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序

文
学
史
を
叙
述
・
編
纂
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
行
為
は
一
般
に
、

文
学
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
自
体
の
通
時
的
（
歴
史
的
）
な

自
己
生
成
過
程
を
記
述
す
る
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
選
ば
れ
た
作
者
或

い
は
作
品
（
或
い
は
そ
れ
ら
の
配
置
さ
れ
た
時
間
・
空
間
）
の
名
前
を

検
索
項
目

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

と
す
る
系
統
的
型
録
カ
タ
ロ
グ

を
製
作
す
る
こ
と
に
傾
き
、
か
つ
そ
れ

を
典
例

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
す
る
（
そ
の
よ
う
な
文
学
史
は
、
一
般
に
学
校
教
育
機
関
の
社
会
的

権
威
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
か
つ
ま
た
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
社
会
的
権
威
を
構
成

す
る
）。
こ
の
よ
う
な
、
特
定
の
名
前
の
再
認
制
度
と
し
て
の
文
学
史
が

再
／
生
産
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
中
に
居
場
所
を
確

保
で
き
な
か
っ
た
主
体
群
の
存
在
は
尽
く
看
過
＝
遺
棄
さ
れ
る
の
が
常

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
現
存
す
る
資
料
体
に
名
前
・
発

話
内
容
を
記
録
し
な
か
っ
た
／
さ
れ
な
か
っ
た
、
或
い
は
物
質
的
に
保

存
す
る
意
味
も
価
値
も
利
益
も
な
い
―
―
駄
作
―
―
と
判
断
さ
れ
た
、

或
い
は
文
学
的
文
体
回
路
を
通
過
し
て
い
な
か
っ
た
、
な
ど
の
諸
事
情

に
よ
っ
て
鑑
賞
装
置
か
ら
退
場
さ
せ
ら
れ
た
無
名
・
匿
名
の
主
体
群
の

名
を
自
動
的
に
文
学
史
の
外
へ
と
廃
棄
・
抹
消
す
る
と
い
うA

排
除B

の
実
践
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
既
定
）
さ
れ
て
い
る
。

文
学
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
い
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
に
参
加
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
外
部
へ
と
放
擲
・
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
無
数

の
主
体
群
。
そ
の
よ
う
な
主
体
群
の
声
は
行
方
不
明
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ

に
は
届
い
て
い
な
い
が
、
彼
ら
は
そ
も
そ
も
歴
史
＝
過
去
の
外
部
に
存

在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
は
、
名
前
が
な
い
が
故
に
そ
の
存
在
を
意
識
す
る
こ
と
も
思

考
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
―
―
す
な
わ
ち
、
ア
ポ
リ
ア
と
し
て

の
み
現
前
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
―
―
（
非
）
存
在
で
し
か
な
い
。

歴
史
叙
述
に
お
け
る
正
統
的
方
法
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
実
証
主
義

は
、
ま
さ
に
こ
の
類
の
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
空
隙
を
推
測
・
想

像
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
埋
め
立
て
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
い
う
ま
さ
に
そ

、
、
、
、
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の
正
統
＝
正
当
な
規
律

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
よ
っ
て
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る

沈
黙
・
無
視
・
隠
蔽
・
忘
却
と
い
う
制
約
的
手
続
き
を
自
明
の
所
与
と

し
て
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
同
時
に
、
歴
史
の
淘
汰

を
免
れ
て
資
料
上
に
残
っ
た
名
前
を
極
端
な
ま
で
に
肥
大
化
さ
せ
て
い

く
こ
と
を
、
全
く
そ
の
自
然
な

、
、
、

振
る
舞
い
の
う
ち
に
反
復
す
る
こ
と
に

も
な
る
。
勿
論
、
排
除
さ
れ
た
主
体
群
の
声
を
復
元
す
る
こ
と
な
ど
も

と
よ
り
不
可
能
だ
し
、
そ
の
こ
と
に
い
か
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
を

問
い
直
す
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
そ
れ
が
紛
う
こ
と
な

く
過
去
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
語

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
、
と
い
う
歴
史
＝
過
去
の
忘

却
―
―
す
な
わ
ち
歴
史
＝
物
語
一
元
論
へ
の
機
械
的
還
元
―
―
に
居
直

っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
わ
け
で
も
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
忘
却
の
態
度

が
正
当
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
排
除
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
語
ら
れ
た
こ
と
と
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
の
境
界
を
あ
ぶ
り
出
し
、（
歴
史
＝
物
語
の
構
造
を
永
久
の
未
決
状
態
、
生

成
の
途
上
に
押
し
と
ど
め
つ
つ
）
そ
れ
を
暫
定
的
に

、
、
、
、

語
り
直
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
応
ず
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
下
に
本
稿
が
目
論
ん
で
い
る
の
は
、「
五
山
文
学
」
と

い
う
歴
史
＝
物
語
が
、
名
前
の
賛
美
と
貶
価
と
い
う
（
非
対
称
的
な
）
毀

誉
褒
貶
の
力
学
の
中
で
実
践
さ
れ
た
、
排
除
の
効
果
と
し
て
立
ち
現
れ

て
き
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
無
数
の
主

体
群
の
声
が
放
逐
さ
れ
る
こ
と
で
、
語
り
継
ぐ
べ
き
名
前
が
事
後
的
に

立
ち
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
照
射
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、「
五
山
文
学
の
母
体
」
と
呼
ば
れ
た
主
体
群

の
名
前
が
、
巧
／
拙
と
い
う
規
範
の
揺
れ
動
き
の
中
で
、
い
か
に
「
象

徴
闘
争
」（
力
関
係
の
配
置
を
変
更
・
転
覆
し
よ
う
と
す
る
、
或
い
は
保
守
し
よ

う
と
す
る
闘
争
）１

の
中
を
勝
ち
残
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。

２．
「
五
山
文
学
の
母
体
」

―
―
古
林
清
茂
と
金
剛
幢
下
―
―

全
て
の
歴
史
＝
物
語
に
始
ま
り
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
稿
の
主

題
で
あ
る
「
五
山
文
学
」
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
知
の
単
位
に

お
い
て
も
、「
始
ま
り
」「
起
源
」「
濫
觴
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
筋
書
き

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
起
源
」
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
視

座
＝
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
応
じ
て
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

り
う
る
だ
ろ
う
し
、
本
稿
に
よ
っ
て
「
五
山
文
学
」
の
正
当
な
「
起
源
」

な
る
も
の
が
措
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
だ

が
、
本
稿
が
試
み
る
の
は
、
歴
史
＝
物
語
の
恣
意
性
（
可
変
性
）
を
忘
却

し
な
い
た
め
に
、
歴
史
＝
物
語
の
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
巻
き
込
ま
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
統
的
＝
正
当
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て

い
る
歴
史
＝
物
語
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
つ
つ
、
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
体
現
し
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
と
い
う
も
の
を
、
散
居
的
な
群
が
線
分

化
さ
れ
、
こ
ち
ら
側
（
記
憶
・
記
録
さ
れ
る
も
の
）
と
向
こ
う
側
（
排
除
・

忘
却
さ
れ
る
も
の
）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
形
成
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

し
て
捉
え
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
過
程
で
生
起
し
た
一
つ
の
「
効

果
」
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
恣
意
的
な
視
線
を
本
質
化
・
自
然
化
し
他
の

線
分
性
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
と
い
う
可
能
的
な
傍
系
の
歴
史
記
述
を
無

視
・
忘
却
す
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
換
言
す
れ
ば
直
系
の
歴
史
記
述

を
特
権
化
し
て
い
く
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
批
判
的
に
捉
え
直
す
こ
と

こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
強
く
求
め
ら
れ
る
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
下
に
中
心
的
な
参
照
軸
と
す
る
の
は
、
玉
村
竹
二
〔1911

―2003

〕
が
一
連
の
著
作
の
中
で
述
べ
て
き
た
語
り
で
あ
る
。
玉
村
の

略
歴
を
簡
潔
に
記
せ
ば
、
一
九
三
五
年
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
国
史

学
科
を
卒
業
、
同
年
同
大
学
史
料
編
纂
所
に
入
所
。
主
要
著
書
・
編
著

に
、『
五
山
文
學
―
大
陸
文
化
紹
介
者
と
し
て
の
五
山
禪
僧
の
活
動
―
』

（
至
文
堂
、
一
九
五
五
年
）、『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
全
三
巻
（
思
文
閣
、
一
九

七
六
年
）、『
五
山
文
学
新
集
』
全
六
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
―

一
九
七
二
年
）、
同
別
巻
一
・
二
（
同
上
、
一
九
七
七
―
一
九
八
一
年
）、『
五

山
禅
僧
伝
記
集
成
』（
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
二
〇
〇
三
年
に
思
文
閣
出
版

よ
り
再
版
）、『
五
山
禅
林
宗
派
図
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
五
年
）、『
臨

済
宗
史
』（
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
）
等
が
あ
る２

。

以
下
、
前
掲
『
五
山
文
學
』（
以
下
、
引
用
は
一
九
六
六
年
増
補
版
に
拠

る
）
を
中
心
に
、
玉
村
の
「
五
山
文
学
」
の
「
起
源
」
を
め
ぐ
る
語
り

に
照
準
を
合
わ
せ
、
こ
れ
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

実
証
主
義
歴
史
学
と
い
う
観
点
か
ら
構
成
さ
れ
た
同
書
の
叙
述
の
コ

ン
セ
プ
ト
は
、
巻
頭
「
は
し
が
き
」
に
確
認
さ
れ
る
と
お
り
、「
五
山

文
学
作
家
及
び
作
品
が
、
従
来
あ
ま
り
に
個
々
に
羅
列
的
に
の
み
理
解

さ
れ
て
い
た
」
こ
と
に
対
す
る
批
判
の
上
に
立
っ
て
「
そ
れ
ら
の
作
者

作
品
に
、
一
応
の
系
列
を
つ
け
る
こ
と
」
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
分
類
の
観
点
と
し
て
用
意
さ
れ
た
の
が
、「
従
学
の
師
承
の

系
統
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
本
章
の
主
題
に
沿
っ
て
整
序
す

る
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

南
宋
、「
大
慧
派
」（
大
慧
宗
杲
の
法
系
に
連
な
る
人
々
）
全
盛
の
時
代
、

同
派
は
、「
中
央
の
政
治
家
と
結
び
つ
き
、
政
治
的
な
運
動
に
も
巻
き

込
ま
れ
た
り
し
て
、
非
常
に
俗
化
」（『
臨
済
宗
史
』、
一
五
九
頁
）
し
て
お

り
、
そ
の
中
か
ら
、
北
0
居
簡
・
淮
海
元
肇
・
蔵
叟
善
珍
・
物
初
大

観
・
無
文
道
1
な
ど
の
文
筆
僧
を
多
く
輩
出
し
た
が
、「
こ
れ
ら
の
文

集
に
は
詩
あ
り
、
賛
あ
り
、
題
跋
あ
り
、
銘
あ
り
で
、
全
く
俗
人
の
詩

文
集
と
異
な
ら
な
い
も
の
」（『
五
山
文
學
』、
五
五
頁
）
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
元
代
に
移
る
と
徹
底
し
た
反
発
運

動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
が
、
臨
済
宗
松
源
派
の
流
れ
を
汲
む
古

林
清
茂
、
そ
し
て
そ
の
門
下
生
、
所
謂
「
金
剛
幢
下
」（「
金
剛
幢
」
は
古

林
の
異
称
）
の
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、「
高
雅
な
る
貴
族
的
教
養
、

流
麗
な
る
詞
藻
」
を
有
し
な
が
ら
、
そ
の
作
品
を
詩
文
と
呼
ば
ず
、「
偈

頌
」
と
呼
び
、「
他
の
大
慧
派
な
ど
が
全
く
士
大
夫
風
に
な
り
き
っ
て
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い
た
こ
と
に
批
判
的
で
」、「
宗
門
の
人
は
宗
門
の
人
と
し
て
の
限
界
が

あ
っ
て
そ
の
分
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
て

い
」
た
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
「
偈
頌
主
義
」
運
動
に
荷
担
し
た
人
々

は
、
法
系
の
枠
組
み
を
超
え
た
友
社
・
文
壇
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、

そ
の
一
翼
を
担
っ
た
人
の
中
に
は
、
清
拙
正
澄
・
明
極
楚
俊
・
竺
僊
梵

僊
と
い
っ
た
渡
来
僧
が
あ
り
（
竺
僊
は
古
林
の
法
嗣
で
も
あ
る
）、
ま
た
、

日
本
か
ら
古
林
会
下
に
参
学
し
た
多
く
の
留
学
僧
（
龍
山
徳
見
・
天
岸
慧

広
な
ど
）
を
中
心
と
し
て
、
日
本
の
禅
林
に
お
け
る
「
五
山
文
学
の
母

体
」（
玉
村
「
禅
と
五
山
文
学
」、
柳
田
聖
山
編
『
禅
と
文
学
』〈
叢
書
禅
と
日
本

文
化
第
４
巻
〉
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
年
、
五
〇
頁
）
が
形
成
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
そ
の
思
潮
は
、「
龍
山
徳
見
・
石
室
善
玖
に
よ
っ
て
、
義
堂
周

信
・
絶
海
中
津
に
伝
え
ら
れ
、
五
山
文
学
の
本
流
を
形
成
す
る
に
至
」

っ
た
（『
五
山
文
學
』、
九
一
頁
）。

以
上
の
描
像
は
、
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
は
二
つ
の
意
味
で
重
要
な

問
題
点
を
含
ん
で
い
る
。

（
¡
）
ま
ず
、
玉
村
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
上
記
の
よ
う
に
、「
従
学
の

師
承
の
系
統
」
を
基
準
と
し
て
人
間
関
係
を
系
統
化
す
る
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
の
上
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
名
前
を

検
索
項
目

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

と
す
る
系
統
的
型
録
カ
タ
ロ
グ

」
と
し
て
五
山
文
学
の
歴
史
＝
物
語
を

ま
と
め
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
と
き
そ
れ
は
必
然
的
に
法
系
と
い
う
人

称
の
関
係
図
の
中
だ
け
で
自
己
完
結
す
る
も
の
と
な
る
た
め
に
、
そ
の

よ
う
な
法
系
図
が
禅
林
の
構
成
員
の
ご
く
一
部
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
決
定
的
に
忘
却
・
隠
蔽
さ
れ
（
周
知
の
よ
う
に
、
法

系
図
は
原
則
的
に

、
、
、
、

住
持
の
地
位
に
昇
っ
た
人
の
師
承
の
系
統
図
で
あ
る
）、
歴
史

に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
主
体
群
の
声
を
想
起
す
る

、
、
、
、

働
き

が
極
端
に
鈍
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
声
を
代
弁
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
）。

（
™
）
次
に
、
玉
村
の
論
は
、
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
世
俗
的
／
宗

教
的
と
い
う
二
項
対
立
図
式
の
中
で
、
後
者
の
人
称
的
集
合
を
「
偈
頌

主
義
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
が
「
五
山
文
学
の
母
体
」
を
形
成
し
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
の
過
程
で
提
出
さ
れ
た
「
偈
頌
主
義
」

と
い
う
概
念
が
、
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
下
支
え
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
な
か
た
ち
で
説
明
さ
れ
て
は
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る３

。「
他
の
大
慧
派
な
ど
が
全
く
士
大
夫
風
に
な

り
き
っ
て
い
た
こ
と
に
批
判
的
で
」、「
宗
門
の
人
は
宗
門
の
人
と
し
て

の
限
界
が
あ
っ
て
そ
の
分
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場

を
と
っ
て
い
」
た
と
い
う
解
釈
に
し
て
も
、
こ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
な
の
か
が
定
か
で
な
く
、
そ

れ
が
「
偈
頌
」
と
い
う
方
法
へ
と
結
び
つ
く
理
由
も
不
透
明
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
金
剛
幢
下
の
家
風
は
、
高
雅
頸
直
の
四
字
に
つ
き
る
」（『
五

山
文
學
』、
八
三
頁
）、「
古
林
派
下
の
偈
頌
は
、
表
現
に
虚
飾
が
な
く
、
直

截
簡
明
で
あ
る
」（『
円
覚
寺
史
』、
一
六
一
頁
）
な
ど
の
記
述
を
見
て
も
、

曖
昧
な
用
語
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
疑
問
が
先
送
り
さ

れ
て
い
る
感
は
否
め
ず
、
そ
れ
が
い
か
な
る
社
会
的
諸
関
係
、
時
制
的
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パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
で
産
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
言
説

の
布
置
関
係
が
さ
ら
に
強
く
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

３．

正
符
号
（
＋
）
と
し
て
の
「
拙
」

そ
こ
で
、
予
め
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
以
下
に
問
う
の
が
、「
古

林
清
茂
」
と
い
う
四
文
字
の
固
有
名
が
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
性
の
中
で
ど

の
よ
う
な
意
味
内
容

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
古
林
清
茂
〔1262

―1329
〕
と
い
う
生
身
の
躰
を
持
っ
た
人

間
が
歴
史
上
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
そ
れ
は
ア
ク
セ
ス
不
可
能
な
問
い
で

あ
る
）。
換
言
す
れ
ば
、
以
下
に
掲
出
さ
れ
る
よ
う
な
公
式
的
な
語
り
の

過
程
―
―
歴
史
＝
過
去
の
一
部
を
肥
大
化
さ
せ
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
、

特
権
的
な
歴
史
＝
物
語
の
形
成
過
程
―
―
を
追
跡
す
る
こ
と
で
、「
古

林
」
と
い
う
固
有
名
が
当
時
の
文
学
場
の
中
で
ど
の
よ
う
な
固
有
の
位

置
を
占
め
る
記
号
と
見
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ど
の

よ
う
な
意
味
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
問
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
に
埋
も
れ
た
事
実
の
掘
り
起
こ
し
で
は
な

く
、
場
の
歴
史
を
支
え
る
関
係
性
の
網
の
目
の
結
節
点
と
し
て
固
有
名

を
捉
え
る
こ
と
、
テ
ク
ス
ト
の
力
学
に
よ
っ
て
生
起
し
た
「
効
果
」
を

確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
古
林
清
茂
」
と
い
う
名
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、『
語

録
』
の
他
に
、『
古
林
和
尚
拾
遺
偈
頌
』
二
巻
が
あ
る
が４

、
こ
れ
ら
の

テ
ク
ス
ト
は
、
辞
項
と
し
て
の
「
古
林
」
の
読
ま
れ
方
（
意
味
）
を
コ

ー
ド
化
（
規
定
）
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
以
下
に
掲
出
す
る
の
は
、

「
跋
円
通
竺
田
和
尚
語
録
」
の
一
節
で
あ
る
。

老
東
山
謂
南
堂
曰
、
吾
雖
承
嗣
白
雲
端
和
尚
、
尋
常
只
用
遠
録
公

手
段
接
人
、
蓋
白
雲
語
拙
不
可
法
、
予
謂
白
雲
拙
処
、
在
老
東
山

尚
不
可
及
、
況
南
堂
乎
、

老
東
山
（
五
祖
法
演
）〔
？
―1

1
0

4

〕
が
南
堂
（
元
静
）〔1

0
6

5

―

1135

〕
に
こ
う
曰い

っ
た
、「
私
は
白
雲
（
守
）
端
和
尚
〔1025

―

1072

〕
の
法
を
嗣
い
だ
が
、
尋
常
い
つ
も

は
た
だ
遠
録
公
（
浮
山
法
遠
）

〔991

―1067

〕
の
手
段
を
用
い
て
人
を
教
育
し
て
き
た
。
だ
い

た
い
白
雲
の
言
葉
と
い
う
の
は
拙
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
に

法の
っ
と
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
」
と
。
私
は
思
う
の
だ
が
、
白
雲
の

拙
い
と
こ
ろ
は
、
老
東
山
に
あ
っ
て
も
や
は
り
及
ぶ
べ
き
も
の

で
は
な
い
。
ま
し
て
や
南
堂
な
ど
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
巧
／
拙
と
い
う
二
項
対
立
が
言
語
表
現
に
お
け
る
一
つ

の
係
争
点
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ

る
の
は
、
そ
れ
自
体
が
表
現
の
形
態
を
あ
る
方
向
に
統
制
し
よ
う
と
す

る
一
種
の
行
為
遂
行
性

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、「
白
雲
」
と
い
う
権
威
的
記
号
（
＋
）
を
「
拙
」（
－
）
と
組
み
合
わ
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せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巧
／
拙
と
い
う
序
列
構
造
を
転
倒
さ
せ
、
表
現

の
性
質
を
正
符
号
（
＋
）
化
さ
れ
た
「
拙
」
へ
と
統
制
し
て
い
き
な
が

ら
、
自
己
自
身
を
正
統
的
な
存
在
へ
と
仕
立
て
上
げ
て
ゆ
く
、
と
い
う

行
為
遂
行
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
記
述
さ
れ
る
固
有
名
―
―
「
白
雲
」（
白

雲
守
端
〔1025

―1072
〕）、「
老
東
山
」（
五
祖
法
演
〔
？
―1104

〕）、「
南

堂
」（
南
堂
元
静
〔1065

―1135
〕）、「
遠
録
公
」（
浮
山
法
遠
〔991

―1067

〕）

―
―
は
、
表
現
の
巧
／
拙
を
め
ぐ
る
記
号
体
系
の
な
か
で
組
織
化
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
一
定
の
意
味
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
白
雲
」
は
「
拙
」
と
い
う
記
号
に
、
そ
し
て
「
老
東
山
」

「
南
堂
」「
遠
録
公
」
は
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
巧
」
と
い
う
記
号
へ
と

振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
「
五
祖
、
艶
詞
を
挙
話
こ

わ

し
、

南
堂
、
楽
府
が

ふ

を
提
唱
す
」〔
五
祖
挙
話
艶
詞
也
、
南
堂
提
唱
楽
府
也
〕（『
済
北

集
』、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
一
九
四
頁
）
と
い
う
言
表
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
隠
喩
性
は
（
禅
僧
社
会
で
共
有
さ
れ
る
観
念
と
し
て
）
上
書
き
さ
れ

て
い
き
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
次
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
老
東
山
」
に
つ
い
て

は
、「
吾
家
の
宗
風
は
、
情
識
の
解
了
す
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
」
と

し
な
が
ら
、
女
人
の
俗
歌
、「
小
艶
の
詩
」
を
引
用
し
て
答
え
た
と
さ

れ
る
故
事５

。
ま
た
「
東
山
暗
号
」（『
虚
堂
録
』
巻
一
、『
大
正
蔵
』
四
七
、
九

八
八
頁
上
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
難
渋
さ
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
。

そ
し
て
、「
南
堂
」
は
、
柳
耆
卿
の
詞
曲
な
ど
を
誦
唱
し
て
人
を
接
化

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
逸
話
（『
景
徳
伝
灯
録
』、『
橘
洲
文
集
』「
跋
南
堂
語
録
」、

陸
游
「
跋
南
堂
語
」『
渭
南
文
集
』
巻
二
十
八
、
等
）。「
遠
録
公
」
に
つ
い
て

は
、『
禅
林
僧
宝
伝
』
巻
十
七
に
「
遠
の
偈
語
は
妙
密
に
し
て
、
諸
方

は
其
の
工た
く

み
に
服
す
」
と
あ
る
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

上
記
の
隠
喩
体
系
の
中
で
、「
拙
」
概
念
は
、
た
だ
陳
腐
だ

、
、
、

と
い
う

以
上
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、「
古
林
」
と
い
う

記
号
は
、
と
り
わ
け
「
白
雲
」
と
い
う
記
号
を
賛
美
す
る
と
い
う
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
の
中
で
自
ら
の
名
に
正
符
号
（
＋
）
と
し
て
の
価
値
を
埋

め
込
ん
で
い
く
と
い
う
働
き
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
名
の
下
に

産
出
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
内
部
の
転
覆
要
素
で
あ
る
「
巧
」
を
外
部

へ
と
排
除
し
、
巧
／
拙
の
位
置
関
係
を
逆
転
さ
せ
続
け
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
が
反
復
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
集
合
的
な
意
識
の
中
で

強
い
信
念
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
産
出
回
路
は

一
定
の
方
向
へ
と
統
制
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
具

体
的
に
以
下
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
考
え
て
み
た
い
。

古
林
の
法
嗣
に
し
て
「
金
剛
幢
下
」
の
代
表
格
、
五
山
文
学
初
期
の

重
要
人
物
に
、
竺
僊
梵
僊
〔1292

―1348

、1329

年
来
日
〕
が
あ
る
が
、

『
古
林
和
尚
拾
遺
偈
頌
』
に
は
、
そ
の
竺
僊
に
よ
る
注
解
が
附
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
古
林
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
く

と
、
古
林
の
「
拙
」
へ
の
志
向
性
が
行
為
と
し
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化

さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、「
送
僧
之
五
台
」
と
題
す
る
作

に
対
し
て
、
竺
僊
は
こ
れ
に
次
の
よ
う
に
注
を
附
し
て
い
る
。
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金
2
啼
処
白
雲
飛
、
師
子
吼
時
芳
草
緑
、
若
以
詩
人
取
之
、
亦
可

謂
奇
句
耶
、
然
此
非
詩
也
、
又
此
二
句
、
毎
上
四
字
人
能
道
之
、

而
毎
下
三
字
、
曰
白
雲
飛
芳
草
緑
、
以
接
其
上
、
孰
能
擬
乎
、

「
金
2
啼
く
処
白
雲
飛
ぶ
師
子
吼
ゆ
る
時
芳
草
緑
な
り
」。
も

し
詩
人
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
な
ら
、
奇
句
と
言
う
べ
き

だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
詩
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
二
句
の
上
の

四
字
は
い
ず
れ
も
人
の
言
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
が
、
下
の

三
字
、「
白
雲
飛
」「
芳
草
緑
」
な
ど
は
、
そ
の
上
か
ら
続
け
る

に
は
、
そ
う
そ
う
真
似
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

「
金
2
啼
く
処
、
白
雲
飛
び
／
師
子
吼
ゆ
る
時
、
芳
草
緑
な
り
」
―
―

古
林
の
こ
の
句
に
つ
い
て
、
竺
僊
は
そ
の
斬
新
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ

れ
が
「
奇
句
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
、「
詩
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ

ー
化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
詩
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
と
い
う
批

判
を
か
わ
す
か
た
ち
で
こ
れ
は
そ
も
そ
も
「
詩
」
で
は
な
い
の
だ
と
い

う
論
法
に
訴
え
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ず
ら
そ
う
と
試
み
る
。
そ
れ
は
、
古

林
が
、「
田
中
十
首
」
の
「
序
」
―
―
竺
僊
は
こ
れ
を
「
万
世
の
規
式
」

と
評
す
る
―
―
に
、「
詩
は
吾
が
長
ず
る
所
に
非
ず
」、「
何い
ず

れ
の
暇
い
と
ま
に

か
声
律
を
事こ
と

と
せ
ん
や
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
も
符
節
を
合
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
送
僧
帰
天
台
省
師
」
の
第
一
句
に
は
、

「
休
居
、
偈げ

を
説と

く
も
平
仄

ひ
ょ
う
そ
く
無
し
」（「
休
居
」
は
古
林
の
自
称
）
と
あ
り
、

竺
僊
の
注
の
中
に
は
、「
送
川
僧
遊
天
台
」
に
「
翠
の
字
、
亦
た
疑
う

べ
し
。
又
た
後
の
押
韻
に
於
け
る
も
亦
た
放
な
る
こ
と
甚
だ
し
」
と
い

う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
表
現
形
態
が
、
詩
―
―
音
数
律
・

平
仄
・
押
韻
と
い
う
規
律
＝
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
備
え
た
表
現
―
―
に
即

す
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
。

ま
た
「
示
超
禅
人
」
の
竺
僊
の
注
に
拠
れ
ば
、「
始
初
は
じ
め

は
但
だ
四
句

律
体
を
作
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
な
る
も
、
乃
ち
変
じ
て
之
れ
に
続つ

ぎ
、

古
風
と
成
す
な
り
」
と
あ
り
、
こ
の
作
は
当
初
た
だ
の
「
四
句
律
体
」

を
作
ろ
う
と
し
て
、

示
超
禅
人

超
禅
人
に
示
す

走
石
飛
沙
歳
莫
天

走
石
飛
沙
歳
莫
の
天

禅
人
来
覓
送
行
篇

禅
人
来き
た

り
て
送
行
そ
う
あ
ん

の
篇
を
覓も
と

む

鷲
峰
有
則
深
深
句

鷲
峰（

）に
は
則の
り

有
る
も
深
深
の
句
な
れ
ば

畢
竟
何
人
是
的
伝

畢
竟
何な
ん

人ぴ
と

か
是
れ
的て
き

伝で
ん

す
る
を
え
ん

と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
で
こ
れ
に
以
下
八
句
を
続
け
て
「
古

風
」
へ
と
改
め
た
の
だ
と
あ
る
。

不
是
栗
棘
蓬

是
れ
栗
棘
蓬

り
っ
き
ょ
く
ほ
う
に
あ
ら
ざ
れ
ば

亦
非
金
剛
圏

亦
た
金
剛
圏

こ
ん
ご
う
け
ん

に
も
非
ず

太
湖
三
萬
六
千
頃

太
湖
三
萬
六
千
の
頃

黄
河
澄
徹
三
千
年

黄
河
澄
徹
に
し
て
三
千
年

わ
が

禅
林
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問マ
マ

口
不
在
舌
頭
上

口
を
開あ

く
る
も
舌
頭
ぜ
っ
と
う

の
上
に
在
ら
ざ
れ
ば

休
来
担
水
賈
河
辺

水
を
担か
つ

ぎ
て
河
の
辺
ほ
と
りへ
賈う

り
に
来き
た

る
こ
と
休な
か

れ

因
甚
如
此

甚な
に

に
因よ

り
て
か
此
く
の
如
く
な
ら
ば

不
直マ
マ

半
文
銭

半
文
銭
だ
に
値
あ
た
い
せ
ず

前
四
句
は
、
音
数
律
・
平
仄
・
押
韻
を
整
え
て
い
る
が
、
後
八
句
は

ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
（
た
だ
し
、
押
韻
は
、「
先
」
韻
で
統

一
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）。
そ
し
て
、「
栗
棘
蓬
」「
金
剛
圏
」

（
決
し
て
突
破
で
き
な
い
ア
ポ
リ
ア
の
喩
え
）
な
ど
、
詩
語
と
し
て
の
伝
統
に

登
記
さ
れ
て
な
い
禅
語
も
躊
躇
無
く
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特

徴
が
認
め
ら
れ
る
。

更
に
は
、「
送
福
蔵
主
遊
径
山
」
に
も
ま
た
、「
律
体
」
を
改
変
し
て

「
古
体
」
に
し
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
（「
此
亦
是
律
体
、
変
為
古
体

也
」）。
こ
う
し
て
見
る
と
、「
古
林
」
と
い
う
主
体
の
場
、
力
の
結
節
点

で
起
こ
っ
て
い
た
、
テ
ク
ス
ト
の
裁
断
と
縫
合
の
連
鎖
に
あ
っ
て
、「
古

林
」
と
い
う
名
を
主
体
化
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
産
出
の
実
践
規
則
―
―

換
言
す
れ
ば
、
古
林
の
「
意
図
」
―
―
は
次
の
よ
う
に
形
式
化
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
の
規
律
に
極
め
て
神
経
質
に
な

る
あ
ま
り
、
そ
れ
に
厳
格
な
近
体
詩
（
唐
律
）
を
忌
避
し
よ
う
と
し
て

い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
否
応
な
く
一
つ
の
立

場
決
定
と
し
て
群
を
統
制
す
る
よ
う
に
行
為
遂
行
的

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

に
働
い
て
し
ま
う

こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、「
古
林
」
と
い
う
名
に
正
統
的
存
在
と
し

て
の
権
威
が
附
帯
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
規
律
を
く
ず
し
な
が
ら
自

由
な
書
き
換
え
・
組
み
替
え
に
よ
っ
て
決
定
稿
を
解
体
＝
再
生
し
て
い

こ
う
と
い
う
そ
の
「
意
図
」
の
持
続
が
、
や
が
て
時
代
の
空
気
を
形
成

し
、
諸
主
体
の
う
ち
に
転
移
さ
れ
、
至
る
所
で
そ
の
よ
う
な
「
意
図
」

が
自
発
的
に
再
生
産
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
機
制
を
作
り
出
す
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、「
古
林
」
と
い
う
辞
項
が
「
拙
」
と
い
う

辞
項
と
関
係
化
さ
れ
る
よ
う
な
回
路
が
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
、
構
図
の
要
点
が
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
問
い
直
す
べ
き
は
、
言
い
回
し
の
巧
／
拙
と
い
う

（
捉
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
よ
う
に
思
え
る
）
事
柄
（
審
美
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
）
が
、
な
ぜ
禅
林
と
い
う
社
会
空
間
の
中
で
問
題
化
さ
れ
、
人
々

の
対
抗
心
を
煽
る
よ
う
な
深
刻
な
係
争
点
と
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
相
違
が
、
放
置
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
禅
僧
の
社
会
内
に
お
い
て
共
同
的
に
問
題
視
さ
れ
て
い
た
と
い

う
事
実
を
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

禅
僧
に
は
、
言
語
表
現
に
お
い
て
作
為
性
を
嫌
い
自
然
性
を
求
め
る
、

と
い
う
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
話
法
が
あ
る６

。
例
え
ば
、「（
言
葉

を
）
胸
襟
か
ら
流
出
さ
せ
て
天
地
を
覆
い
尽
く
し
、
あ
れ
こ
れ
と
考
え

ず
に
、
心
の
ま
ま
に
意
を
用
い
れ
ば
よ
い
。
仏
祖
の
道
と
は
い
ず
れ
も

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」〔
H
襟
流
出
、
盖
天
盖
地
、
不
在
苦
思
、
着
心

用
意
、
仏
祖
之
道
、
皆
如
斯
〕（
竺
僊
「
襟
禅
人
」、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、

二
十
七
頁
）、「
詩
と
は
吾
が
禅
宗
の
徒
が
徒
い
た
ず
らに
学
ん
で
な
す
べ
き
も
の
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で
は
な
い
。
譬
え
ば
、
春
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
き
、
秋
に
コ
オ
ロ
ギ
が

吟う
た

う
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、〈
自
然
〉

か
ら
流
出
し
て
く
る
よ
う
な
も
の
だ
。」〔
詩
者
非
吾
緇
家
者
徒
学
而
所
為

焉
、
譬
如
時
鳥
鳴
於
春
、
候
虫
吟
於
秋
、
謂
之
出
於
自
然
者
也
〕（
希
世
霊
彦
「
蝉

闇
外
稿
序
」『
村
庵
藁
』
下
、『
五
山
文
学
新
集
』
第
二
巻
、
四
五
三
頁
）、「
何

ノ
手
間
モ
入
ラ
ズ
妙
ニ
作
ラ
レ
タ
ゾ
」（
新
大
系
本
『
中
華
若
木
詩
抄
』
126

「
題
画
」
詩
項
）、「
造
作
モ
ナ
ク
作
リマ
マ

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
」７

（
同
上
、
139
「
山
中
与
幽
人
対
酌
」

詩
項
）
と
言
う
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
「
巧
」
で
あ
る
こ
と
は
、「
凡お
よ

そ
述
作
の
妙
な
る
と
こ
ろ
は
〈
自
然
〉
に
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
と
推
敲
し

た
痕
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
意
を
刻
ん
だ
巧
妙
な
も
の
で
あ
っ
て

も
な
ら
な
い
。」〔
凡
述
作
之
妙
在
自
然
、
不
見
斧
鑿
之
痕
耳
、
割
意
巧
妙
則
不

可
也
〕（
義
堂
周
信
『
空
華
日
工
集
』
応
安
五
年
十
二
月
七
日
条
、『
新
訂
増
補
史

籍
収
集
覧
』
三
五
、
九
四
頁
）
な
ど
の
言
表
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
作
為
性
へ
と
転
位
し
て
い
く
蓋
然
性
を
備
え
て
い
る
と
見
ら
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
巧
／
拙
と
い
う
二
分
法
は
、
非
凡
（
＋
）
／
凡
庸
（
－
）

と
い
う
序
列
構
造
と
同
時
に
、
作
為
性
（
－
）
／
自
然
性
（
＋
）
と
い
う

ひ
っ
く
り
返
さ
れ
た
価
値
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、

非
凡
で
あ
り
な
が
ら
自
然
、
凡
庸
で
あ
り
な
が
ら
作
為
的
と
い
う
場
合
も
あ
り
う

る
し
、
程
度
の
差
異
は
無
限
定
に
分
布
し
て
い
る
）。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な

巧
／
拙
に
お
け
る
正
／
負
両
面
の
ア
ス
ペ
ク
ト
は
、
緻
密
さ
／
杜
撰

さ
、
華
美
／
素
朴
、
新
奇
さ
／
古
風
、
な
ど
の
二
分
法
と
複
雑
に
絡
み

合
い
な
が
ら
編
制
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
巧
／
拙
の
両

義
性
を
正
／
負
の
二
極
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
っ
く
り
返
さ

れ
な
が
ら
漂
っ
て
い
く
、
と
い
う
規
範
の
シ
ス
テ
ム
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
巧
／
拙
と
い
う
二
分
法
は
、
前
件
と
し
て
表
現
の
性
質
を

同
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
二
分
法
は
あ
る
表
現
に

拙
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
て
外
部
へ
と
締
め
出
そ
う
と
い
う
運
動
の
中

で
生
成
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
二
分
法
の
同
定

パ
タ
ー
ン
は
文
脈
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、
規
律
は
、
そ
の
よ
う
な
コ

ー
ド
と
の
対
応
に
従
っ
て
、
個
別
的
表
現
の
正
規
性
を
そ
の
場
そ
の
場

で
審
問
に
か
け
て
い
く
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
規
律

自
体
は
、
表
現
に
内
属
す
る
性
質
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
の
視
線
に
よ

っ
て
拘
束
さ
れ
る
仕
組
み
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
端
的
に

は
、
あ
る
集
団
に
共
有
さ
れ
る
行
為
規
則
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に

お
い
て
、
規
律
は
自
ら
の
内
に
参
入
し
て
く
る
主
体
（
群
）
に
、
集
団

的
に
、
長
期
的
訓
練
を
要
請
し
つ
つ
審
美
的
感
覚
を
ね
じ
込
ん
で
い
く

装
置
で
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ
、
禅
林
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
整
型
を
く
ず
し
て
い
く
こ

と
が
意
図
的
に
実
践
さ
れ
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
さ

れ
る
よ
う
な
土
壌
を
そ
の
内
に
組
み
込
ん
で
も
い
た
。
勿
論
、
禅
林
と

い
う
も
の
が
、
言
語
表
現
に
お
け
る
自
然
性
を
監
視
す
る
機
構
を
自
ら

の
う
ち
に
備
え
つ
つ
、
顕
在
的
に
も
潜
在
的
に
も
規
律
か
ら
自
由
で
あ
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る
こ
と
を
理
想
化
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
完
全
に
規
則

を
適
用
し
て
作
ら
れ
た
詩
と
い
う
も
の
が
規
範
的
に
作
用
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
竺
僊
梵
僊
の
偈
頌
論
の
中
に
「
詩
と
い
う
も
の
は
、

た
だ
六
義
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
宗
門
の
玄
唱
は
、
厳
か

に
六
義
を
含
む
も
の
も
あ
る
が
、
六
義
の
外
に
超
然
と
し
て
全
く
世
間

の
翰
墨
の
常
規
の
外
に
出
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。（
そ
れ
ゆ
え
）

来
る
も
蹤
を
残
さ
ず
、
去ゆ

く
も
迹
を
残
さ
ず
、
意
は
求
め
よ
う
も
な
く
、

情
は
測
り
よ
う
も
な
い
」〔
且
詩
者
、
止
乎
六
義
而
已
、
宗
門
玄
唱
、
則
有
儼

若
、
含
於
六
義
者
、
有
超
然
於
六
義
之
表
、
而
絶
去
世
間
翰
墨
畦
逕
之
外
、
来
不

知
蹤
、
去
不
知
迹
、
非
意
可
求
、
非
情
能
測
〕８

と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
む

し
ろ
規
則
の
外
部
へ
と
超
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
制
度
化
に
対
す
る
抵
抗
の
原
理
が
制
度
化
の
原
理
の
中
に

書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が
禅
林
と
い
う
圏
域
を
構
成

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
規
則
の
逸
脱
を
規
則
の
中
に
書
き

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
則
内
／
外
の
分
岐
は
定
義
を
不
可
能
に
し
て

し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
判
断
の
適
切
性
は
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
、
現
場

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
現
場
で
繰
り
返
さ
れ
る
論
争

そ
れ
自
体
が
価
値
を
作
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
禅
林
に
お
い
て
、
巧
／
拙
と
い
う
規
範
意
識
が
不
文
律
と
し
て
内

包
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
問
題
」
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
と
い
う

こ
と
は
、
禅
林
が
規
律
の
圏
域
の
内
／
外
を
ま
た
ぐ
よ
う
な
か
た
ち
で

存
立
し
て
い
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
禅
林
に
お
い
て
こ
そ

先
鋭
化
さ
れ
る
「
問
題
」
意
識
な
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

そ
の
上
で
、
幾
つ
か
の
偈
頌
論
は
、
詩
と
の
対
比
か
ら
偈
頌
の
形
式

面
で
の
自
由
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が９

、
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の
よ

う
に
、
古
林
の
「
詩
は
吾
が
長
ず
る
所
に
非
ず
」、「
何い
ず

れ
の
暇
い
と
ま
に
か
声

律
を
事こ
と

と
せ
ん
や
」
と
い
う
発
言
や
、
竺
僊
の
「
も
し
詩
人
と
し
て
こ

れ
を
取
り
上
げ
た
な
ら
、
奇
句
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
詩
で

は
な
い
」〔
若
以
詩
人
取
之
、
亦
可
謂
奇
句
耶
、
然
此
非
詩
也
〕
と
い
う
発
言

と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
重
要
な
点
は
、
形
式

か
ら
の
離
脱
を
表
明
し
、「
拙
」
を
価
値
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
言
表
は
、

禅
林
と
い
う
空
間
に
お
い
て
は
、
時
を
距へ
だ

て
ず
所
を
変
え
ず
生
起
し
う

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
玉
村
が
「
偈
頌
主
義
」

と
呼
ん
だ
思
想
の
潮
流
が
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
出
現
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
辞
項
と
し
て
の

「
古
林
」
の
有
意
味
性
を
も
う
少
し
広
い
文
脈
に
置
き
直
し
て
み
る
こ

と
で
よ
り
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

４．
「
宋
末
」
と
い
う
転
回
点

竺
僊
の
「
古
林
和
尚
賛
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（『
天
柱
集
』、
十
九
頁
）。

古
林
和
尚
賛

古
林
和
尚
の
賛

玉
几
峯
頭
一
鶚
飛

玉
几
峯
頭
に
一
鶚が
く

飛
び
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鳳
凰
臺
上
鳳
来
儀

鳳
凰
臺
上
に
鳳
お
お
と
りの
来き
た

る
儀
な
ら
わ
しが
ご
と
し

巨
元
六
合
簫
韶
作

巨
元
六
合
簫
韶
の
作
が
ご
と
く
に
し
て

―景
―定
餘
音
無
孑
遺

―景
―定
の
餘
音
孑け
つ

遺い

も
無
し

こ
れ
は
表
現
を
『
書
経
』「
益
稷
」
の
「
簫
韶
九
成
、
鳳
皇
来
儀
」
に

拠
っ
て
い
る
。
第
三
句
の
「
簫
韶
」
と
は
、
舜
の
楽
の
名
、
そ
し
て
そ

れ
に
対
比
さ
れ
る
、
結
句
の
「
景
定
」
は
、
南
宋
末
期
の
年
号
（1260

―64

）
で
あ
り
、
そ
の
余
韻
が
い
さ
さ
か
も
な
い
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
「
古
林
」
と
い
う
固
有
名
は
「
景
定
」
と
い
う
符
号

の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
象
徴
的
に
文
脈
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
竺
僊
の
「
示
小
師
裔
綱
蔵
主
」
と
い

う
法
語
の
中
に
も
以
下
の
よ
う
に
あ
る10

、

自
唐
宋
全
盛
之
往
、
斯
道
不
振
、
宋
之
―景
―定
―咸
―淳
間
、
其
風
大
澆
、

而
雕
蟲
篆
刻
、
鏤
氷
劃
脂
者
、
競
作
於
其
中
間
、
雖
有
一
二
尚
古

不
変
者
、
猶
披
縷
褐
処
羅
綺
之
場
、
置
明
水
於
珍
3
之
席
、
趣
向

鮮
矣
、

唐
・
宋
の
全
盛
期
が
過
ぎ
て
か
ら
、
斯
道
し
ど
う

は
振
る
わ
な
く
な
っ

て
い
た
が
、（
と
り
わ
け
）
宋
の
景
定
・
咸
淳
年
間
に
は
、
そ
の

作
風
は
大
い
に
澆み
だ

れ
た
。
文
章
の
字
句
を
飾
り
立
て
（「
雕
蟲
篆

刻
」）、
内
面
的
な
質
を
欠
き
な
が
ら
徒
い
た
づ
らに
外
形
的
な
文
を
学
ん
で

い
る
（「
鏤
氷
劃
脂
」『
塩
鉄
論
』
殊
路
）
よ
う
な
者
が
、
そ
の
中
で

作
風
を
競
い
合
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
一
人
二
人
は
、
古
い
に
し
え
の

作
風
を
尚
た
っ
と
ん
で
変
わ
ら
な
い
者
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん

ど
縷
褐
ぼ
ろ
き
れ

を
披ま
と

っ
て
着
飾
っ
た
婦
女
の
場
に
処い

る
か
の
よ
う
で
あ

り
、
ま
た
御
馳
走
の
席
に
祭
祀
用
の
清
水
を
置
い
て
い
る
か
の

よ
う
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
作
風
へ
赴
く
も
の
は
鮮
す
く
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、「
景
定
・
咸
淳
」
と
い
う
年
号
（1

2
6

0

―7
4

）
が
、
負

（
－
）
の
文
脈
の
中
で
一
つ
の
指
標
と
さ
れ
つ
つ
、「
雕
蟲
篆
刻
」「
鏤
氷

劃
脂
」
と
い
う
形
容
と
接
合
さ
れ
る
こ
と
で
、「
古
」（
＋
）
の
対
立
項

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、

過
剰
に
凝
っ
た
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。

ま
た
明
極
楚
俊
の
語
録
中
、
建
長
寺
普
説
の
中
に
、「
宋
末
、
景
定
・

咸
淳
年
間
以
来
、
禅
門
の
宗
師
は
、
多
く
達
磨
の
宗
綱
に
本も
と

づ
か
ず
、

…
…
本
旨
を
忘
れ
て
末
節
を
逐お

う
よ
う
に
な
っ
た
。
但
だ
新
奇
で
巧
み

な
句
こ
と
ば
に
よ
っ
て
後
輩
を
誑
惑
ま
ど
わ

し
、
…
…
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏

法
の
大
意
も
都す
べ

て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。」〔
宋
末
景
定
咸
淳
来
、
禅
門
宗

師
、
多
不
本
此
達
磨
宗
綱
、
…
…
忘
本
逐
末
、
但
以
新
奇
巧
句
、
誑
惑
後
学
、
…

…
仏
法
的
的
大
意
、
都
打
失
了
〕（
史
料
編
纂
所
本
『
明
極
和
尚
語
録
』
三
）
と

あ
る
の
も
同
様
の
事
例
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
清
拙
正
澄
〔1274

―1339

、1326

年
来
日
〕
も
ま
た
、

宋
末
―景
―定
―咸
―淳
之
音
、
穿
鑿
過
度
、
殊
失
醇
厚
之
風
、
然
有
縄
尺
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亦
可
、
為
初
学
取
則
、
已
知
法
則
、
然
後
棄
之
、
勿
執
其
法
、
如

世
良
匠
、
精
妙
入
神
、
―大
―巧
―若
―拙
、
但
信
手
方
円
、
不
存
規
矩
、

其
庶
幾
乎
、

宋
末
、
景
定
・
咸
淳
の
韻
律
は
、
穿
鑿
が
度
に
過
ぎ
て
醇
厚

の
作
風
を
失
し
て
し
ま
っ
た
。
縄
尺
（
法
度
規
則
）
が
あ
っ
て
も

よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
初
学
者
が
規
則
を
学
ぶ
た
め
の
も
の
で

し
か
な
く
、
既
に
法
を
熟
知
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う

な
も
の
は
棄
て
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
だ
。
法
に
固
執
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
如た
と

え
ば
世
俗
の
巨
匠
が
、
精
神
の
神
妙
な
境

界
に
入
り
、
あ
た
か
も
「
大
功
は
拙
な
る
が
若ご
と

く
」（『
老
子
』
四

十
五
章
）、
定
規
が
な
く
と
も
た
だ
手
ま
か
せ
に
方
・
円
の
図
が

描
け
る
よ
う
な
も
の
だ
。

と
述
べ
て
い
る
（
史
料
編
纂
所
本
『
清
拙
和
尚
語
録
』
五
「
跋
江
湖
集
」）。
こ

れ
は
宋
末
元
初
の
僧
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
江
湖
風
月
集
』（
松

坡
宗
憩
編
か
）
に
附
し
た
跋
文
の
一
節
で
あ
る
が
、
南
宋
末
期
の
詩
風

が
、
字
句
の
「
穿
鑿
」（
鍛
錬
・
推
敲
）（
－
）
に
走
り
過
ぎ
、
却
っ
て

「
醇
厚
」
さ
（
＋
）
が
失
わ
れ
た
、
と
い
う
評
で
あ
る
。「
醇
」
の
一
字
は
、

「
純
」
に
通
じ
、
混
じ
り
気
が
な
い
こ
と11

、
五
山
の
禅
僧
に
お
い
て
は
、

自
然
性
へ
の
連
続
性
の
中
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
辞
項
で
あ
る12

。
そ
し

て
、「
大
巧
は
拙
な
る
が
若
し
」（『
老
子
』
四
十
五
章
、
岩
波
文
庫
本
、
二
一

三
頁
）
と
い
う
句
を
引
照
し
つ
つ
、
匠
の
技
の
よ
う
に
「
規
矩
」
が
な

く
と
も
円
熟
し
た
技
術
に
よ
っ
て
図
画
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
類
比
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
入
元
留
学
経
験
の
あ
る
日
本
僧
、
中
巌
円
月
〔1300

―

1375

〕
も
、

或
人
問
云
、
詩
即
尋
常
風
雅
文
人
所
作
、
但
如
禅
林
偈
頌
者
、
其

体
如
何
、
答
曰
、
汝
不
見
乎
、
伝
灯
所
載
七
仏
二
十
八
祖
伝
法
有

偈
、
言
辞
淳
厚
、
与
夫
―咸
―淳
―・
―景
―定
諸
師
所
作
細
巧
華
麗
者
、
相

去
何
啻
天
淵
之
遠
而
已
耶
、

あ
る
人
が
問
う
て
言
っ
た
、「
詩
と
は
普
通
、
風
雅
の
文
人
の

作
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
禅
林
の
偈
頌
と
い
う
も
の
は
、

ど
の
よ
う
な
体
ス
タ
イ
ルな
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
そ
れ
に
答
え
て
言
っ

た
、「
あ
な
た
も
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
、『
伝
灯
録
』
に
載
っ

て
い
る
七
仏
二
十
八
祖
の
伝
法
偈
を
。
そ
の
言
辞
は
淳
厚
で
、

例
の
咸
淳
・
景
定
の
諸
師
が
作
っ
た
細
巧
華
麗
な
も
の
と
は
、

た
だ
天
と
地
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
生
や
さ
し
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

と
述
べ
て
い
る13

。
な
お
、
中
巌
は
こ
れ
に
続
く
文
章
の
中
で
、
宋
末
に

『
獅
子
筋
』
と
題
す
る
「
淳
素
渾
厚
」（
＋
）
な
る
偈
頌
集
が
編
ま
れ
た

こ
と
、
そ
し
て
、
清
拙
が
そ
れ
を
喜
び
来
日
時
に
携
え
て
来
た
が
や
が

て
そ
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
触
れ
、「
思
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う
に
、
我
が
故
郷
の
日
本
の
禅
者
は
、
古
風
（
＋
）
を
好
ま
ず
、
ゆ
え

に
唾つ
ば

し
て
こ
れ
を
棄
て
た
の
だ
ろ
う
」
と
、
無
念
の
懐お
も

い
を
吐
露
し
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
景
定
・
咸
淳
」
を
頽
廃
の
標
識
、
負
の
記
号
と

し
て
集
団
的
に
記
憶
化
す
る
営
み
は
、
主
体
の
「
口
」
を
代
え
て
再
現

働
化
さ
れ
、
さ
ら
に
物
質
的
に
複
製
（
書
写
・
出
版
）
／
伝
播
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
網
の
目

は
次
々
に
生
産
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
吸
収
し
な
が
ら
「
景
定
・
咸
淳
」

と
い
う
辞
項
に
よ
っ
て
表
象
・
統
括
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
群
を
劣
位
項
と

し
て
コ
ー
ド
化
し
、
連
帯
的
気
分
を
作
り
な
が
ら
、
反
動
的
に
テ
ク
ス

ト
生
産
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
規
則
化
／
制
限
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
や
が

て
、
そ
こ
に
決
定
的
な
「
断
層
」
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
言
説
化
し

な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
立
ち
位
置
が
あ
た
か
も
そ
こ
か
ら
分
離
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
負
の
集
合
的
記
憶
を
克
服
し

よ
う
と
い
う
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

５．

発
見
さ
れ
た
先
駆
、
な
ら
び
に
「
巧
」
の
復
権

さ
て
、
以
上
の
要
点
は
、「
古
林
」
と
い
う
記
号
が
、
巧
―
拙
と
い
う

軸
上
を
漂
泊
す
る
規
範
の
流
れ
の
中
で
、「
景
定
・
咸
淳
」
と
い
う
負
の

記
憶
に
対
す
る
反
動
と
し
て
形
成
さ
れ
た
一
種
の
磁
場
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
人
称
記
号
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

玉
村
の
「
偈
頌
主
義
」
運
動
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
中
で
は
、
ほ
と

ん
ど
意
味
の
あ
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
当
代
の
テ
ク
ス
ト

の
中
で
は
、
古
林
の
師
、
横
川
如
4
（
行
4
）〔1222

―1289

〕
の
「
名
」

を
語
る
声
も
ま
た
大
き
い14

。

例
え
ば
、
行
中
至
仁
〔1309

―1382

〕「
南
堂
和
尚
語
録
続
集
序
」（『
了

庵
和
尚
語
録
』
巻
九
、『
続
蔵
経
』）
に
は
、

宋
季
有
大
禅
師
、
曰
横
川
4
公
、
倡
松
源
西
丘
之
道
于
育
王
、
当

是
時
、
天
下
之
言
禅
者
、
惟
浮
靡
繊
巧
、
是
尚
其
弊
有
不
可
勝
言

者
、
禅
師
奮
起
、
一
変
時
習
、
俾
宗
綱
復
正
、
卓
然
還
禅
道
於
高

古
、
至
今
学
者
遵
之
、
以
為
楷
模
也
、
一
伝
而
古
林
、
再
伝
而
南

堂
、
信
乎
世
済
其
美
者
矣
、

宋
末
に
大
禅
師
が
あ
っ
た
。
横
川
4
公
と
曰い

い
、
松
源
・
西
丘

の
道
を
育い

王お
う

に
提
唱
し
た
。
こ
の
当
時
、
天
下
に
禅
を
口
に
す

る
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
浮
靡
繊
巧
で
、
そ
の
弊
風
は
何
と
も
言
い

難
い
も
の
が
あ
っ
た
。（
そ
こ
で
）
横
川
禅
師
は
奮
起
し
、
時
習

を
一
変
し
て
、
宗
道
の
綱
紀
を
復
正
せ
し
め
、
卓
然
と
し
て
禅

道
を
高
古
に
還か
え

し
た
。
今
に
至
っ
て
学
者
（
修
行
者
）
は
こ
れ
に

遵
い
、
そ
し
て
模
範
と
し
て
い
る
。
一
伝
し
て
古
林
（
清
茂
）、

再
伝
し
て
南
堂
（
清
欲
。
古
林
の
法
嗣
、
竺
僊
の
法
眷
）、
ま
こ
と

に
、
世
に
そ
の
美
を
済す
く

っ
た
者
で
あ
る
。
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と
あ
り
、
ま
た
、
天
隠
円
至
〔1256

―1298

〕
の
「
横
川
和
尚
語
録
序
」

（『
5
谿
牧
潜
集
』
巻
四
。
な
お
同
書
巻
三
に
は
「
横
川
和
尚
塔
記
」
も
あ
る
）
に

お
い
て
も
、

自
宋
衰
、
宗
徒
趣
習
苟
浅
、
言
禅
者
率
剽
摘
乾
淳
以
下
、
師
独
諄

諄
引
古
、
以
正
其
惑
、
声
希
而
味
淡
、
溺
於
所
習
者
頗
笑
6
之
、

師
不
為
変
、
守
益
固
、
既
則
翕
然
従
其
言
、
以
及
今
雖
童
機
齔
学
、

非
師
之
言
不
談
、
不
視
、
則
師
於
宗
道
、
其
所
振
興
摧
辟
、
7
茂

哉
、
故
常
謂
善
継
者
、
必
超
其
先
、
然
後
能
振
其
伝
、

宋
が
衰
え
て
か
ら
、
宗
徒
の
習
性
は
苟
か
り
そ
め
で
浅
く
、
禅
を
談
ず

る
者
は
率
お
お
む
ね
乾
道
・
淳
煕
（1165

―89
）
以
下
の
言
葉
を
剽か
す

め

摘と

っ
て
い
た
。（
横
川
）
師
は
た
だ
独
り
諄
諄
と
し
て
古
風
に
依

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
惑
い
を
正
そ
う
と
し
た
が
、
そ
の

声
調
は
希
か
す
か
で
味
あ
じ
わ
いは
淡う
す

く
、
は
や
り
に
溺
れ
る
者
は
ひ
ど
く
こ
れ

を
笑
い
6そ
し

っ
た
。（
し
か
し
）
師
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、（
そ
の
姿

勢
を
）
守
る
こ
と
益
ま
す
固
い
も
の
と
な
っ
た
。
や
が
て
（
人
々

は
）
こ
ぞ
っ
て
そ
の
言
葉
に
従
う
よ
う
に
な
り
、
今
と
な
っ
て
は

未
熟
な
修
行
者
で
さ
え
も
、
師
の
言
葉
で
な
く
て
は
語
ろ
う
と

も
せ
ず
、
見
よ
う
と
も
せ
ず
、
し
か
し
て
宗
道
の
師
と
な
っ
た
。

と
あ
る
。

行
中
は
、
横
川
が
時
習
を
一
変
し
て
宗
綱
を
復
正
し
、
禅
道
を
「
高

古
」（
＋
）
に
還か
え

し
た
と
、
そ
の
業
績
を
評
価
す
る
が
、
他
方
で
天
隠

は
、
か
つ
て
横
川
が
周
囲
か
ら
の
嘲
笑
の
的
に
な
っ
て
お
り
、
時
流
に

乗
れ
な
か
っ
た
、
或
い
は
乗
ら
な
か
っ
た
と
い
う
様
子
を
記
し
て
い

る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
に
指
摘
す
る
の
は
、
時
が
移
る
と
、
若
い
修

行
者
で
あ
っ
て
も
横
川
の
テ
ク
ス
ト
で
な
け
れ
ば
見
よ
う
と
も
し
な
く

な
っ
た
、
と
い
う
横
川
ブ
ー
ム
の
到
来
の
さ
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、

横
川
及
び
そ
の
門
弟
を
賛
美
し
よ
う
と
い
う
物
語
化
の
手
続
き
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
よ
う
な
言
表
が
可
能
に
な
っ
て
い
る

視
座
を
描
き
出
し
て
も
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
媒
体
と
し
て
、
無
秩
序
な
過
去
の
事

象
は
、
整
序
さ
れ
た
問
題
関
心
と
し
て
歴
史
化
＝
構
造
化
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
横
川
＝
先
駆
者
＝

起
源
と
い
う
図
式
が
産
み
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
可
能
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
彼
ら
が
過

去
を
傍
観
で
き
る
よ
う
な
場
所
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
言
わ
ば
こ
れ
は
、

因
果
関
係
の
恣
意
的
な
切
り
取
り
に
過
ぎ
な
い
。
過
去
〔
と
し
て
表
象
さ
れ
た
歴

史
＝
物
語
〕
は
、
現
在
と
い
う
局
限
性
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
相
貌
を
変
え
て
い

く
が
、
未
来
が
不
可
知
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
原
因
は
つ
ね
に
事
後
的
に
し
か

発
見
、
、

さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
横
川
が
、

そ
れ
以
降
の
歴
史
の
流
れ
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
時
制
的
な
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
で
遡
及
的
に
兆
候
・
先
駆
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
横
川
―
古
林
と
い
う
嗣
法
関
係
の
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中
で
、「
古
林
」
と
い
う
辞
項
に
権
力
が
附
帯
さ
れ
て
い
く
蓋
然
性
を
説
明
し
て

も
い
る
）。

し
か
し
な
が
ら
、
玉
村
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
中
で
は
、「
横
川
」
は
先

駆
と
し
て
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
一
端
と
し

て
窺
わ
れ
る
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
玉
村
の
描
き
出
し

た
、「
五
山
の
文
学
と
は
金
剛
幢
下
の
文
学
、
古
林
会
下
の
文
学
」（『
臨

済
宗
史
』、
一
七
七
頁
）
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
あ
っ
て
、「
古
林
」
と
い

う
辞
項
が
、
無
限
に
広
が
る
他
項
と
の
反
射
関
係
の
中
で
、
と
り
わ
け

義
堂
周
信
・
絶
海
中
津
と
い
う
名
と
の
連
関
を
肥
大
化
さ
せ
て
い
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
（
と
り
わ
け
義
堂
）。
つ
ま
り
、
古
林
清
茂
及
び
金
剛

幢
下
（
清
拙
正
澄
・
明
極
楚
俊
・
竺
僊
梵
僊
な
ど
の
大
陸
系
渡
来
僧
、
及
び
、
龍

山
徳
見
・
天
岸
慧
広
な
ど
の
留
学
僧
）
と
い
う
人
称
群
は
、
義
堂
・
絶
海
と

い
う
五
山
文
学
の
双
璧
と
し
て
有
意
味
化
さ
れ
る
外
項
に
連
結
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
五
山
文
学
の
歴
史
＝
物
語
の
中
に
重
要
な
名

前
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

五
山
の
詩
は
、
近
世
詩
壇
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
高
い
評
価
を
与
え

ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が15

、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
義
堂
・
絶
海
の
名
は

と
り
わ
け
重
き
を
置
か
れ
て
い
た
。「
登
時
ソ
ノ
カ
ミ

信
義
堂
・
津
絶
海
有
抜
群

之
才
」（
林
羅
山
『
五
山
文
編
』）。「
五
山
の
作
者
、
そ
の
名
今
に
徴
す
べ

き
も
の
、
百
人
に
下
ら
ず
。
し
か
し
て
絶
海
、
義
堂
、
そ
の
選
な
り
。

…
絶
海
、
義
堂
、
世
多
く
並
称
し
、
以
て
敵
手
と
為
す
」（
江
村
北
海
『
日

本
詩
史
』
巻
二
、
新
大
系
本
、
七
六
―
七
七
頁
）。
つ
ま
り
、
玉
村
の
描
く
歴

史
＝
物
語
は
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
凭も
た

れ
か
か
る
か
た
ち
で
逆
算
的
に

起
源
を
措
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
義
堂
・
絶
海
と

い
う
名
と
の
連
続
性
が
可
能
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、「
五
山
文
学
」
の

「
起
源
」
を
め
ぐ
る
物
語
は
そ
こ
で
完
結
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
五

山
文
学
の
母
体
」
に
は
、
既
に
そ
の
「
子
孫
」
がA

母
体
の
母
体B

と
い
う
錯
綜
し
た
か
た
ち
で
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
母
体
の
代
表
の
物

語
の
中
で
主
旋
律
を
妨
げ
て
し
ま
う
よ
う
な
要
素
は
周
辺
化
さ
れ
る
よ

う
、
予
め
定
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
玉
村
の

み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
広
い
意
味
で
近
世
と
地
続
き
に
あ

り
、
義
堂
・
絶
海
を
五
山
文
学
史
の
頂
点
に
置
く
と
い
う
、
近
世
以
来

の
因
習
的
視
点
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
規
範
は
も
う
一
方
の
極
へ
と
振
り
子
の
向
き

を
変
え
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
中
で
「
拙
」
が
沈
殿
の
兆
し
を
見
せ

始
め
る
に
及
び
、「
巧
」
に
よ
る
攪
拌
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
笑
隠
大

8
〔1284

―1344

〕（
四
六
の
作
者
と
し
て
著
名
。
そ
の
著
『
蒲
室
集
』
の
疏
の

部
分
は
、
日
本
禅
林
で
も
学
習
参
考
書
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
）
な
ど
は
、

或
謂
宋
季
宗
門
提
唱
、
流
於
時
習
、
委
靡
不
古
、
非
通
論
也
、
近

時
学
者
、
率
学
高
古
而
薄
俗
険
行
、
雖
言
如
仏
祖
、
何
益
哉
、

あ
る
人
が
、「
宋
末
の
宗
門
の
提
唱
は
、
時
習
に
流
れ
て
衰
え
、

古
風
を
失
っ
た
」
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
定
論
と
は
言
え
ま
い
。
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近
時
の
学
者
は
、
大
抵
が
高
古
を
学
ぶ
も
の
だ
が
、（
そ
の
実
は
）

薄
俗
険
行
で
、
言
葉
が
仏
祖
に
比
す
る
と
し
て
も
、
何
の
益
が

あ
る
と
言
う
の
か16

。

な
ど
と
述
べ
て
、
宋
末
へ
の
批
判
の
声
を
更
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
「
仏
祖
」
の
よ
う
な
詩
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

蘇
軾
が
批
判
し
た
、
僧
の
詩
の
「
酸
餡
気
」（
味
が
な
い
）
と
通
底
す
る

（
葉
夢
得
『
石
林
詩
話
』）。
僧
の
詩
が
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
を
理

想
化
す
る
あ
ま
り
に
か
え
っ
て
杜
撰
に
失
し
や
す
く
な
る
と
い
う
陥
穽

を
難
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
元
末
明
初
の
恕
中
無

慍
〔1309

―1386

〕（
日
本
へ
の
招
請
を
受
け
た
が
辞
退
し
た
）
も
同
様
で
あ

る
。
そ
の
「
題
先
竺
頌
後
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

宋
季
咸
淳
間
、
諸
尊
宿
凡
寓
興
贈
別
、
及
申
咏
字
号
之
類
、
皆
有

頌
、
以
四
句
為
準
、
其
作
至
精
、
仮
使
滅
去
名
目
、
而
其
義
自
昭

顕
、
…
…
後
之
為
者
、
既
不
知
所
宗
、
又
尠
才
学
惟
務
雄
快
直
致

以
矯
咸
淳
之
習
、
或
得
理
而
遺
事
、
或
得
事
而
遺
理
、
甚
至
事
理

胥
失
者
有
之
、
不
察
已
病
、
反
軽
議
先
輩
盛
作
、
如
見
之
即
揚
眉

9
口
、
為
侮
慢
態
、
若
将
A
焉
、
間
遇
当
世
有
超
越
格
量
、
称
性

而
説
者
、
視
之
茫
然
莫
測
、
必
指
以
為
非
、
而
欲
牽
引
証
拠
、
誑

誘
新
学
、
則
又
曰
咸
淳
所
製
如
彼
、
而
今
所
為
反
是
、
吁
甚
矣
其

矯
乱
也
、

宋
の
末
期
、
咸
淳
（1265

―74

）
年
間
、
諸
尊
宿
は
凡
そ
興
を

寓か
た
ど
っ
て
離
別
の
頌う
た

を
贈
り
あ
い
、
字
号
の
類
を
作
成
す
る
に
あ

た
っ
て
も
皆
、
頌う
た

を
作
っ
た
。
四
句
（
絶
句
）
を
標
準
と
し
た

が
、
そ
れ
ら
の
作
は
至
精
で
あ
り
、
仮た
と

え
そ
の
題
目
を
削
り
取

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
義
（
意
旨
）
は
自
然
と
は
っ
き
り
顕あ
ら

わ

れ
て
い
た
。
…
…
（
し
か
し
）
後
年
、
頌う
た

を
作
る
者
は
、
も
は
や

宗
と
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
又
た
才
学
も
尠す
く

な
く
、
惟
だ
雄

快
で
直
致

ぎ
こ
ち
な
い
も
の
を
作
ろ
う
と
務
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
咸
淳
の
風

習
を
矯た
だ

そ
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
或
る
も
の
は
（
確
か

に
）
理
は
得
て
い
る
も
の
の
事
は
遺わ
す

れ
て
お
り
、
或
る
も
の
は

（
確
か
に
）
事
は
得
て
い
る
も
の
の
理
は
遺わ
す

れ
て
い
る
と
い
っ
た

あ
り
さ
ま
で
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
、
事
・
理
の
い
ず
れ
も

失
す
る
よ
う
な
も
の
さ
え
あ
っ
た
。
も
は
や
病
ん
で
い
る
こ
と

さ
え
察わ
か

ら
ず
、
反
っ
て
先
輩
の
傑
作
を
軽
々
し
く
論
じ
る
こ
と

さ
え
あ
っ
た
。（
そ
し
て
）
如も

し
そ
の
よ
う
な
も
の
を
見
た
ら
、

眉
を
揚
つ
り
あ
げ
声
を
9

は
り
あ

げ
、
侮
あ
な
ど
り
傲
慢
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
。
も

は
や
世
は
Aけ
が

れ
き
っ
て
は
い
た
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
ご
く

ま
れ
に
、
別
格
に
し
て
本
旨
を
語
り
う
る
よ
う
な
者
が
い
る
に

は
い
た
。
し
か
し
、（
彼
ら
は
）
そ
の
よ
う
な
人
物
を
視
る
や
、

わ
け
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
必
ず
指
を
さ
し
て
非
難
し
、
し
か
も
あ

れ
こ
れ
証
拠
を
並
べ
立
て
て
、
入
門
生
を
誘
惑
し
、
そ
こ
で
ま

た
曰い

う
の
で
あ
る
、「
あ
れ
こ
そ
ま
さ
に
咸
淳
の
昔
に
作
ら
れ
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て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
。
し
か
し
今
作
ら
れ
て
い
る
も
の
は
全

く
そ
の
逆
だ
」
と
。
あ
あ
、
こ
の
矯
乱
た
る
や
、
な
ん
と
し
た

こ
と
か17

。

恕
中
は
「
宋
季
」
の
作
が
「
至
精
」（
緻
密
）（
＋
）
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
後
学
の
作
が
た
だ
「
雄
快
・
直
致
」（
ひ
ね
り
の
な
い
ま
っ
す
ぐ
さ
、

ぎ
こ
ち
な
さ
）（
－
）
に
つ
と
め
る
だ
け
だ
と
、
そ
の
杜
撰
さ
を
批
判
し
、

「
巧
」
の
復
権
を
促
し
て
い
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、「
巧
」→

「
拙
」

→

「
巧
」
と
、
規
範
が
漂
泊
し
て
い
く
過
程
を
見
る
。
勿
論
、
巧
／
拙

の
二
分
法
は
い
つ
の
時
代
に
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
傾
斜
の
度

合
い
を
変
え
な
が
ら
併
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
実
際
上
、
宋
末
＝
巧
／
元
初
＝
拙
／
元
末
＝
巧
、
と
い
う
よ
う
に
、

時
間
軸
を
輪
切
り
に
し
て
そ
こ
に
完
全
な
る
均
質
性
が
で
き
あ
が
っ
た

と
極
論
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
緩
や
か
に
は
、
以
上
の
よ
う
な

歴
史
＝
物
語
の
認
識
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
は
確
か
だ
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
目
を
移
し
て
唐
末
・
五
代
の
テ
ク
ス
ト
を
見
れ
ば
、
法

眼
文
益
〔885

―958

〕
が
難
ず
る
当
時
の
禅
林
の
一
面
は
、
先
の
笑
隠
・

恕
中
の
文
言
と
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

稍
覩
諸
方
宗
匠
参
学
上
流
、
以
歌
頌
為
等
閑
、
将
製
作
為
末
事
、

任
情
直
吐
、
多
類
於
埜
談
、
率
意
便
成
絶
肖
於
俗
語
、
自
謂
、
不

拘
B
C
、
匪
択
穢
孱
、
擬
他
出
俗
之
辞
、
標
帰
第
一
之
義
、
識
者

覧
之
嗤
笑
、
愚
者
信
之
流
伝
、（『
宗
門
十
規
論
』
第
九
）

諸
方
の
宗
匠
や
、
参
学
の
上
流
を
覩み

て
み
る
と
、
歌
頌
を
等
閑
な
お
ざ
り

に
し
、
製
作
を
些
末
な
こ
と
と
し
、
情
に
任
せ
て
直
吐
す
れ
ば
、

多
く
野
談
に
類
し
、
意
に
率ま
か

せ
て
成
せ
ば
、
絶
ほ
と
ん
ど
俗
語
の
よ
う

で
あ
る
。（
そ
し
て
）
自
か
ら
は
言
う
の
で
あ
る
、「
精
粗
に
は

拘
泥
せ
ず
、
汚
れ
弱
々
し
い
表
現
を
択え
ら

ば
ず
、
出
俗
の
辞
こ
と
ば
に
擬
の
っ
と

っ
て
、
第
一
義
（
真
理
）
を
掲
げ
よ
う
」
と
。
識
者
は
こ
れ
を

覧
て
嗤
笑
わ

ら

い
、
愚
者
は
こ
れ
を
信
じ
て
流
伝
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
規
範
の
漂
泊
が
長
期
的
な
ス
パ
ン
の
中
で

繰
り
返
さ
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
は
、
反
復
運
動
と
し
て
の
文
学
史
で
あ
る
。

詩
の
技
巧
が
規
範
化
さ
れ
た
り
、
逆
に
素
朴
さ
が
称
揚
さ
れ
た
り
す

る
の
は
、
人
の
審
美
的
感
覚
に
ど
の
よ
う
な
回
路
が
組
み
込
ま
れ
た

「
効
果
」
な
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
人
は
、

表
現
と
し
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
か
ら
ず
「
巧
く
」
そ

し
て
「
正
し
く
」
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、「
拙

さ
」
＝
異
常
な
言
語
使
用
は
、
既
に
意
識
の
上
で
は
排
除
の
方
向
へ
と

そ
の
歩
み
を
進
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①
人
は
、
正
常
な
言
語
使
用
を

定
位
す
る
た
め
に
異
常
な
言
語
使
用
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、

②
技
巧
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
で
、
か
え
っ
て
自
然
さ
か
ら
乖
離
し
て
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し
ま
う
。
禅
林
が
「
自
然
さ
」
を
価
値
規
範
の
軸
の
一
つ
に
置
い
て
い

る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
そ
の
点
か
ら
、
③
人
々
は
や
が

て
自
然
さ
の
復
権
を
唱
え
始
め
、
技
巧
性
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
る
。

④
そ
う
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
異
常
な
言
語
使
用
を
許
容
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
正
常
さ
か
ら
乖
離
す
る
こ
と
に
な
る
。
⑤
そ
の
結
果
、
①
へ

戻
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
言
表
は
、
以
上
の
よ
う
な
循
環
構

造
の
中
に
あ
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
が
、
個
人
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
そ

し
て
複
合
的
に
規
範
の
流
れ
を
形
成
し
、
時
代
の
価
値
観
と
し
て
言
説

化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

６．

無
視
・
隠
蔽
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト

前
述
の
よ
う
に
、
玉
村
の
視
座
は
、
法
系
還
元
主
義
と
で
も
言
う
べ

き
特
徴
を
持
つ
が
（
端
的
に
言
え
ば
、
出
来
事
の
原
因
を
強
く
「
法
系
」
に
求

め
る
よ
う
な
考
え
方
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
系
の
中
に
、
大
慧
派
対
松

源
派
（
古
林
派
）
と
い
う
対
立
軸
が
「
発
見
」
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
玉

村
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
自
体
が
「
大
慧
派
」
の
テ
ク
ス
ト
を
周
辺
化
す
る
と

い
う
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
「
俗
化
」
と
評
価
さ
れ
た
、
ま
さ
に
「
宋
末
」

の
「
大
慧
派
」
に
数
え
ら
れ
る
人
々
の
言
表
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

も
あ
る
の
で
あ
る
。

¡

北
0
居
簡
〔1164

―1246

〕「
晩
唐
声
益
宏
、
和
益
衆
、
復
還
正

始
、
厥
後
為
之
弾
圧
、
未
見
気
力
宏
厚
如
此
、
駸
駸
末
流
、
着

工
夫
於
風
煙
草
木
、
争
妍
取
奇
、
自
負
能
事
尽
矣
、
所
謂
厚
人

倫
、
美
教
化
、
移
風
俗
、
果
安
在
哉
」（
内
閣
文
庫
本
『
北
0
文

集
』
巻
五
「
送
高
九
萬
菊
0
游
呉
門
序
」）

晩
唐
の
声

益ま
す

ま
す
宏お
お

き
く
、
和
す
る
も
の
益
ま
す
衆お
お

し
。

復
た
正
始
に
還
り
て
、
厥そ

の
後

之
れ
を
弾
圧
せ
ん
と
す
る

も
、
未
だ
気
力
宏
厚
な
る
を
見
ざ
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
駸

駸
た
る
末
流
、
風
煙
草
木
に
工
夫
を
着
け
、
妍
み
め
よ
きを
争
あ
ら
そ
い
て
奇

を
取
り
、
能
事
尽つ
く

せ
り
と
自
負
す
。
所
謂
「
人
倫
を
厚
く
し
、

教
化
を
美
し
、
風
俗
を
移
す
」
も
の
（
詩
経
大
序
）、
果
し
て

安い
ず

く
に
在
り
や
。

¡

淮
海
元
肇
〔1189

―1265

〕「
詩
本
乎
情
性
、
止
乎
礼
義
、
…
…

年
来
江
湖
吟
社
、
率
皆
活
衒

﹇
衒
沽
カ
﹈
相
高
、
有
如
龍マ
マ

断
、
風
雅
之
道
熄

矣
」（
内
閣
文
庫
本
『
淮
海
外
集
』
巻
下
「
題
劉
清
軒
吟
巻
」）

詩
は
情
性
に
本
づ
き
、
礼
義
を
正
し
く
す
。
…
…
年
来
、
江

湖
の
D

社
は
、
率
お
お
む

ね
皆
相
高

し
ょ
う
こ
う

（
大
臣
・
高
官
）
に
沽
衒
こ
げ
ん

し

（

）、
壟ろ
う

断だ
ん

（

）
す
る
が
如
き
有
り
て
、
風
雅
の

道
熄や

み
ぬ
。

¡

蔵
叟
善
珍
〔1194

―1277

〕「
前
輩
所
謂
法
語
者
達
吾
胸
中
悟
門

見
地
、
使
学
者
知
所
趣
入
也
、
今
之
為
法
語
者
不
然
、
如
小
杜

賦
阿
房
、
形
容
秦
主
之
雄
心
覇
気
尽
六
国
之
精
英
、
可
謂
工
矣
、

然
想
像
以
賦
之
也
、
又
如
游
侠
少
年
、
晩
節
高
冠
博
帯
而
談
道

利
益
を
独
占

す
る
こ
と

み
せ
び
ら
か

し
て
売
る

－ 18－



学
、
其
剽
竊
先
儒
言
論
、
可
謂
勤
矣
、
然
矯
揉
以
為
之
也
」（
内

閣
文
庫
本
『
蔵
叟
摘
藁
』
巻
下
・
題
跋
「
跋
密
庵
法
語
」）

前
輩
の
所
謂
法
語
は
、
吾
が
胸
中
の
悟
門
見
地
に
達
し
て
、

学
者
を
し
て
趣
入
す
る
所
を
知
ら
し
む
る
も
の
な
り
。
今
の

法
語
を
為
す
者
は
然
ら
ず
。
小
杜
が
阿
房
を
賦
し
て
、
秦
主

の
雄
心
覇
気
六
国
の
精
英
を
尽
く
す
こ
と
を
形
容
す
る
が
如

き
は
、
工
み
な
り
と
謂
う
可
し
。
然
れ
ど
も
想
像
し
て
以
て

之
れ
を
賦
す
る
な
り
。
又
た
游
侠
の
少
年
の
、
晩
節
に
高
冠

博
帯
し
て
道
学
を
談
じ
、
其
の
先
儒
言
論
を
剽
竊
す
る
が
如

き
は
、
勤
な
り
と
謂
う
可
し
。
然
れ
ど
も
矯
揉
（

）
し

て
以
て
之
れ
を
為
す
な
り
。

¡

物
初
大
観
〔1201

―1268

〕「
詩
至
唐
而
工
、
至
晩
唐
工
而
苦
、

捐
古
専
律
、
刻
約
錬
磨
、
雖
波
瀾
光
焔
非
其
力
所
及
、
而
単
辞

偶
句
使
人
味
恋
吟
嘆
不
而
已
、
近
世
争
効
之
、
然
亦
豈
易
到
哉
、

至
若
山
林
之
士
、
…
…
又
非
専
事
乎
刻
約
錬
磨
也
」（
内
閣
文
庫

本
『
物
初
E
語
』
巻
十
三
「
樵
屋
吟
藁
序
」）

詩
は
唐
に
至
っ
て
工た
く

み
、
晩
唐
に
至
っ
て
工
み
に
し
て
苦
。

古
を
捐す

て
律
を
専
ら
に
し
て
、
刻
約
錬
磨
せ
り
。
波
瀾
光
焔

（

）
は
其
の
力つ
と

め
て
及
ぶ
所
に
非
ず
と
雖
も
、
而
る
に

単
辞
偶
句
は
人
を
し
て
味
恋
吟
嘆
せ
し
む
る
や
不い
な

や
の
み
。

近
世
争
っ
て
之
れ
に
効な

ら

う
も
、
然
し
て
亦
た
豈
に
易
く
到
ら

ん
や
。
山
林
の
士
が
若
き
に
至
っ
て
は
、
…
…
又
た
専
ら
刻

約
錬
磨
を
事
と
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。

¡

無
文
道
1
〔1214

―1271

〕「
自
浮
淫
新
巧
之
声
作
、
中
和
淡
泊

之
音
廃
、
始
於
江
左
、
盛
於
唐
季
、
餘
波
末
流
、
横
出
於
乾
道

淳
熙
之
後
、
正
音
不
競
、
猶
壊
絃
弊
軫
不
満
人
聴
、
嗟
夫
、
詩

道
亡
矣
」（
国
会
図
書
館
本
『
無
文
印
』
巻
十
「
跋
復
休
庵
詩
集
」）

浮
淫
新
巧
の
声
作お
こ

り
て
自よ

り
、
中
和
淡
泊
の
音
廃す
た

る
る
は
、

江
左
（
江
東
＝
六
朝
）
に
始
ま
り
、
唐
季
に
盛
ん
な
り
。
餘
波

末
流
は
横
ざ
ま
に
乾
道
（1165

―73

）・
淳
F
（74

―89

）
の

後
に
出
で
て
、
正
音
競
わ
ず
、
猶な
お

壊
絃
（

）
弊
軫
（

）

の
人
の
聴
く
に
満
た
さ
ざ
る
が
ご
と
し
。
嗟あ

夫あ

、
詩
の
道
亡

び
た
る
矣か
な

。

玉
村
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
規
範

の
揺
れ
動
き
は
、
法
系
の
問
題
と
し
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、「
大
慧
派
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
括
ら
れ
た
記
述
を
瞥

見
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
玉
村
的
図
解
と
整
合
し
な
い
記
述
も
見
え

て
く
る
の
で
あ
る18

。
例
え
ば
、
上
記
の
北
0
の
言
表
な
ど
は
、
ま
さ
し

く
「
金
剛
幢
下
」
の
言
説
と
地
続
き
の
場
所
に
配
置
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
確
か
に
淮
海
の
作
品
な
ど
を
見
る
と
、
詩
が
五
律
に

特
化
し
て
い
る
よ
う
な
傾
向
も
看
取
さ
れ
、
元
朝
禅
林
が
歌
・
聯
句
な

ど
の
多
様
な
ス
タ
イ
ル
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
差

異
は
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
淮
海
に
し
て
も
一
方
で
は
当
代

倒
れ
た

こ
と
じ

壊
れ
た

げ

ん

勢
い
の
あ
る

立
派
な
文
章

悪
い
こ
と

を
改
め
る
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の
詩
壇
に
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
無
文
な

ど
は
、
そ
の
記
述
の
う
ち
に
「
詩
道
亡
矣
」
と
い
う
文
句
を
連
発
し
な

が
ら
当
代
の
詩
壇
の
傾
向
を
糾
弾
し
て
い
る
の
で
あ
る19

。
如
上
、
こ
れ

ら
の
記
述
は
玉
村
の
提
示
す
る
図
式
よ
り
も
、
更
に
複
雑
な
様
相
を
示

し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い20

。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ

ろ
、『
北
0
文
集
』
や
『
無
文
印
』
な
ど
が
五
山
禅
僧
に
ど
れ
だ
け
読

ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
（
実
際
に
も
、
五
山
禅
僧
に
と
っ
て
教
科
書
的
な
存
在

と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
）、
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
「
五
山

文
学
の
母
体
」
を
名
の
る
権
利
は
予
め
剥
奪
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
「
俗
化
」
と
断
罪
し
、
排
除
・
隠
蔽
し
て
き
た

玉
村
史
観
に
あ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
既
定
路
線
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の

で
あ
る
。

以
上
、
巧
―
拙
と
い
う
表
現
上
の
審
美
軸
の
上
に
、「
古
林
」
を
は

じ
め
と
す
る
人
称
記
号
が
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
か
を

見
て
き
た
。

そ
の
中
で
、
玉
村
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
規
範

（
及
び
規
範
へ
の
信
仰
）
が
社
会
（
禅
林
と
い
う
社
会
空
間
）
に
よ
っ
て
生
産
／

規
制
／
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
編
制
の
中
で
語
ら
れ
る

名
前
と
語
ら
れ
な
い
名
前
と
が
選
別
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
禅
林
の
構
成

員
が
そ
の
よ
う
な
視
線
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
動
的
に

（
半
ば
制
度
的
に
）
詩
作
の
方
向
性
が
定
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
中
で

は
、
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
主
体
群
の

声
が
完
全
に
忘
却
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
巧
に
よ
る
拙
へ

の
批
判
、
拙
に
よ
る
巧
へ
の
批
判
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
二
項
対
立
的

に
か
み
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
多
数
の
群
衆
が
巧
に
流
れ
て

い
る
か
、
拙
に
流
れ
て
い
る
か
、
そ
の
歴
史
的
局
限
性
の
中
で
、
発
話

の
意
味
そ
し
て
効
果
は
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
或

い
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
同
じ
中
道
に
位
置
し
な
が
ら
、
そ
の
偏
向
を
是

正
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
発
話
は
同
一
の
基

軸
の
上
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
玉
村
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
あ

る
人
物
が
あ
る
詩
の
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
は
必
ず
わ

れ
わ
れ
の
知
り
う
る
人
物
（
選
別
制
度
を
勝
ち
残
っ
た
、
語
ら
れ
う
る
主
体
）

に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
了
解
し
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
系
の
中
に
幾
つ
か
の
対
立
の
構
図
が
創
り
出
さ
れ
る

、
、
、
、
、
、

こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
は
、
歴
史
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か

っ
た
無
名
の
主
体
群
の
声
は
（
既
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
上
に
、

二
重
に
）
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
規
範
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
ほ
ど
長
期

間
か
つ
広
範
囲
に
、
流
通
・
拡
散
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
力
学
は
、
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
の
内
部
に
価
値
構

造
を
作
り
出
す
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
力
は
名
前
と
結
託
し
や
す
い
性
質
を
必
然
的
に
備
え
て

い
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
幾
つ
か
の
名
前
が
様
々
な
正
符
号
（
＋
）
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
、
権
力
を
帯
び
て
い
く
過
程
を
見
て
き
た
。
あ
る
無
名

氏
の
名
前
が
語
ら
れ
ず
（
流
通
せ
ず
）、「
古
林
清
茂
」
と
い
う
名
前
が
語

ら
れ
る
（
流
通
し
て
い
く
）、
そ
の
よ
う
な
機
構
（
回
路
）
の
中
で
、「
古

林
」
と
い
う
固
有
名
の
公
共
的
意
味
は
権
力
を
帯
び
な
が
ら
充
足
し
て

い
っ
た
。「
古
林
」
と
い
う
名
が
歴
史
＝
物
語
の
中
で
、
流
通
し
、
拡

散
し
、
記
録
化
さ
れ
る
の
は
、「
古
林
」
が
、
歴
史
＝
過
去
の
集
積
体

の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
群
衆
の

声
を
抑
圧
し
な
が
ら
正
当
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
標
準
化
の
回
路
の

「
効
果
」
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
古
林
」
と
い
う
名
前
は
無

名
の
群
衆
の
声
と
の
反
射
関
係
の
効
果
と
し
て
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
名
に
は
敗
者
の

声
が
見
え
な
い
か
た
ち
で
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
勝
者
の
名
が
大
き
く
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
照
射
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
敗
者
の
声
を
聞
か
ず
し
て
聞
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
あ
る
。「
五
山
文
学
の
母
体
」
と
呼
ば
れ
た
文
学
現
象
は
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
こ
れ
か
ら
も
な
お
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
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石
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郎

訳
『
芸
術
の
規
則
Ⅰ
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藤
原
書
店
、
一
九
九
五
年
）、『
芸
術
の
規
則
Ⅱ
』（
藤
原
書

店
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

２
『﹇
現
代
日
本
﹈
朝
日
人
物
事
典
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

３

「
偈
頌
」
と
は
、
玉
村
の
説
明
に
従
う
な
ら
ば
、「
偈
頌
と
詩
と
は
、
形
式
上
は
何

等
の
差
違
も
な
い
も
の
で
、
た
だ
題
材
が
仏
教
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
之
を
偈
頌
と

い
っ
て
、
詩
と
区
別
す
る
に
過
ぎ
な
い
」（『
五
山
文
學
』、
八
九
頁
）
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

４

『
続
蔵
経
』
所
収
。
ま
た
、
同
書
は
私
算
で
は
総
計
三
百
三
十
八
首
の
偈
頌
を
収

録
す
る
（
竺
僊
の
「
刊
古
林
和
尚
拾
遺
偈
頌
緒
」
に
は
「
二
百
九
十
四
首
」
＋
「
三

十
九
首
」
＋
「
五
首
」
と
あ
る
）。
な
お
、
こ
れ
が
古
林
と
い
う
辞
項
に
よ
っ
て
束

ね
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
総
て
で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
の
中
に
「
休
居
来
雲
岩
、
偈
債

有
千
万
、
年
頭
至
年
尾
、
迅
筆
写
不
弁
」（
送
允
維
那
帰
四
明
）、「
詩
成
已
千
首
」

（
次
韓
知
事
韻
）
な
ど
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
さ
れ
る
。
ま
た
、
古
林
に
は
「
擬

寒
山
詩
」
三
百
首
が
あ
っ
た
と
「
行
実
」
は
伝
え
る
。

５
『
大
慧
宗
門
武
庫
』
巻
上
、『
西
山
夜
話
』、『
夢
中
問
答
集
』
な
ど
。

６
　
拙
を
自
然
性
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
言
説
は
、
既
に
宋
代
詩
論
の
中
に
現
れ
て
い

る
。『
鶴
林
玉
露
』
人
（
丙
）
集
巻
三
「
作
詩
必
以
巧
進
、
以
拙
成
。
故
作
字
惟
拙

筆
最
難
、
作
詩
惟
拙
句
最
難
。
至
於
拙
、
則
渾
然
天
全
、
工
巧
不
足
言
矣
」。

７
　
新
体
系
本
脚
注
に
よ
る
と
、「
マ
ワ
イ
タ
」
は
「
マ
ワ
シ
タ
」
の
音
便
形
。「
マ
ワ

ス
は
工
夫
を
こ
ら
す
の
意
」
で
あ
る
と
い
う
。

８
『
竺
僊
疑
問
』（『
禅
林
象
器
箋
』
二
十
一
・
偈
頌
）。
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９
　
例
え
ば
、
斉
己
〔864

？
―943

？
〕「
龍
牙
和
尚
偈
頌
序
」（『
禅
門
諸
祖
偈
頌
』、

『
新
纂
続
蔵
経
』
六
六
、
七
二
六
頁
下
）。『
竺
僊
疑
問
』（『
禅
林
象
器
箋
』
二
十

一
・
偈
頌
）。
夢
巌
祖
応
〔
？
―1374

〕
内
閣
文
庫
本
『
北
0
詩
集
』
跋
（
な
お
、

『
五
山
文
学
全
集
』
所
収
の
『
旱
霖
集
』
に
も
「
跋
重
刊
北
0
詩
後
」
と
し
て
収
録

さ
れ
る
が
、
誤
字
が
あ
る
）
な
ど
参
照
。

10

大
日
本
仏
教
全
書
所
収
『
竺
僊
語
録
』
法
語
。
な
お
、『
禅
林
象
器
箋
』
二
十

一
・
偈
頌
に
引
用
さ
れ
る
、『
竺
仙
疑
問
』
の
一
節
に
、「
至
於
景
定
咸
淳
之
間
、
所

謂
大
道
衰
、
変
風
変
雅
之
作
、
於
是
雕
蟲
篆
刻
競
之
、
倣
効
晩
唐
詩
人
小
巧
声
韻
」

と
あ
り
、
こ
の
前
後
の
文
章
と
あ
わ
せ
て
注
意
さ
れ
る
。

11

「
醇
は
純
モ
ツ
ハ
ラの
心
也
」（『
蕉
窓
夜
話
』
群
書
類
従
本
、
五
五
九
頁
）。

12

虎
関
師
錬
『
済
北
集
』
巻
十
一
・
詩
話
、
一
八
一
頁
、
同
巻
十
二
・
清
言
、
一
九

五
頁
な
ど
。

13

『
東
海
一
G
集
』
四
「
文
明
軒
雑
談
」
下
（『
五
山
文
学
新
集
』
第
四
巻
、
四
八
四

頁
）。

14

玉
村
に
お
い
て
は
、「
横
川
如
4
は
当
時
禅
林
第
一
の
文
豪
で
、
文
藻
に
豊
か
な

人
」
と
し
て
簡
潔
に
記
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
（『
臨
済
宗
史
』、
一
六
三
頁
）。

15

「
五
山
諸
僧
文
雅
ノ
権
ヲ
ト
リ
テ
ヨ
リ
、
コ
ト

ぐ
ク
宋
元
ノ
詩
ヲ
学
ビ
シ
ヨ
リ
、

詩
道
地
ヲ
払
テ
、
ソ
ノ
詩
ヲ
ヨ
ム
ニ
何
ヤ
ラ
ス
マ
ヌ
語
ド
モ
ニ
ナ
リ
タ
リ
、
コ
ヽ
ニ

テ
詩
ガ
ヤ
ミ
タ
ル
ナ
リ
」（
滕
太
冲
『
太
冲
詩
規
』〔『
日
本
詩
話
叢
書
』
第
九
巻
〕）。

16

『
笑
隠
8
禅
師
語
録
』（『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
69
）
巻
四
・
題
跋
「
題
東
湖
無

文
墨
跡
」。

17

『
恕
中
和
尚
語
録
』（『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
71
）
巻
六
・
題
跋
。

18

ま
た
、
そ
の
文
才
を
高
く
評
価
さ
れ
る
北
0
居
簡
に
し
て
も
、「
拙
庵
以
拙
為
人
、

人
所
共
用
、
唯
北
0
向
巧
拙
不
及
処
」（『
北
0
和
尚
語
録
』
石
渓
心
月
序
）、「
北
0

和
尚
、
自
是
甘
露
滅
、
舟
峰
庵
、
秀
紫
芝
之
流
亜
、
見
仏
照
師
祖
後
、
巧
尽
拙
出
」

（
同
上
、
大
川
普
済
序
）
な
ど
と
「
拙
」
と
相
関
化
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
玉
村
は
、「
明
朝
」
へ
の
展
開
と
し
て
も
次
の
よ
う
な
図
式
化
を
行
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
金
剛
幢
下
全
盛
の
時
代
に
、
既
に
一
方
に
は
、
嘗
て
南
宋
末

に
隆
盛
で
あ
っ
た
大
慧
派
が
再
び
勢
力
を
盛
り
か
え
し
て
来
る
兆
候
が
見
え
出
し

て
」
お
り
、「
こ
の
派
は
、
禅
林
の
実
用
文
書
作
成
に
際
し
て
四
六
駢
儷
文
体
使
用

の
徹
底
化
と
、
貴
族
社
会
の
社
交
手
段
、
或
は
教
養
と
し
て
の
純
文
芸
（
詩
文
）
の

賞
玩
と
い
う
二
点
が
特
質
と
な
っ
て
い
」
た
が
（『
五
山
文
學
』、
九
二
頁
）、
明
代

に
は
、
こ
の
「
俗
化
」
の
流
れ
に
一
本
化
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

19

こ
の
う
ち
、
無
文
と
物
初
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
同
時
代
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
禅
林
詩
に
お
け
る
修
辞
技
法
の
問
題
―
―
南
宋
末
期
の
禅
家
の
発
言
を
通
し

て
―
―
」（『
日
本
研
究
』〈
広
島
大
学
〉
十
八
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

20

そ
も
そ
も
禅
林
は
、「
一
師
一
友
」
を
「
禅
病
」
の
一
つ
と
数
え
る
よ
う
に
（『
虚

堂
録
』
巻
四
「
双
林
夏
前
告
香
普
説
」）、「
遍
参
」
制
度
に
よ
っ
て
オ
ー
プ
ン
な
か

た
ち
の
教
育
方
法
を
実
践
し
て
い
る
。
禅
僧
（
修
行
者
）
は
、
定
期
的
に
師
を
変
え
、

移
動
を
繰
り
返
し
、
そ
の
た
び
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
の
組
み
替
え
を
行
っ
て
い
た
。
そ

の
中
で
は
、
出
身
地
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
よ
う
な
傾
向
も
見
え
る
。
そ

の
よ
う
な
人
的
結
合
の
可
変
性
・
流
動
性
・
開
放
性
は
、
玉
村
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
お

い
て
は
不
可
視
化
さ
れ
、
そ
れ
に
替
わ
っ
て
法
系
図
と
い
う
紙
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た

固
定
的
・
閉
鎖
的
な
人
間
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
が
肥
大
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
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も
そ
も
「
大
慧
派
」
と
い
う
呼
称
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
う
る
よ
う
な
同
質
性
を
持
っ

た
集
団
が
存
在
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が
忘
却
さ
れ
た
ま
ま
、「
大
慧
派
」

の
傾
向
と
い
う
虚
像
が
摘
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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