
欠
い
た

文
章
、
つ
ま
り
、〈
外
部
の
テ
ク
ス
ト
〉
の
引
用
（
内
化
）〔
裁
断
＝
縫
合
の
無
限
反

復
〕
か
ら
の
み
構
成
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
か
の
よ
う
な
相
貌
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
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「
話
す
主
体
は
も
は
や
言
説
の
責
任
者
（
つ
ま
り
そ
の
言
説
を
支
え
、
そ
の
中
に

お
い
て
明
言
し
か
つ
判
断
し
、
と
き
に
は
こ
の
目
的
の
た
め
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
一

個
の
文
法
形
態
の
も
と
に
自
己
を
表
明
す
る
人
）
で
あ
る
よ
り
は
、
非
存
在
、
そ
の

空
虚
の
中
に
お
い
て
言
語
の
無
際
限
な
溢
出
が
休
み
な
く
遂
行
さ
れ
る
非
存
在
な
の

で
あ
る
」（
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
／
豊
崎
光
一
訳
『
外
の
思
考
』
朝
日
出
版
社
、
一
四
頁
）。
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こ
れ
は
フ
ー
コ
ー
〔
一
九
二
六
―
一
九
八
四
〕
が
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
論
の
中
で
述
べ
た

文
章
の
一
節
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
併
せ
て
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
〔
一
九
〇
七
―
二
〇
〇
三
〕

が
「
彼
」（
＝
中
性
的
な
る
も
の
）
と
呼
ん
だ
も
の
に
対
し
て
も
持
続
的
な
注
意
を

払
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
／
郷
原
佳
以
訳
「
語
り
の
声

（「
彼
」、
中
性
的
な
も
の
）」（『
ブ
ラ
ン
シ
ョ
生
誕
100
年
―
つ
ぎ
の
百
年
の
文
学
の
た

め
に
〈
現
代
詩
手
帖
特
集
版
ブ
ラ
ン
シ
ョ2008

〉』
思
潮
社
、
二
〇
〇
八
・
七
）。
併

せ
て
、
郷
原
佳
以
「
非
人
称
性
の
在
処

―
解
題
」（
同
上
）
参
照
。
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