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一

中
世
に
壗
け
る
、
か
の
幽
玄
美
と
夢
幻
的
仙
界
槻
と
の
藝
術
な
る
能
樂
の
完
成
者
、
世
阿
彌
の
偉
大
さ
に
關
し
て
は
、
或

は
彼
の
歴
史
的
、
祗
會
的
立
場
か
ら
、
或
は
又
そ
の
藝
術
上
の
理
論
や
方
法
か
ら
等
、
種
盈
な
る
方
面
か
ら
こ
れ
を
考
察
す

る
事
が
出
來
ろ
が
、
今
、
思
想
史
の
立
場
か
ら
眺
め
る
時
、
吾
海
は
、
彼
の
能
樂
に
關
す
る
多
く
の
苓
述
を
通
し
て
そ
の
中

に
展
開
す
る
、
一
つ
の
哲
學
的
思
索
、
或
は
束
洋
風
に
言
へ
ぼ
一
つ
の
悟
道
、
と
も
呼
織
る
べ
き
も
の
に
於
て
彼
の
偉
大
さ

を
發
見
し
、
且
つ
興
味
を
そ
’
ら
れ
る
。
即
ち
彼
の
著
述
を
年
代
順
に
配
列
し
て
兇
《
。
な
ら
ば
、
吾
堂
は
其
虎
に
彼
の
藝
道

上
の
思
索
と
冊
嶮
が
次
第
に
深
め
ら
れ
高
め
ら
れ
て
行
き
，
終
に
は
祈
學
的
な
世
界
観
に
ま
で
到
逹
し
て
ゐ
る
の
を
知
る
事

が
出
来
る
。
其
庭
に
於
て
は
能
樂
は
彼
の
生
命
の
行
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
仙
界
は
彼
に
取
っ
て
絶
對
的
な
境
域
で
あ

っ
た
。
も
と
よ
り
彼
の
悟
道
が
全
部
完
全
に
著
述
せ
ら
れ
、
又
表
現
し
誰
さ
れ
た
と
は
云
へ
な
い
で
あ
ら
う
が
、
此
の
拙
文

に
於
て
は
彼
の
著
作
を
通
じ
て
そ
の
思
想
展
開
の
一
端
を
窺
っ
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
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阿
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次
の
如
く
で
あ
る
。

著

一
、
花
傳
番

世
川
彌
の
柁
蕊
論
に
於
け
る
推
調
的
思
想
一
八
○

彼
の
現
存
の
著
作
に
は
年
代
の
川
か
な
る
も
の
と
不
明
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
今
卑
見
に
從
っ
て
配
列
卒
試
み
る
な
ら
ば
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一
四
、
夢
跡
一
紙
永
享
四
年
七
○

一
五
、
七
十
以
後
口
傳
永
享
五
年
七
一
．

一
六
、
金
島
集
永
享
八
年
七
四

此
等
の
著
作
の
中
，
此
の
小
論
に
於
て
取
扱
は
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
二
よ
り
八
に
至
る
諸
捕
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
に
於

て
は
思
惣
的
な
展
附
は
始
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
而
し
て
こ
の
諸
鯆
の
中
唯
永
廿
六
年
と
廿
七
年
の
伽
か
二
ヶ
年
に
此
の
多
く

の
等
作
を
配
す
る
事
に
は
、
い
さ
上
か
疑
問
が
あ
り
、
叉
こ
の
配
列
の
順
序
も
年
代
的
に
或
は
當
を
得
て
ゐ
な
い
か
も
知
れ

ぬ
と
い
ふ
恐
れ
も
あ
る
が
、
此
庭
に
重
要
な
の
は
著
作
順
序
如
何
と
い
ふ
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
此
等
諸
脇
の
打
つ
旭
想
内

容
及
び
川
研
間
に
於
け
る
辿
絡
展
附
如
何
と
い
ふ
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
今
似
り
に
以
上
の
如
き
配

列
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
の
展
開
を
老
察
し
て
見
る
事
に
す
る
。

仙
阿
蝿
の
悟
道
を
眺
め
る
に
は
、
先
づ
そ
の
前
に
花
仰
書
に
於
け
る
二
三
の
問
題
に
鯛
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一

投
阿
捌
の
能
樂
論
に
於
け
る
韮
訓
的
思
恕
一
八
一

九
，
二
曲
三
体
絢
剛

一
○
、
能
作
書

二
、
曲
附
書

一
二
、
習
道
害

一
三
、
巾
樂
談
義

二
、
習
道
害
永
享
二
年
六
八

二

應
永
廿
八
年

唯
永
州
年

五
九

一
ハ
ー

1



－！
’

没
阿
彌
の
龍
樂
諭
に
於
け
る
基
調
的
思
想
一
八
二

つ
は
花
傳
書
が
世
阿
彌
の
思
索
と
胸
験
と
に
於
て
如
何
な
る
地
位
を
有
っ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
開
し

て
は
次
の
三
つ
の
奥
書
が
明
瞭
に
物
語
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
花
体
書
問
答
條
糞
の
簸
後
に
於
て
は
、
「
お
よ
そ
、
家
を
守
り
、

蕊
を
重
ん
す
る
に
よ
っ
て
、
亡
父
の
申
し
世
き
し
事
ど
も
を
、
心
底
に
認
め
て
、
大
概
を
鋒
す
る
所
云
堂
」
と
記
さ
れ
て
居

り
，
又
臭
儀
の
妓
後
に
於
て
、
「
お
よ
そ
花
仰
の
巾
、
年
來
稽
古
よ
り
は
じ
め
て
、
こ
の
條
糞
を
注
す
と
こ
ろ
、
全
く
自
力

よ
り
い
づ
ろ
才
提
な
ら
ず
、
幼
少
以
来
、
亡
父
の
力
を
得
て
、
人
と
成
り
し
よ
り
廿
餘
年
が
あ
ひ
だ
、
目
に
ふ
れ
耳
に
き
上

置
き
し
ま
上
、
共
風
を
受
け
て
、
道
の
た
め
家
の
た
め
是
を
作
す
と
ぽ
ろ
云
堂
」
と
あ
り
、
更
に
叉
花
鏡
の
奥
書
と
孵
せ
ら

れ
る
も
の
に
は
、
「
風
姿
花
仰
年
來
糯
古
條
よ
り
別
紙
に
至
る
ま
で
は
此
道
を
瓢
す
花
押
秘
傳
也
。
是
は
亡
父
藝
能
色
堂
を

セ
ル

什
除
年
間
悉
爲
ｙ
害
脅
得
條
袋
也
。
此
花
鏡
一
巻
仙
阿
私
に
四
十
有
餘
よ
り
老
後
に
至
る
ま
で
時
交
浮
所
ノ
藝
得
、
題
目
六
ケ

條
事
書
十
二
ケ
條
迩
練
爲
レ
書
塗
跡
と
し
て
礎
所
也
。
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

即
ち
花
傳
耆
に
於
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
彼
が
父
槻
阿
彌
か
ら
受
繼
い
だ
も
の
で
あ
り
、
半
ば
彼
の
も
の
，
半
ば
父

の
も
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
十
分
に
彼
の
中
に
僻
醗
化
さ
れ
て
ゐ
な
い
箇
所
の
あ
る
事
は
察
し
得
ら
れ
る
。
中
に
も
三
十
八
才

の
時
の
作
な
る
年
來
稽
古
條
掩
の
中
，
「
四
十
四
五
」
の
條
、
及
び
「
五
十
有
餘
」
の
條
の
如
き
は
、
そ
の
最
も
明
か
な
鮎

で
あ
る
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
花
伸
書
時
代
の
世
阿
彌
は
未
だ
修
業
時
代
の
彼
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
が
花
傅
害
に
現
は

れ
る
彼
の
言
葉
や
態
度
一
切
を
統
一
し
て
ゐ
る
と
老
へ
る
事
が
州
來
ろ
。

花
博
書
に
於
て
最
も
問
題
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
勿
論
、
「
花
」
の
問
題
で
あ
る
が
．
彼
が
語
る
「
花
」
の
無
思
想
性

と
實
践
的
性
格
、
及
び
「
花
」
な
る
語
の
内
容
の
不
統
一
も
、
結
局
以
上
の
如
き
彼
の
立
場
に
歸
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

､1



「
花
」
と
は
何
で
あ
る
か
に
就
い
て
は
年
齢
・
姿
態
に
よ
り
自
然
に
龍
減
す
る
コ
時
の
花
」
と
．
演
者
の
努
力
に
よ
り
そ

の
藝
位
に
永
劫
に
礎
る
「
眞
の
花
」
と
の
二
つ
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
總
括
的
抽
象
的
に
云
へ
ぱ
．
そ
れ
は
巍
術
的
魅
力
と

も
云
ふ
ぺ
く
、
こ
れ
を
や
Ｌ
其
禮
的
に
云
へ
ぱ
、
美
に
開
し
て
は
「
花
や
か
さ
」
、
「
美
し
さ
」
一
で
あ
り
、
興
味
に
開
し
て

は
「
面
白
さ
」
、
「
珍
ら
し
さ
」
で
あ
る
喧

然
し
な
が
ら
彼
が
記
し
て
ゐ
る
「
花
」
の
内
容
は
結
局
右
の
如
き
簡
単
な
も
の
に
止
る
。
彼
が
花
傳
書
に
力
を
霊
し
て
記

し
留
め
た
も
の
は
、
「
花
」
の
内
容
で
は
な
く
し
て
、
「
如
何
に
し
て
花
に
到
る
ぺ
き
か
」
の
修
業
と
工
夫
と
の
問
題
で
あ

り
、
思
想
で
は
な
く
し
て
涯
践
で
あ
り
、
本
質
論
で
は
な
く
し
て
方
法
論
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
「
花
」
そ
の
も
の
上
概
念
に

於
て
は
、
不
徹
底
で
あ
り
、
時
に
は
不
統
一
と
分
裂
と
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
事
は
別
紙
口
傳
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
「
花
」
と
、
そ
れ
以
前
の
條
盈
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
「
花
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て

略
左
明
か
に
す
る
事
が
出
来
る
。
即
ち
條
掩
に
記
さ
れ
た
花
の
有
つ
内
容
は
，
一
般
的
に
云
っ
て
、
前
述
の
總
括
的
抽
象
的

な
内
容
、
即
ち
藝
術
上
の
魅
力
の
意
味
で
あ
り
、
「
花
や
か
さ
」
．
「
美
し
さ
」
、
「
面
白
さ
」
、
「
珍
ら
し
さ
」
、
等
を

綜
合
的
に
保
ち
な
が
ら
、
し
か
も
不
明
確
で
あ
る
。
し
か
る
に
別
紙
口
傳
に
説
か
れ
る
「
花
」
と
は
、
「
而
白
き
」
「
珍
ら

し
き
」
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
な
ぼ
極
一
言
す
れ
ば
「
花
と
て
別
に
な
き
も
の
…
・
・
珍
し
き
感
を
心
得
る
が
花
な
り
。
」
「
人
の

心
に
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
感
を
催
す
手
立
、
是
れ
花
な
り
」
で
あ
っ
て
、
「
花
」
即
ち
「
珍
ら
し
さ
」
と
い
ふ
明
碓
さ
は
あ
る
が
、

既
に
前
述
の
如
き
綜
〈
Ⅱ
性
を
失
っ
て
佃
破
な
性
伐
を
稲
ぴ
て
來
て
ゐ
ろ
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
「
花
」
と
い
ふ
も
の
を
、

郷
牽
的
効
果
の
一
而
に
ひ
き
つ
け
る
堺
に
よ
っ
て
、
花
に
よ
っ
て
意
味
せ
ら
る
ぺ
き
能
そ
の
も
の
上
蕊
術
性
、
即
ち
「
美
し

世
阿
捕
の
能
碓
蓉
論
に
於
け
る
韮
澗
的
思
想
一
八
三

「
珍
ら
し
さ
」

で
あ
る
０
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世
川
棚
の
鮨
樂
諭
に
於
け
る
韮
調
的
思
想
一
八
四

さ
」
、
「
花
や
か
さ
」
の
如
き
内
容
を
兇
尖
ひ
つ
上
あ
る
如
く
思
は
れ
る
。

例
へ
ぱ
物
學
條
盈
の
鬼
の
條
に
於
て
は
、
「
唯
鬼
の
面
白
か
ら
ん
晴
、
雌
に
花
の
唯
か
ん
が
如
し
。
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が

こ
れ
を
老
人
の
條
の
、
「
花
は
あ
り
て
年
寄
と
見
ゆ
る
公
案
・
…
唯
老
木
に
花
の
唯
か
ん
が
如
し
。
」
に
比
す
る
時
、
こ
の
花

と
は
「
花
や
か
」
の
通
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
老
冊
の
上
州
さ
が
災
に
美
化
さ
れ
、
鬼
の
怖
し
き
姿
は
藝
術
化
さ
れ
、
こ

の
こ
と
を
、
股
の
花
の
如
く
面
白
し
と
言
っ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
此
の
意
味
に
於
て
‘
鬼
の
「
而
白
さ
」
も
、

老
朏
の
「
花
や
か
さ
」
も
結
局
同
じ
「
花
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
蕊
術
的
魅
力
を
通
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に

価
阿
揃
が
父
の
花
や
か
な
風
鵠
に
つ
い
て
“
「
こ
れ
誠
に
得
た
り
し
花
（
庭
の
花
）
な
る
が
故
に
，
能
は
枝
葉
も
少
く
老
木

に
な
る
ま
で
，
花
は
散
ら
で
獲
り
し
な
り
云
觜
」
（
年
來
稀
古
條
乞
と
言
っ
た
時
、
「
花
」
と
は
即
ち
藝
道
上
の
高
さ
に

外
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
然
る
に
別
紙
ｎ
体
に
於
て
細
論
さ
れ
る
所
に
よ
れ
ば
、
世
阿
棚
が
「
厳
に
花
」
の
碆
諭
に
於
て
花

に
意
味
せ
し
め
る
も
の
は
必
し
も
以
上
に
述
べ
た
や
う
な
鬼
の
風
柵
の
表
現
に
於
け
る
藝
術
味
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
幽

玄
至
極
の
上
手
と
の
み
思
っ
た
爲
手
が
、
意
外
に
も
鬼
の
風
臘
を
見
せ
る
所
に
生
ず
る
意
外
の
感
、
奇
異
の
恩
ひ
が
即
ち
珍

ら
し
さ
で
あ
り
、
鬼
の
面
白
さ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ぱ
興
行
慨
仙
的
な
も
の
に
傾
い
た
も
の
が
即
ち
「
花
」
で
あ
る

と
語
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
花
の
内
容
の
愛
化
、
即
ち
綜
合
的
・
不
明
確
さ
か
ら
、
侃
破
な
る
明
確
さ
へ
の
愛
化
、
叉
藝
術
的
魅
惑
か
ら
軍
な
る

珍
ら
し
さ
へ
の
愛
化
は
何
を
意
味
す
る
も
し
で
あ
る
か
。
即
ち
そ
れ
は
錐
一
に
別
紙
Ⅱ
体
が
世
阿
捌
の
著
作
に
取
っ
て
一
つ

の
過
渡
的
存
在
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
。
花
伸
書
に
於
て
彼
が
父
の
迩
訓
を
記
し
つ
上
別
紙
口
傳
に
至
っ
た
時
．
そ
の
細
論



の
性
質
上
・
又
彼
の
年
齢
の
關
係
上
、
次
第
に
彼
自
身
の
解
搾
が
色
濃
く
現
は
れ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
↑
）
と
は
考
へ
得
ら
れ

る
Ｊ
四
十
才
前
後
と
い
へ
ぱ
、
父
棚
阿
蠅
に
よ
っ
て
既
に
「
眞
の
花
を
極
め
天
下
に
許
さ
れ
名
望
を
得
」
べ
き
年
齢
と
言
は

れ
た
時
代
で
あ
る
。
彼
は
老
後
ま
で
も
常
に
父
の
藝
瓜
を
見
つ
め
つ
上
進
ん
で
ゐ
る
が
、
自
ら
慨
得
す
る
所
が
そ
の
記
述
に

現
は
れ
た
事
は
察
す
べ
き
で
あ
る
。
「
さ
れ
は
此
迩
を
究
め
終
り
て
見
れ
ば
花
と
て
別
に
は
な
き
も
の
な
り
」
と
言
ひ
、
「
善

悪
不
二
邪
正
一
如
と
あ
り
、
本
來
よ
り
善
き
悪
ぎ
と
は
何
を
以
っ
て
定
む
く
き
や
云
糞
」
（
別
紙
口
傅
）
等
の
語
調
に
は
、

彼
の
六
十
歳
前
後
に
明
確
に
示
さ
れ
た
彼
澗
自
の
思
剋
が
そ
の
片
鱗
を
現
は
し
て
ゐ
る
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
・
こ
の
花
に
閲
す

る
父
よ
り
の
傅
承
と
彼
自
身
の
解
畔
と
の
差
か
、
花
仰
普
に
於
け
る
花
吻
内
容
に
不
統
一
の
感
瀧
典
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
ワ

次
に
然
ら
ば
彼
を
し
て
，
「
花
」
の
意
味
を
以
上
の
如
き
方
向
へ
と
愛
化
せ
し
め
た
唯
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
に
開

し
て
は
，
或
は
仙
阿
蝿
の
巾
樂
史
上
の
地
位
も
老
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
又
生
派
を
學
ぴ
徹
る
べ
き
彼
の
藝
術
の
一
生
の

此
の
時
期
に
於
て
、
後
心
表
現
に
從
へ
ぱ
．
安
位
に
雌
段
す
る
世
前
哩
物
數
も
課
し
究
め
，
工
夫
も
凝
ら
し
究
め
た
藝
刀

減
風
の
、
今
や
慨
巡
に
入
ら
ん
と
す
る
極
度
に
緊
張
せ
し
め
ら
れ
た
探
究
性
が
、
「
花
」
い
意
義
を
も
明
碓
に
つ
き
つ
め
ず

に
は
世
か
な
か
っ
た
故
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
も
蛸
し
て
傲
時
の
彼
の
思
想
の
根
本
に
大
き
く
横
っ
て
階
た
も
の
に

「
謎
耐
」
の
思
想
を
老
へ
る
事
が
川
来
る
。

「
抑
藝
能
と
は
諸
人
の
心
を
和
け
て
上
下
の
感
尭
な
さ
ん
事
、
毒
叩
蛎
長
の
韮
、
遮
齢
延
年
の
法
な
る
ぺ
し
。
究
め
ノ
、

て
は
諸
道
悉
く
詳
研
延
握
な
ら
ん
。
」
（
輔
五
奥
俄
）
と
の
老
へ
は
常
時
の
彼
の
藝
術
棚
の
根
本
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
己
の
藝

術
に
か
Ｌ
ろ
對
汕
會
仙
な
も
の
を
同
蝿
し
て
ゐ
る
。
鱒
手
の
名
望
．
一
座
の
建
立
、
そ
れ
等
の
諦
耐
す
ぺ
て
は
天
下
諸
人
の
．

世
伽
細
の
能
樂
諭
に
於
け
る
基
調
的
思
想
一
八
五

１

ｲ
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､

世
阿
測
の
能
鍵
論
に
於
け
る
韮
凋
的
凧
想
一
八
六

許
さ
れ
と
、
褒
美
愛
敬
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
。
作
名
の
延
長
、
建
立
の
確
聞
を
紫
め
ぱ
望
む
程
．
そ
の
根
本
た
る
天
下

諸
人
の
中
に
賑
く
深
く
根
彰
張
ら
ね
ば
茂
ら
な
い
。
炎
所
、
杵
寺
、
田
舎
、
遠
國
、
諸
耽
の
祭
澱
に
至
ま
で
、
叉
時
に
唯
じ

所
に
よ
り
て
、
眼
利
き
に
も
眼
利
か
す
に
も
、
批
判
高
き
も
の
に
も
蛾
か
な
る
も
の
に
も
、
「
け
に
も
」
と
恩
ふ
様
、
「
面

白
し
」
と
見
る
様
‐
「
珍
し
」
と
槻
衆
を
一
身
に
ひ
き
つ
け
る
様
に
油
川
す
る
必
要
が
あ
る
。
｝
｝
の
事
は
舞
蕊
蕊
術
で
あ
る

能
に
於
て
殊
に
重
大
で
あ
り
、
叉
眼
利
費
一
眼
利
か
ず
何
れ
も
上
下
等
し
く
感
老
な
す
様
に
舞
峯
効
果
の
概
準
、
即
ち
「
花
」

諾
定
め
る
鮎
に
爲
手
の
苦
心
と
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。
「
堆
能
に
て
天
下
の
許
さ
れ
を
得
ん
程
の
肴
は
、
執
れ
の
風
冊
を

す
る
と
も
面
白
か
る
べ
し
．
…
こ
の
而
白
し
と
兇
る
は
花
な
る
ぺ
し
。
是
れ
和
州
江
州
、
又
は
田
樂
の
能
に
も
渦
れ
ぬ
所
也
。

さ
れ
ば
漏
れ
ぬ
所
を
持
ち
た
る
爲
手
な
ら
で
は
天
下
の
許
さ
れ
を
得
ん
事
あ
る
べ
か
ら
す
云
冬
」
「
得
た
る
上
手
に
て
工
夫

あ
ら
ん
爲
手
な
ら
ば
、
叉
目
利
か
ず
の
眼
に
も
而
白
し
と
見
る
様
に
能
を
す
べ
し
。
此
の
工
夫
と
逹
者
と
を
究
め
た
ら
ん
爲

手
を
ぱ
花
を
究
め
た
る
と
や
巾
す
ぺ
を
云
令
」

か
上
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
「
た
け
」
位
の
上
れ
る
爲
手
も
そ
の
洗
練
さ
れ
た
高
踊
的
な
風
將
に
の
み
安
じ
て
研
る
ぞ
ゆ

る
さ
れ
底
い
・
自
ら
初
心
に
下
っ
て
面
白
く
、
「
所
の
風
縦
」
を
一
大
事
に
か
け
て
藝
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
は

も
と
よ
り
父
の
遺
訓
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
枇
阿
彌
月
身
が
四
十
歳
前
後
、
次
輔
に
彼
の
亜
大
な
立
場
か
自
兇
し
た
時
に

叉
自
ら
に
も
痛
切
に
感
じ
た
事
に
相
速
な
い
。
「
さ
れ
ば
如
何
な
る
上
手
な
り
と
も
、
衆
人
愛
敬
か
け
た
る
所
あ
ら
ん
を
ぱ

毒
禰
坤
長
の
爲
手
と
は
申
し
難
し
。
…
…
た
ま
ノ
、
得
た
る
上
手
も
身
を
た
の
み
、
名
に
ば
か
さ
れ
て
、
…
．
：
名
望
よ
り
は
蒜

幅
か
け
た
る
人
多
き
故
に
、
之
ぞ
歎
く
な
り
。
」
從
っ
て
こ
の
立
場
、
こ
の
言
幅
の
思
想
か
ら
、
「
花
」
と
は
何
ぞ
や
と
思
考

’



す
る
時
、
花
は
軍
に
漠
然
た
る
「
藝
術
美
」
の
如
き
内
容
に
於
て
把
梶
さ
れ
る
に
止
ま
る
事
は
出
來
な
い
。
更
に
明
確
な
姿

が
要
求
さ
れ
追
求
さ
れ
て
ゆ
く
と
同
時
に
、
そ
の
方
向
も
叉
よ
り
効
果
的
な
積
極
的
な
る
方
へ
、
即
ち
「
花
十
は
面
白
き
こ

と
」
、
更
に
又
「
花
と
は
珍
ら
し
き
事
」
と
い
は
れ
る
方
向
へ
追
究
さ
れ
た
と
老
へ
る
事
が
川
來
ろ
で
あ
ら
う
。
「
面
白
き
」

と
い
ふ
よ
り
も
「
珍
し
」
は
更
に
積
極
性
を
有
っ
て
ゐ
る
事
は
明
か
で
あ
る
。

從
っ
て
以
上
の
如
き
諸
問
題
は
、
す
べ
て
彼
の
修
業
時
代
な
る
彼
の
地
位
に
於
て
成
立
し
て
ゐ
る
。
花
傅
書
時
代
の
彼
は

未
だ
彼
本
然
の
姿
を
十
分
に
示
す
事
な
く
、
父
槻
阿
彌
の
藝
風
を
ひ
た
す
ら
仰
ぎ
つ
Ｌ
耕
進
に
粘
進
浄
重
ぬ
る
置
践
的
意
志

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
花
も
又
花
自
身
の
姿
に
於
て
語
ら
れ
る
事
な
く
、
そ
れ
に
到
逹
す
べ
誉
遁
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
で

あ
る
。
「
眞
の
花
」
の
眞
の
姿
は
、
こ
の
霞
践
的
意
志
が
や
が
て
清
流
な
慨
道
と
思
念
に
高
め
ら
れ
た
時
、
永
劫
に
移
ろ
ふ

事
な
き
藝
術
の
絶
對
的
境
地
と
し
て
彼
に
開
け
て
来
る
の
で
あ
る
。

花
傳
書
以
後
約
十
五
年
間
、
彼
の
著
作
に
は
年
代
の
明
か
な
る
も
の
が
な
く
、
そ
れ
に
次
い
で
年
代
を
示
し
て
ゐ
る
も
の

は
唯
永
廿
六
年
の
一
音
曲
廃
川
ｎ
体
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
十
五
年
間
に
著
作
が
無
い
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
現
が
せ
る
著
作
の

年
代
不
明
の
も
の
上
若
干
が
、
こ
の
期
に
常
て
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
と
に
か
く
今
は
こ
の
年
代
の
知
ら
れ
て
ゐ
る
、
吾

川
盤
出
、
鱒
と
、
廿
七
年
の
至
花
逝
害
の
思
想
を
中
心
に
吐
い
て
、
そ
の
前
後
に
述
絲
せ
る
思
想
を
有
つ
他
の
年
代
の
も
の

海
配
し
て
、
彼
の
思
想
の
展
開
の
跡
を
辿
ら
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

肌
阿
彌
に
於
て
は
四
十
才
を
梛
期
と
し
て
、
彼
の
将
作
の
作
風
に
鍵
化
の
あ
っ
た
事
は
、
前
述
の
花
鏡
の
奥
書
、
並
び
に

世
阿
彌
の
矩
蕊
諭
に
於
け
る
推
洲
的
思
想
一
八
七

三
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及
び
能
の
位
に
開
す
る
見
地
か
極
め
て
大
き
く
披
か
つ
て
来
て
居
り
、
彼
の
枇
界
か
そ
の
厳
さ
に
於
て
も
深
さ
に
於
て
も
搬

大
さ
れ
た
事
を
物
謡
っ
て
ゐ
る
。

批
阿
蝿
の
能
樂
諭
に
於
け
る
艦
捌
的
忠
想
一
八
八

別
紙
Ⅲ
仲
の
性
質
に
う
か
ぜ
ふ
事
が
川
来
た
。
即
ち
四
十
二
一
才
唖
の
作
な
る
別
紙
ｎ
体
ま
で
は
、
父
親
阿
揃
の
教
訓
を
記

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
對
し
、
そ
れ
以
後
は
「
四
十
有
餘
よ
り
老
後
に
至
る
ま
で
時
交
に
浮
ぶ
所
の
藝
得
」
を
記
し
た
の
で

あ
る
。
故
に
今
か
ら
述
ぺ
る
菩
作
に
こ
そ
、
彼
凋
自
の
見
解
と
慨
得
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
老
へ
る
事
が
出
来
る
。

然
ら
ば
先
づ
こ
の
前
期
と
後
期
と
の
比
較
概
槻
に
於
て
、
如
何
な
る
鮎
が
注
目
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
。
そ

れ
に
就
い
て
は
次
の
二
鮎
に
つ
い
て
老
へ
る
事
が
川
來
鴎
。

鋪
一
に
、
営
然
山
事
と
し
て
、
彼
は
後
期
に
於
て
前
期
花
体
齊
に
述
べ
ら
れ
た
の
と
同
じ
項
目
に
就
い
て
今
一
度
語
っ
て

ゐ
る
。
即
ち
花
体
書
に
於
て
父
の
説
と
し
て
述
べ
た
郭
に
開
し
て
、
更
に
今
一
度
、
此
の
度
は
眞
に
自
己
の
罷
鹸
と
し
て
語

っ
て
ゐ
る
。
從
っ
て
其
庭
に
は
既
に
識
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
恥
純
さ
、
狂
践
的
性
格
，
不
統
一
等
が
失
せ
て
、
よ
り
複

雑
な
，
よ
り
思
索
的
な
、
彼
の
人
格
と
僻
雛
に
よ
る
斯
の
よ
り
よ
き
統
一
か
う
か
凹
は
れ
る
。
即
ち
花
伸
書
年
来
稀
古
條
掩

に
對
す
る
遊
楽
智
道
兇
風
害
の
前
牛
、
物
鯉
條
掩
に
對
す
る
至
花
道
書
の
二
曲
三
僻
事
、
及
び
二
曲
三
鵲
紺
川
、
花
修
に
對

す
る
能
作
書
、
問
答
條
堂
に
對
す
る
蝿
智
條
廷
祁
俄
、
奥
俄
、
及
び
別
紙
、
仲
に
對
す
る
巾
樂
談
義
、
弾
道
書
共
他
を
比
較

す
れ
ば
此
の
事
は
明
か
で
あ
る
。

而
し
て
共
産
に
は
前
期
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
罷
蟻
的
な
具
僻
的
細
論
と
深
い
哲
學
的
思
索
か
同
時
に
成
立
し
て
ゐ
る
事

に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
に
質
的
な
發
展
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
型
的
に
云
っ
て
も
、
音
曲
に
開
す
る
條
項
、

Ｉ



次
に
注
目
せ
ら
る
べ
き
事
は
、
花
傳
書
に
於
て
最
も
大
き
な
問
題
と
し
て
、
即
ち
「
此
道
の
奥
儀
の
究
む
る
所
、
．
…
：
一

大
事
と
も
秘
事
と
も
唯
此
一
道
な
り
云
令
」
（
花
傳
害
問
答
條
と
占
云
は
れ
た
「
花
」
た
る
語
が
殆
ん
ど
影
孝
一
見
せ
な

く
な
っ
て
ゐ
ろ
事
で
あ
る
。
そ
し
て
前
期
の
「
花
」
の
問
題
に
も
比
す
べ
き
地
位
幸
有
っ
て
來
る
も
の
に
、
後
期
に
於
て
は

「
安
き
位
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
此
の
事
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
、
「
花
」
の
展
開
が
直
ち
に
「
安

き
位
」
で
あ
る
と
断
ず
る
事
は
川
來
な
い
が
、
慨
槻
す
る
に
次
の
如
く
老
へ
る
事
が
川
来
る
で
あ
ら
う
。

即
ち
「
花
」
と
は
、
矢
張
り
一
つ
の
「
理
想
」
と
し
て
の
性
礎
を
有
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
理
想
は
刑
逹
せ
ら
れ
た
時
既

に
理
想
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
現
熾
で
あ
り
、
同
時
に
自
ら
住
む
と
こ
ろ
の
惟
界
で
あ
る
。
「
花
」
咄
．
叉
仙
阿
彌
に
よ
っ

て
は
一
時
あ
る
極
端
左
方
向
へ
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
来
の
意
味
に
於
て
は
能
樂
修
業
粁
に
取
っ
て
目

指
す
べ
く
與
へ
ら
れ
た
理
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
彼
も
叉
四
十
を
過
ぎ
物
数
と
工
夫
を
つ
く
し
て
堆
能
に
到
っ
た
時
、
即
ち

「
花
」
は
既
に
彼
の
手
中
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
仰
が
れ
た
理
想
の
姿
を
失
っ
て
、
即
ち
彼
自
ら
の
住
む
仙
界
と
し
て
鮒
、

け
た
の
で
あ
る
。

此
の
事
は
叉
、
後
期
に
於
て
彼
に
能
の
「
位
」
な
る
も
の
へ
の
注
目
が
深
め
ら
れ
、
「
位
」
と
「
花
」
と
が
或
意
味
で
連

絡
し
て
来
て
ゐ
る
事
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
き
例
と
し
て
「
九
位
次
鋪
」
の
上
三
花
、
中
三
位
等
に
與
へ
ら
れ

た
ろ
「
位
」
の
名
孵
、
妙
花
風
、
寵
深
花
風
、
閑
花
凧
、
正
花
風
等
に
於
て
見
ら
れ
，
又
正
花
風
の
下
の
位
な
る
炭
糀
風
に

「
花
」
の
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
い
事
も
叉
注
目
に
慨
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
又
後
に
述
べ
る
が
、
と
に
か
く
、
後
期
に
於

て
は
「
花
」
は
彼
に
推
得
さ
れ
た
一
つ
の
仙
界
即
ち
位
と
し
て
川
現
す
る
故
に
、
皿
想
と
し
て
熱
望
せ
ら
れ
る
性
質
を
失
つ

世
阿
彌
の
龍
樂
諭
に
於
け
る
雑
澗
的
思
想
一
八
九

’
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単
明
瞭
に
、
初
期
的
な
形
で
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
蝿
習
條
交
の
習
逝
智
の
條
で
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
即
ち
そ
れ
に
よ
る

な
ら
ば
安
き
位
と
は
「
上
手
は
、
は
や
究
め
斑
え
終
り
て
、
さ
て
安
き
位
に
到
る
風
慨
な
り
。
」
又
「
上
手
は
、
は
や
年
來

心
も
身
も
十
分
に
習
ひ
究
め
て
過
ぎ
て
、
さ
て
動
七
分
身
に
身
を
惜
み
て
安
く
爲
ろ
所
。
」
更
に
叉
「
上
手
に
な
る
所
に
て

安
き
位
に
な
り
て
、
身
を
少
盈
と
借
め
ぱ
を
の
づ
か
ら
身
七
分
動
に
な
る
な
り
。
細
じ
て
安
き
位
を
似
す
る
道
理
は
あ
る
べ

か
ら
す
。
．
．
：
・
大
事
な
る
所
は
せ
め
て
似
す
べ
き
便
も
あ
る
べ
し
。
似
た
る
事
は
似
た
れ
ど
も
、
是
な
る
事
は
是
な
ら
す
と

云
へ
り
云
交
」
と
云
は
れ
る
位
で
あ
る
。
心
も
身
も
十
分
に
習
ひ
究
め
て
過
ぎ
る
と
い
ふ
事
は
即
ち
物
數
と
工
夫
を
誰
す
事

で
あ
り
、
物
数
と
工
夫
を
誰
す
事
即
ち
「
花
」
を
得
る
所
以
で
あ
る
故
に
、
安
き
位
と
は
か
の
「
蓮
花
初
附
の
染
」
に
も
似

た
境
涯
で
あ
る
。
安
き
と
は
安
定
せ
る
意
で
あ
り
、
同
時
に
安
易
な
る
意
で
あ
る
。
身
も
心
も
替
ひ
究
め
て
過
ぎ
た
る
境
地

は
藝
力
滿
風
、
「
今
ま
で
の
藝
位
を
直
下
に
見
下
ろ
し
て
、
安
得
の
上
果
に
座
段
せ
る
」
（
九
位
次
第
）
境
地
で
あ
る
。
如

何
な
る
場
合
に
も
雑
念
に
心
飢
れ
る
事
の
な
い
、
此
産
に
安
定
の
心
が
あ
り
、
「
安
位
座
段
し
て
何
と
も
即
座
の
氣
縛
に
よ

り
て
出
來
る
」
（
五
一
音
曲
條
袋
）
、
此
庭
に
安
易
な
る
心
が
あ
る
。
安
易
安
定
せ
る
心
故
に
取
ら
は
れ
ず
餘
裕
あ
る
態
度
と

な
る
。
こ
れ
即
ち
身
七
分
動
の
心
で
あ
っ
て
、
肉
罷
の
表
現
す
る
所
は
「
本
十
分
の
所
を
六
七
分
に
て
あ
る
も
、
」
（
晃
智

枇
阿
彌
の
能
樂
諭
に
於
け
る
韮
調
的
思
想
一
九
○

て
ゐ
ろ
。
そ
し
て
そ
の
位
に
安
住
し
て
、
そ
の
世
界
を
語
る
事
、
即
ち
彼
の
悟
道
そ
の
も
の
が
「
眞
の
花
の
姿
」
で
あ
っ
た

と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
彼
の
悟
道
と
は
何
で
あ
る
か
。
先
づ
安
き
位
と
は
何
で
あ
る
か
。

四

「
安
き
位
」
と
い
ふ
語
は
、
彼
の
唯
永
廿
七
年
頃
か
ら
以
後
に
は
粥
に
見
ら
れ
る
と
｜
）
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
比
較
的
簡

］



條
交
奥
段
）
「
寓
能
を
一
心
に
て
純
ぐ
」
（
亮
習
條
交
萬
能
紬
一
心
）
が
故
に
、
諏
蕨
身
に
溢
れ
て
面
白
く
観
衆
に
弧
き
印

象
を
與
へ
得
る
。
即
ち
「
せ
ぬ
心
が
面
白
き
」
風
艘
で
あ
る
（
兇
督
條
交
批
判
）
・
「
せ
ぬ
心
」
と
は
物
数
に
執
せ
ぬ
心
な

る
故
に
能
溌
超
越
し
た
態
髪
で
あ
り
、
既
に
悟
道
で
あ
る
。
そ
れ
故
似
せ
ん
と
す
る
も
似
す
べ
き
で
な
い
。

而
し
て
此
虚
に
「
過
ぎ
て
」
と
い
ふ
語
に
關
係
し
て
、
彼
の
思
考
形
式
の
特
徴
的
な
る
鮎
に
つ
い
て
附
加
へ
て
世
く
な
ら

ば
．
「
過
ぎ
て
」
と
い
ふ
事
は
即
ち
超
脱
す
る
事
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
此
れ
に
似
た
語
と
し
て
は
、
五
音
曲
條
盈
，
及
び
至

花
道
書
に
「
以
上
し
て
」
と
い
ふ
語
が
あ
る
。
「
閲
曲
者
、
高
上
の
一
昔
蕊
な
り
。
寓
曲
の
香
道
を
識
し
て
、
以
上
し
て
，
是

非
を
三
日
に
混
じ
て
、
類
し
て
等
し
か
ら
ぬ
廃
を
な
す
位
な
り
」
（
五
一
音
曲
條
己
「
抑
剛
け
た
る
位
と
は
、
…
…
年
來
稽

古
老
悉
く
識
し
て
、
是
を
集
め
、
非
を
除
け
て
、
以
上
し
て
、
時
左
上
手
の
み
す
る
手
立
の
心
力
な
り
。
」
（
至
花
道
書
附
位

事
）
と
言
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
の
思
想
に
は
常
に
相
對
立
し
背
反
す
る
も
の
比
統
一
と
止
揚
に
よ
っ
て
、
新
し
き
境
界

を
開
か
ん
と
す
る
態
度
が
あ
る
。
彼
に
よ
っ
て
用
ゐ
ら
れ
た
背
反
の
例
は
陰
陽
、
是
非
、
善
悪
、
有
無
、
艘
川
、
天
地
等
が

あ
る
が
、
そ
の
和
合
統
一
に
よ
っ
て
新
し
き
仙
仙
の
生
す
る
事
の
例
を
一
三
示
す
な
ら
ば
、
既
に
花
縛
聿
周
問
答
條
共
に
「
秘

義
に
云
は
く
、
抑
一
切
は
陰
陽
の
和
す
る
所
の
堺
を
成
就
と
は
知
る
べ
し
」
と
云
ひ
、
謹
夜
の
演
出
法
の
差
に
つ
き
て
語
っ

て
居
り
、
盤
に
つ
き
て
云
へ
ぱ
、
横
詫
竪
醗
紺
足
り
た
と
こ
ろ
が
相
音
で
あ
っ
て
、
「
是
れ
吉
き
雛
な
り
」
と
い
は
れ
る
。

（
風
曲
架
）
。
又
曲
心
妙
川
は
無
文
昔
感
に
あ
る
と
云
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
有
文
無
文
と
も
に
純
ゐ
故
で
あ
る
（
風
曲
喋
）
。

こ
れ
を
舞
に
就
い
て
一
云
へ
ぱ
、
「
手
を
な
す
は
有
文
、
風
舞
を
な
す
は
無
文
風
」
で
あ
り
、
「
有
無
風
を
州
曲
に
和
合
す
る

所
、
既
に
見
聞
成
就
な
り
。
是
れ
面
白
し
と
見
る
堺
曲
な
り
。
」
（
晃
智
條
盈
舞
詫
爲
松
）
と
稲
せ
ら
れ
る
。
此
の
思
考
形

世
阿
捌
の
能
樂
論
に
於
け
る
基
洲
的
思
想
一
九
一
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二

式
か
ら
彼
の
思
索
は
次
鋪
に
展
開
し
て
、
或
は
「
離
見
の
見
」
に
於
て
我
見
と
離
見
と
を
統
合
し
、
或
は
「
向
去
却
來
」
し

て
以
っ
て
剛
位
に
初
心
を
保
ち
、
更
に
又
「
て
き
は
を
忘
れ
て
能
を
見
よ
、
能
を
忘
れ
て
爲
手
を
見
よ
，
爲
手
花
忘
れ
て
心

発
見
よ
。
心
を
忘
れ
て
能
を
知
れ
。
」
と
い
ふ
が
如
き
、
全
部
を
忘
れ
て
全
部
を
見
、
寓
曲
を
保
っ
て
そ
れ
に
拘
ら
な
い
、

其
虚
に
至
っ
て
眞
の
能
を
知
る
事
を
求
め
、
玻
後
に
後
述
の
如
き
「
案
即
是
色
」
の
論
に
到
逹
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
彼
の
根
本
的
な
思
考
形
式
に
從
っ
て
、
物
敷
を
究
め
工
夫
〃
識
し
て
、
そ
れ
を
「
以
上
し
て
」
或
は
「
過
ぎ

て
」
、
安
き
位
は
初
め
て
得
ら
れ
る
と
孵
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
「
似
す
ぺ
か
ら
ざ
る
」
慨
り
の
境
界
と
見
ら
れ
て
ゐ
る

が
、
し
か
も
尚
安
き
位
と
は
「
今
ま
で
の
藝
位
を
直
下
に
」
「
見
下
し
て
」
居
る
位
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
仙
界
に
飛
遊
向
上

す
る
姿
に
於
て
蛍
は
な
く
、
過
去
の
修
業
晦
代
の
直
上
に
座
段
し
て
そ
の
過
去
を
「
見
下
ろ
し
て
」
ゐ
る
立
場
と
し
て
自
攝

さ
れ
て
ゐ
る
。
修
業
時
代
が
彼
の
後
に
尼
を
ひ
い
て
未
だ
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
な
い
。

然
る
に
こ
の
新
し
き
悟
道
の
仙
界
の
そ
れ
以
前
の
未
僻
未
得
時
代
に
對
す
る
水
庇
的
差
逮
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
必
と
工
夫
と

の
、
即
ち
細
て
雑
多
な
る
「
有
」
の
統
一
と
止
揚
と
の
操
返
し
に
よ
っ
て
．
．
「
藝
力
減
風
」
よ
り
「
身
七
分
動
」
へ
、
「
身

七
分
動
」
よ
り
更
に
「
せ
ぬ
が
面
白
き
心
」
へ
、
即
ち
「
有
」
か
ら
「
無
」
へ
と
向
へ
る
所
に
あ
っ
た
。
從
っ
て
初
め
て
「
安

位
」
に
到
り
、
過
去
の
誕
風
を
直
下
に
見
下
ろ
し
て
ゐ
た
眼
を
梁
げ
て
更
に
こ
の
僻
道
の
世
界
そ
の
も
？
炉
眺
め
る
時
、
術

然
「
無
」
を
本
質
と
す
る
位
が
開
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
彼
に
よ
っ
て
屡
交
「
無
心
無
風
の
位
」
、
叉
は
「
無
心
の
．
感
を

持
つ
位
」
等
と
稲
せ
ら
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

例
へ
ぱ
畏
習
條
凌
妙
所
之
事
に
於
て
「
能
を
究
め
堪
能
そ
の
も
の
に
成
り
て
、
剛
け
た
る
位
の
安
費
所
に
入
部
し
て
、
な

１
１
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す
所
の
業
に
す
こ
し
も
拘
ら
ず
、
無
心
無
風
の
位
に
到
る
見
風
云
堂
」
と
云
へ
る
が
如
き
、
叉
、
「
又
面
白
き
位
よ
り
上
に

心
に
憩
覺
え
ず
、
あ
つ
と
云
ふ
重
あ
る
べ
し
。
是
は
感
な
り
。
．
．
…
．
面
白
し
上
’
だ
に
思
は
ぬ
感
な
り
。
．
…
．
．
面
白
き
位
あ
れ

ば
は
や
名
人
の
位
、
．
…
：
そ
の
上
に
無
心
の
感
老
持
つ
事
、
天
下
の
名
離
を
得
る
位
な
り
云
昂
」
（
上
手
之
知
感
事
）
と
い

ふ
が
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
無
心
と
は
演
者
に
於
て
得
晩
不
繩
自
由
無
礎
な
る
絶
對
境
に
近
く
、
槻
者
又
「
あ

つ
」
と
叫
ん
で
妙
見
に
自
己
を
忘
れ
る
。
共
に
共
に
無
心
と
な
っ
て
見
ろ
は
人
に
非
ず
能
に
非
ず
、
た
凹
藝
術
的
眞
の
境
で

あ
り
、
爲
す
は
業
に
非
す
、
藝
に
非
ず
‐
唯
絶
對
の
境
に
遊
ぶ
の
み
で
あ
る
。
彼
が
「
て
き
は
を
忘
れ
て
能
を
見
よ
云
掩
」

と
云
っ
た
の
は
此
の
境
界
を
指
し
て
ゐ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
様
に
、
此
の
「
無
心
の
位
」
は
前
述
の
「
安
き
位
」
と
殆
ん
汚
差
の
な
い
程
度
の
も
の
に
思

は
れ
る
。
唯
無
心
の
位
は
「
安
き
位
に
入
部
し
て
」
後
に
到
る
關
係
が
あ
り
、
「
安
き
位
」
よ
り
も
「
無
心
の
位
」
と
い
ふ

場
合
に
は
哲
學
的
、
思
索
的
に
深
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
木
賃
的
な
も
の
を
有
っ
て
ゐ
る
。
從
っ
て

「
無
」
に
於
て
こ
の
位
の
木
衝
を
老
へ
ろ
事
に
よ
っ
て
、
此
の
蕊
位
に
は
い
は
ゆ
る
「
無
の
妙
味
」
と
い
ふ
も
の
が
各
方
面

か
ら
眺
め
ら
れ
て
ゐ
ろ
事
が
知
ら
れ
る
。
例
へ
ぱ
異
習
條
為
舞
喋
爲
根
の
條
に
舞
智
と
い
ふ
事
が
あ
り
、
即
ち
「
手
足
を
扱

は
ず
し
て
唯
姿
か
上
り
諾
禮
に
し
て
、
無
手
無
風
な
る
粧
を
な
す
道
あ
り
。
礫
へ
ぱ
飛
鳥
の
風
に
從
ふ
粧
な
る
ぺ
し
」
と
い

ふ
時
に
、
能
藝
術
の
靜
中
動
の
根
底
に
「
無
」
の
思
想
を
見
る
事
が
川
來
、
更
に
こ
の
舞
智
を
根
本
に
し
て
女
慨
に
相
膝
す

る
所
の
舞
鰐
風
智
が
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、
女
髄
に
幽
玄
美
を
眺
め
る
論
に
從
へ
ぱ
、
「
花
や
か
さ
」
「
優
美
」
を
概
念
と
す

る
幽
玄
は
矢
張
り
、
「
無
」
な
る
「
靜
の
極
致
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
知
る
。
更
に
叉
他
の
例
浄
引
く
な
ら
ば
、

壯
阿
彌
の
昨
樂
諭
に
於
け
る
韮
洲
的
思
想
一
九
三

I



~－1

1

慨
阿
棚
の
能
樂
諭
に
於
け
る
韮
調
的
思
想
一
九
四

音
曲
に
於
て
「
曲
」
な
る
も
の
は
「
節
」
に
對
し
て
居
り
、
吾
曲
至
上
の
悟
得
に
於
て
始
め
て
得
ら
る
上
佃
性
的
な
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
即
ち
「
節
は
有
、
曲
は
無
な
り
。
」
「
智
逝
の
上
は
不
体
の
曲
分
な
り
。
曲
を
ぱ
召
は
い
道
あ
り
。
そ

の
故
は
曲
と
云
ふ
く
き
も
の
は
誠
に
は
な
き
も
の
な
り
。
」
と
云
は
れ
音
の
至
上
は
無
の
上
に
立
つ
「
曲
」
に
あ
る
と
さ
れ
て

ゐ
る
。
（
五
音
曲
條
色
。
即
ち
「
曲
は
心
」
（
音
曲
雛
川
口
体
）
で
あ
り
．
節
辿
し
の
上
の
一
三
ア
ン
ス
で
あ
り
、
彩
り
で
あ

る
。
「
節
」
に
従
っ
て
蕊
を
出
す
時
そ
の
心
に
從
っ
て
恩
は
ず
知
ら
か
川
来
る
「
氣
昔
」
（
懸
り
）
が
即
ち
曲
で
あ
っ
て
、

．
人
ノ
ー
の
一
音
聾
と
し
て
、
自
他
一
音
の
曲
道
あ
る
べ
か
ら
ず
。
共
曲
主
と
な
る
事
音
曲
の
奥
俄
な
り
。
」
と
云
は
れ
（
五

一
音
曲
條
会
）
、
叉
有
文
と
無
文
の
音
感
に
つ
い
て
は
、
「
無
文
音
感
は
有
無
と
も
に
儲
る
が
故
に
鋪
一
と
す
。
有
文
の
晉
感
は

無
得
ま
で
に
は
究
め
ぬ
所
残
る
か
故
に
第
二
と
す
る
な
り
。
」
（
風
曲
集
）
と
も
云
は
れ
て
ゐ
る
。

か
く
て
舞
の
至
極
に
「
無
」
が
横
た
は
り
、
一
音
曲
の
至
極
に
「
無
」
の
境
地
が
ひ
ら
け
て
ゐ
る
以
上
は
、
そ
の
舞
曲
に
よ

る
能
に
も
又
そ
の
至
極
の
も
の
は
根
底
的
に
「
無
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
一
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
覺
智
條
澁
批
判

之
事
の
條
な
る
、
見
聞
心
の
三
能
の
中
、
「
心
よ
り
出
来
る
能
」
が
そ
れ
に
當
っ
て
ゐ
る
。
「
心
よ
り
出
来
る
能
と
は
無
上

の
上
手
い
申
楽
嶋
物
数
山
後
二
曲
も
・
物
呉
似
も
、
き
り
も
．
さ
し
て
な
き
能
し
さ
び
ノ
、
と
し
た
ゐ
甲
に
・
何
と
や
ら

ん
感
心
の
あ
る
所
あ
り
。
之
を
冷
た
る
曲
と
も
申
す
な
り
。
こ
の
位
善
き
ほ
ど
の
目
利
き
も
見
知
ら
ぬ
な
り
。
ま
し
て
田
舎

目
利
な
ど
は
思
ひ
も
寄
る
ま
じ
き
な
り
。
是
は
唯
無
上
の
上
手
の
得
た
る
瑞
風
か
と
憂
え
た
り
。
之
を
心
よ
り
出
來
る
能
と

も
云
ふ
。
叉
無
心
の
能
と
も
申
す
な
り
一
・
こ
の
無
心
の
能
は
既
に
「
無
」
を
根
底
に
持
ち
、
容
易
に
凡
俗
に
は
見
極
め
る
事

の
出
来
ぬ
ま
で
無
姿
で
あ
る
。
「
妙
と
は
た
へ
な
り
ク
た
へ
な
る
と
は
形
な
き
姿
な
り
」
と
い
ふ
時
に
（
妙
所
之
事
）
こ
の

’



か
く
て
世
阿
彌
の
悟
道
の
雛
二
段
に
「
無
」
の
境
界
が
ひ
ら
け
、
無
の
佃
値
に
よ
る
藝
術
論
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
以
上

ま
で
が
凡
や
王
と
し
て
畳
習
條
だ
の
持
つ
思
想
段
階
で
あ
る
。
此
等
の
思
想
は
根
底
的
な
る
も
の
で
あ
る
故
、
他
の
諸
篇
に

も
通
ず
ろ
け
れ
ど
も
、
他
の
諸
捕
に
は
更
に
こ
れ
よ
り
進
ん
だ
見
方
が
存
在
し
て
居
り
、
覺
智
條
凝
に
は
見
當
ら
な
い
（
そ

の
萠
芽
的
な
も
の
は
あ
る
に
し
て
も
）
も
の
が
あ
る
様
に
思
へ
る
。

既
に
述
べ
た
如
く
、
「
能
を
極
め
堪
能
そ
の
物
に
な
り
て
、
胴
け
た
る
位
の
安
き
所
に
入
部
し
て
、
な
す
所
の
業
に
少
し

も
拘
ら
ず
．
無
心
無
風
の
位
に
到
る
見
風
云
交
」
と
云
ふ
語
は
兇
習
條
堂
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば

「
安
き
位
」
、
「
無
心
無
風
の
位
」
と
同
じ
意
味
に
於
て
又
「
胴
け
た
る
位
」
と
い
ふ
語
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
ろ
。
而
し
て
「
附

け
た
る
位
」
に
開
し
て
は
、
至
花
道
害
に
「
附
位
事
」
な
る
一
ヶ
條
が
あ
り
、
更
に
類
似
し
た
思
想
が
五
昔
曲
條
だ
の
「
閑

曲
」
に
見
ら
れ
、
こ
の
思
想
と
同
じ
形
式
を
以
て
解
し
得
る
鮠
が
史
に
音
曲
雛
出
川
仲
、
風
曲
集
等
に
現
は
れ
て
ゐ
る
Ｊ
先

づ
至
花
道
書
の
附
位
の
特
徴
を
見
る
に
、
「
此
の
藝
瓜
に
，
上
手
の
究
め
到
り
て
、
附
け
た
る
心
位
に
て
、
時
糞
異
風
を
見

す
る
事
の
あ
ろ
を
：
…
。
附
け
た
る
位
の
わ
ざ
と
は
、
こ
の
風
道
を
若
年
よ
り
老
に
至
る
ま
で
の
年
來
稽
古
を
悉
く
講
し
て
、

是
を
集
め
非
を
除
け
て
、
以
上
し
て
、
時
堂
上
手
の
み
す
る
手
立
の
心
力
な
り
。
こ
れ
は
、
年
来
稽
古
の
程
は
雄
ひ
除
け
つ

る
非
風
の
手
を
是
風
に
少
し
交
ふ
る
事
あ
り
。
上
手
な
れ
ぱ
と
て
何
の
た
め
非
瓜
を
な
す
ぞ
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
上
手
の
故

賞
な
り
。
…
…
非
風
却
っ
て
是
風
に
な
る
速
見
あ
り
。
こ
れ
は
上
手
の
風
力
を
以
っ
て
非
を
是
に
化
か
す
見
罷
な
り
云
冬
」

世
阿
彌
の
能
樂
諭
に
於
け
る
荻
訓
的
思
想
一
九
五

心
よ
り
鵬
來
る
能
こ
そ
妙
鰐
で
あ
る
。

五
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と
語
ら
れ
る
。
即
ち
剛
位
に
著
し
い
孵
微
は
、
安
誉
位
に
も
至
り
、
無
心
の
位
に
も
到
り
て
あ
る
ぺ
き
上
手
が
、
更
に
進
ん

で
非
風
，
里
〈
和
を
加
へ
る
鮎
に
あ
る
、
し
か
も
そ
の
非
風
却
っ
て
是
風
に
化
せ
ら
れ
る
所
が
こ
の
位
の
風
力
で
あ
る
。
こ
の

事
は
五
一
音
曲
條
交
の
剛
曲
に
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
「
剛
曲
者
、
高
上
の
一
意
朧
な
り
。
寓
曲
の
脅
道
〃
謀
し
て
以
上
し
て
、
是

非
を
一
昔
に
混
じ
て
、
類
し
て
等
し
か
ら
ぬ
…
：
位
な
り
。
…
。
：
鬼
を
も
取
拉
ぐ
な
ど
申
す
は
此
の
位
に
て
や
あ
る
く
誉
。

是
は
向
夫
却
來
し
て
師
附
け
て
狐
ふ
位
曲
な
ｈ
云
交
、
〕
」
即
ち
是
非
を
一
昔
に
混
じ
、
鬼
を
も
取
拉
ぐ
弧
さ
が
あ
る
曲
で
あ

り
、
謡
曲
に
於
け
る
「
只
詞
」
等
哨
剛
曲
の
中
に
入
れ
ら
薊
て
ゐ
ろ
。
か
Ｌ
ろ
間
け
た
る
位
は
、
か
の
「
無
」
の
境
派
と
如

何
な
る
關
係
に
笹
か
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
前
述
の
無
心
な
る
位
は
、
安
き
位
の
上
に
立
つ
と
哨
一
云
は
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

安
き
位
は
物
數
と
工
夫
と
の
總
て
の
寳
践
的
な
拘
束
か
ら
得
脱
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
安
位
」
の
本
質
と
し

て
「
無
」
の
世
界
が
開
け
て
ゐ
た
。
「
無
」
の
世
界
は
そ
れ
故
に
、
多
な
る
「
有
」
の
「
以
上
」
せ
ら
れ
識
し
た
結
果
、
當

然
開
か
る
べ
き
唯
一
絶
對
の
壯
界
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
叉
そ
れ
は
世
俗
的
な
る
「
非
」
話
除
け
つ
く
し
た
聖
的
な
清
艤
さ

を
有
つ
思
念
の
世
界
で
あ
っ
た
。
然
し
乍
ら
こ
の
唯
一
絶
對
的
な
、
清
溌
な
、
思
念
の
世
界
、
即
ち
彼
の
悟
道
は
、
叩
平
に
そ

の
ま
上
の
靜
的
な
消
極
性
に
於
て
は
止
ら
な
か
っ
た
嫌
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
悟
道
の
仙
界
の
有
つ
諸
性
質
は
、
か
の
修
業
時

代
と
は
丞
兀
を
異
に
し
た
、
更
に
大
な
る
對
立
を
猫
得
し
て
ゐ
る
と
老
へ
ら
れ
る
。
即
ち
靜
的
消
極
性
に
對
し
て
動
的
な
積

極
性
が
、
又
、
唯
一
絶
對
な
「
無
」
の
清
瀝
な
思
念
の
中
に
、
非
を
も
取
れ
る
ぺ
き
行
動
的
な
「
有
」
が
動
き
出
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
必
し
も
こ
の
剛
位
附
州
に
關
係
な
く
と
も
、
五
言
曲
條
交
、
音
曲
蕊
出
口
博
、
風
曲
集
等
発
支
配

し
て
ゐ
る
態
度
で
あ
る
。
即
ち
唯
一
的
な
「
無
」
が
自
ら
の
中
に
「
有
」
を
は
ら
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
、
形
式
的
に
云
ひ

1
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換
へ
る
と
、
無
な
る
一
が
有
な
る
全
罷
を
豫
想
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
出
米
る
の
で
あ
る
が
、
祉
阿
彌
は
こ
の
形
式
に
依
つ

て
五
音
曲
條
共
に
於
て
五
音
相
互
の
關
係
を
説
明
し
て
ゐ
る
。
「
天
之
命
謂
二
之
性
術
ｙ
性
謂
二
之
道
一
云
令
然
れ
ば
性
は

天
、
道
は
地
な
る
べ
し
。
こ
の
音
曲
の
次
館
に
取
る
な
ら
ば
、
帆
言
は
性
な
る
べ
し
。
此
の
性
を
和
し
て
懸
と
な
す
鵠
を
幽

玄
と
い
ふ
。
幽
玄
を
な
ほ
深
め
て
感
文
を
添
ふ
る
位
を
愁
慕
と
云
ふ
。
繊
慕
に
亡
川
の
心
を
附
け
て
哀
傷
と
い
ふ
。
是
等
を

智
道
し
絶
り
て
安
位
に
到
る
を
剛
竪
と
い
ふ
。
是
れ
即
ち
道
な
り
云
為
・
」
即
ち
天
も
一
、
道
も
一
、
次
元
ぞ
異
に
し
つ
上

共
に
通
ず
る
。
然
し
て
呪
言
曲
は
、
幽
玄
、
懸
慕
、
哀
傷
等
の
曲
の
派
出
す
る
中
心
と
な
る
意
味
に
於
て
、
そ
の
三
曲
の
な

す
正
三
角
形
の
重
心
で
あ
る
。
從
っ
て
帆
言
、
幽
玄
、
趣
慕
、
哀
傷
の
凹
軸
は
同
一
平
面
上
に
位
す
る
が
、
剛
曲
は
、
そ
の

重
心
を
通
っ
て
そ
の
平
面
に
垂
直
に
立
て
ら
ら
れ
た
垂
線
上
の
一
鮎
に
位
世
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
黙
と
三
角
形
の

頂
鮎
に
位
す
る
三
曲
と
を
夫
全
結
ん
だ
時
完
成
さ
れ
る
立
艘
哩
二
角
形
こ
そ
、
こ
の
五
音
曲
の
夫
糞
の
地
位
を
説
明
し
て
ゐ

る
。
即
ち
剛
曲
は
一
な
る
帆
言
に
對
唯
し
つ
上
、
同
時
に
他
の
三
川
を
課
想
し
て
ゐ
る
所
の
、
高
き
一
で
あ
る
。
此
の
思
想

は
又
次
の
「
万
と
は
一
の
力
な
り
云
交
」
に
於
て
も
同
様
に
説
明
さ
れ
る
っ
結
局
剛
曲
は
高
き
一
で
あ
り
、
し
か
も
安
全
な

る
位
に
坐
し
、
他
の
三
を
豫
想
す
る
の
で
あ
る
。
高
き
一
が
常
に
下
な
る
多
を
豫
想
す
る
事
即
ち
彼
の
云
ふ
「
向
去
却
來
」

で
あ
り
、
「
是
非
を
一
昔
に
汎
ず
る
」
事
で
あ
る
。
叉
風
曲
集
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
如
く
無
文
音
感
に
慨
仙
を
よ
り
大
き
く

認
め
て
ゐ
る
が
、
そ
の
理
山
は
、
「
無
文
音
感
は
有
維
共
に
減
る
故
に
鋪
こ
な
の
で
あ
り
、
有
文
音
感
は
「
無
」
を
得
る

に
至
ら
ぬ
故
に
節
二
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
更
に
抽
象
的
に
述
べ
て
彼
は
．
、
他
數
あ
り
。
二
、
剛
番
な
し
」
と
云
っ
て
ゐ

る
。
こ
れ
即
ち
、
一
が
多
を
豫
想
す
る
と
い
ふ
思
勉
海
表
し
て
ゐ
る
と
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
叉
音
曲
詫
出
口
仰
に
は
、

世
阿
彌
の
能
樂
論
に
於
け
る
基
調
的
思
想
一
九
七
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正
し
き
香
感
は
無
文
で
あ
る
が
、
上
手
は
こ
の
無
文
か
ら
文
を
出
す
、
こ
れ
即
ち
無
文
の
一
音
感
に
曲
を
添
へ
る
意
で
あ
る
が

元
來
「
曲
」
は
「
節
」
に
對
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
「
節
」
の
「
有
」
に
對
し
て
「
曲
」
の
本
質
は
「
無
」
で
あ
っ
た
。
（
前

述
）
そ
れ
故
に
無
文
よ
り
「
無
」
な
る
曲
が
出
る
と
い
ふ
時
、
即
ち
そ
の
文
は
有
文
の
文
と
な
る
事
を
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ

又
彼
の
「
無
」
な
る
も
の
が
「
有
」
を
は
ら
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
を
示
し
て
ゐ
る
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

以
上
の
如
く
、
こ
の
晃
智
條
糞
に
次
ぐ
、
五
一
背
仙
條
ぺ
一
音
仙
醗
川
口
体
、
風
曲
集
、
至
花
道
書
等
の
時
代
、
即
ち
朧
永

廿
六
年
か
ら
廿
七
年
に
至
る
時
代
に
於
て
、
彼
の
思
想
は
節
三
段
の
展
開
を
示
し
て
來
ろ
。
そ
の
展
開
は
多
な
る
「
有
」
を

止
揚
し
て
、
こ
れ
を
一
な
る
無
に
高
め
、
共
産
に
一
つ
の
絶
對
境
を
冊
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
此
虚
に
至
っ
て
は
、
そ

の
無
の
境
域
の
中
か
ら
再
び
有
が
胚
胎
さ
れ
、
行
動
が
起
さ
れ
て
來
て
ゐ
る
。
其
庭
に
は
非
相
異
相
す
ら
交
へ
ら
れ
つ
上
も

し
か
も
非
も
異
も
綿
て
処
に
還
る
大
衆
的
な
悟
り
が
あ
り
、
有
即
無
、
無
即
有
、
善
悪
是
非
を
同
一
脱
し
た
弧
き
行
動
、
鬼

を
も
取
拉
ぐ
動
き
が
絶
對
的
靜
の
中
か
ら
生
じ
て
來
て
ゐ
ろ
。
而
か
も
こ
の
根
本
的
な
絶
對
境
は
即
ち
慨
阿
彌
の
悟
道
で
あ

り
、
彼
の
心
で
あ
る
故
に
彼
の
心
即
ち
蔑
物
を
胚
胎
し
て
、
自
在
に
そ
れ
を
生
景
と
な
す
事
が
出
來
る
。
か
く
の
如
く
し

て
彼
自
ら
天
地
に
合
し
得
た
の
で
あ
る
故
に
、
彼
の
悟
道
は
此
虚
に
極
吏
れ
り
占
云
ふ
事
が
出
來
ろ
の
で
あ
る
が
、
尚
こ
の

思
想
は
、
「
遊
樂
智
道
見
風
害
」
、
「
九
位
次
第
」
に
於
て
彼
自
ら
明
瞭
に
語
っ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
概
観

す
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
論
の
結
尾
と
し
た
い
と
思
ふ
。

彼
は
自
己
の
思
想
辛
發
表
す
る
に
極
め
て
自
由
自
在
友
熊
度
に
よ
っ
て
自
己
の
智
識
葬
願
使
し
て
ゐ
る
。
或
時
は
儒
識
へ

｛
ハ
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或
時
は
經
文
、
或
時
は
歌
論
、
或
時
は
交
餌
害
、
彼
の
父
の
用
ゐ
進
一
言
葉
、
彼
自
身
の
創
作
語
、
そ
れ
ら
は
泉
か
ら
出
ろ
清

水
の
如
ノ
、
奔
放
で
さ
へ
あ
る
。
以
上
の
如
き
「
有
」
か
ら
「
無
」
へ
、
「
無
」
か
ら
「
有
」
へ
、
更
に
叉
、
心
を
天
地
に
合

す
る
思
想
等
も
、
彼
は
こ
れ
を
「
心
經
」
と
「
論
語
」
と
和
歌
と
を
用
ゐ
て
説
い
て
ゐ
る
。

先
づ
「
有
」
と
「
無
」
の
問
題
に
つ
い
て
彼
は
次
の
如
く
以
ふ
。
「
心
經
に
云
は
く
色
即
是
空
、
室
即
是
色
。
諸
道
藝
に

お
い
て
も
色
室
二
あ
り
。
．
．
…
・
安
誉
一
位
に
到
り
て
繭
曲
悉
く
意
中
の
景
に
澱
風
す
る
所
、
色
即
処
案
に
て
や
あ
る
ぺ
き
」
こ

れ
即
ち
萬
州
意
中
に
滿
風
し
て
、
し
か
も
無
位
無
風
の
冊
耗
な
し
、
物
数
工
夫
を
つ
く
し
て
無
心
の
風
綿
を
な
す
境
域
で
あ

り
、
「
無
」
の
絶
對
境
に
悟
入
し
た
姿
で
あ
る
。
「
然
れ
ど
も
無
風
の
成
就
と
定
位
す
る
曲
意
の
見
、
未
だ
室
即
是
色
の
鍵

ろ
所
、
若
し
未
得
爲
證
に
て
や
あ
る
べ
き
。
然
ら
ば
柳
外
の
是
非
の
用
心
，
な
ぼ
以
っ
て
危
み
あ
る
ぺ
し
。
」
色
即
是
室
に

て
は
未
だ
眞
の
悟
り
と
は
云
へ
な
い
。
無
風
の
位
の
も
つ
消
極
性
は
、
そ
の
非
を
除
け
つ
く
し
た
清
澄
さ
に
あ
り
、
そ
こ
に

弱
さ
と
危
さ
が
あ
る
。
更
に
進
ん
で
室
即
是
色
、
無
即
有
、
非
即
是
と
な
ら
ぬ
限
り
、
非
は
非
に
叱
っ
て
智
外
の
非
風
の
爲

自
ら
破
れ
る
危
み
が
あ
る
。
こ
の
消
極
性
を
打
破
す
る
事
こ
そ
眞
の
無
礎
で
あ
り
、
弧
き
行
動
と
い
ふ
事
が
出
來
る
。
そ
し

て
そ
れ
こ
そ
附
け
た
位
で
あ
る
。
「
こ
の
用
心
の
危
み
も
な
く
、
何
と
な
す
風
曲
も
附
け
か
へ
り
て
、
正
し
く
異
相
な
る
風

よ
と
見
え
な
が
ら
、
面
白
く
て
是
非
善
悪
も
蕨
か
ら
ん
位
や
、
若
し
室
叩
是
色
に
て
あ
る
ぺ
き
。
是
非
と
も
に
面
白
く
ぱ
、

是
非
あ
る
べ
か
ら
ず
。
智
外
の
川
心
も
ま
た
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
て
、
眞
に
よ
き
歌
に
は
病
雌
も
病
雌
と
な
ら
ず
、
又
面

白
く
聞
え
つ
Ｌ
面
白
き
所
を
知
る
事
の
川
來
ね
も
の
な
り
と
説
き
．
「
天
台
妙
樺
に
も
言
祇
道
断
、
不
思
議
、
心
行
所
減
之

所
咽
是
妙
也
。
常
藝
に
於
て
も
：
…
．
正
し
く
造
作
の
一
つ
も
な
く
、
風
偲
心
を
哨
求
め
ず
、
無
想
の
想
、
離
見
の
見
に
現
は

世
阿
彌
の
龍
樂
論
に
於
け
る
基
調
的
思
想
一
九
九
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世
阿
捌
の
能
樂
論
に
於
け
る
荻
洲
的
思
想
二
○
○

れ
て
、
家
名
庇
聞
な
ら
ん
や
、
遊
楽
の
妙
風
の
逹
人
と
も
申
す
べ
き
。
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
無
こ
そ
有
の
根
源
で
あ
る
。
彼

自
ら
云
へ
る
如
く
「
有
は
無
よ
り
生
ず
る
」
故
に
、
無
は
器
で
あ
り
、
醐
象
を
包
減
す
る
天
下
で
あ
る
。
能
樂
に
遊
樂
の
醐

花
を
現
は
す
も
の
は
、
畢
党
「
心
」
で
あ
る
故
に
、
心
は
無
で
あ
り
器
で
あ
り
天
下
で
あ
る
。
そ
の
心
を
保
つ
も
の
は
天
下

を
保
つ
も
の
、
「
此
の
籏
大
無
風
の
室
逆
に
安
位
し
て
、
是
待
遊
楽
の
妙
花
に
到
る
べ
き
を
忠
ふ
ぺ
し
」
と
彼
か
語
る
時
、

彼
の
藝
術
は
即
ち
彼
の
枇
界
槻
で
あ
っ
た
。
（
遊
樂
脅
道
児
風
害
）

か
く
て
今
や
、
前
期
に
於
て
渇
仰
さ
れ
た
花
は
・
彼
の
枇
界
と
し
て
開
け
て
ゐ
る
。
彼
は
こ
の
世
界
を
「
眞
の
花
」
と
認

め
る
故
に
、
「
九
位
次
第
」
に
は
、
位
を
花
の
名
に
よ
っ
て
説
明
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
妓
高
よ
り
順
に
、
妙
花
風
、
寵
深
花

風
、
閑
花
風
、
正
花
風
‐
で
あ
り
、
そ
の
下
が
廠
精
風
で
あ
る
。
庇
精
風
は
即
ち
物
数
工
夫
を
究
め
誰
さ
ん
と
し
て
ゐ
ろ
位

で
あ
る
。
そ
の
究
め
果
て
た
全
果
の
位
が
正
花
風
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
花
の
境
界
、
眞
の
悟
り
の
枇
界
が
開
け
て
ゆ
く
。
更

に
そ
の
枇
界
に
位
し
て
、
安
得
の
上
果
に
座
段
せ
る
位
は
閑
花
風
。
此
上
に
切
位
の
幽
姿
を
成
し
て
、
有
無
中
道
に
至
る
位

が
繩
深
花
風
。
そ
の
上
に
言
語
を
絶
し
て
、
不
二
妙
禮
の
意
景
を
な
し
，
吾
が
心
、
吾
が
鑿
、
天
地
に
合
す
る
境
が
妙
花
風

と
呼
ば
れ
る
。
「
是
に
て
奥
義
の
上
道
は
経
て
た
り
」
と
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
彼
の
思
想
の
展
開
を
極
め
て
概
略
乍
ら
眺
め
絶
っ
た
。
こ
上
に
眺
め
ら
れ
た
も
の
は
単
に
彼
の
著
作
の
跡
付
け
に
過

ぎ
な
い
。
思
想
史
の
問
題
は
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
に
あ
る
。
即
ち
彼
の
教
養
と
悟
道
の
關
係
、
彼
の
牡
會
的
地
位
の
問
題
、
彼

の
思
想
の
背
景
即
ち
時
代
緒
川
と
の
關
係
・
幽
玄
の
諸
問
題
，
数
へ
て
ゆ
け
ば
限
り
な
い
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
鮒
し
て
は

後
日
を
期
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
（
一
二
、
六
、
こ


