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芭
蕉
が
紡
ぎ
出
し
た
言
葉
は
芭
蕉
の
も
の
と
し
て
個
性
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
誰
に
で
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
な
ら
、

個
性
は
そ
の
人
の
垢
に
す
ぎ
な
い
。
個
性
が
価
値
を
持
つ
と
し
た
ら
、
個
性
が
常
識
を
ふ
ま
え
、
つ
き
つ
め
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
常
識
は

時
代
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
個
々
の
人
間
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
新
し
い
知
見
が
次
の
瞬
問
に
は
常
識
に
化
す
と
い
う
こ
と
の
く
り
返

し
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
常
識
は
個
的
な
も
の
と
し
て
し
か
働
か
な
い
。
そ
し
て
、
個
的
な
も
の
と
し
て
働
く
常
識
に
よ
っ
て
時
代
は
動
い
て

芭
蕉
の
ふ
ま
え
た
常
識
と
は
、
た
と
え
ば
ど
う
い
う
こ
と
か
。

元
禄
五
年
二
月
一
八
日
付
け
の
曲
水
宛
書
簡
で
、
芭
蕉
は
「
風
雅
之
道
筋
、
大
か
た
世
上
三
等
二
相
見
え
候
」
と
批
評
を
展
開
す
る
。
ま
ず
下

等
は
点
取
の
勝
負
に
こ
だ
わ
る
俳
諧
。
し
か
し
こ
れ
も
「
点
者
の
妻
腹
を
ふ
く
ら
か
し
、
店
主
の
金
箱
を
賑
ハ
し
候
ヘ
バ
、
ひ
が
事
せ
ん
ニ
ハ
増

り
た
る
べ
し
」
。
次
に
中
等
は
、
同
じ
点
取
で
も
勝
負
に
こ
だ
わ
ら
な
い
お
っ
と
り
と
し
た
俳
諧
。
少
年
の
よ
み
が
る
た
に
等
し
い
が
、
「
料
理
を

調
へ
、
酒
を
飽
迄
に
し
て
、
貧
な
る
も
の
を
た
す
け
、
点
者
を
肥
し
む
る
事
、
是
又
道
之
建
立
の
一
筋
な
る
べ
き
か
」
。
上
等
の
俳
諧
は
、
「
志
を

っ
と
め
情
を
な
ぐ
さ
め
」
「
は
る
か
に
定
家
の
骨
を
さ
ぐ
り
、
西
行
の
筋
を
た
ど
り
、
楽
天
が
腸
を
あ
ら
ひ
、
杜
子
が
方
寸
に
入
や
か
ら
」
で
、

都
鄭
十
指
に
足
り
な
い
。

常
識
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蕉
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蝶
夢
『
三
等
之
文
』
で
知
ら
れ
る
こ
の
書
簡
の
三
等
の
区
分
け
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
三
区
分
は
多
い
も
の
の
、
こ
こ
は
宋
の
大
慧
宗
呆
の

三
種
の
僧
の
批
評
を
利
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
雪
が
降
っ
た
時
、
上
等
の
僧
は
堂
裏
に
坐
禅
し
、
中
等
の
僧
は
墨
を
磨
っ
て
雪
の
詩
を
作
り
、

下
等
の
僧
は
炉
を
囲
ん
で
食
を
説
く
（
『
大
慧
武
庫
』
—
|
「
雪
下
有
三
種
僧
。
上
等
底
僧
堂
中
坐
禅
。
中
等
磨
墨
点
箪
作
雪
詩
。
下
等
囲
炉
説
食
」
）
。

大
惹
の
あ
と
も
多
く
の
禅
僧
が
こ
れ
を
引
き
、
三
等
の
僧
の
批
評
は
流
布
し
た
。
芭
蕉
が
そ
れ
を
も
じ
っ
た
こ
と
は
、
下
等
、
中
等
の
俳
諧
を
無

理
に
分
け
て
三
等
に
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芭
蕉
に
と
っ
て
大
慧
の
三
等
の
僧
説
は
常
識
だ
っ
た
。

ま
た
、
『
三
冊
子
』
「
わ
す
れ
み
づ
」
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
、
あ
る
門
人
（
路
通
の
こ
と
ら
し
い
）
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
か
れ
、
か
な
ら
ず
こ

の
道
に
離
れ
ず
、
取
り
つ
き
は
べ
る
や
う
に
す
べ
し
。
俳
諧
は
な
く
て
も
あ
る
べ
し
。
た
だ
、
世
情
に
和
せ
ず
、
人
情
通
ぜ
ざ
れ
ば
、
人
と
と
の

は
ず
。
ま
し
て
、
よ
ろ
し
き
友
な
く
て
は
な
り
が
た
し
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
『
続
五
論
』
が
伝
え
る
「
俳
諧
は
な
く
と
も
あ
り
ぬ
べ
し
、
た
ゞ

世
情
に
和
せ
ず
、
人
情
に
達
せ
ざ
る
人
は
、
是
を
無
風
雅
第
一
の
人
と
い
ふ
べ
し
」
と
い
う
発
言
も
同
意
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
中
村
幸
彦
氏

は
、
仁
斎
の
、
文
学
は
「
人
情
を
道
ふ
」
と
い
う
説
に
似
た
も
の
と
言
い
（
「
文
学
は
「
人
情
を
道
ふ
」
の
説
」
、
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
一
巻

所
収
）
、
前
者
に
つ
い
て
尾
形
佑
氏
は
、
人
と
人
と
の
和
を
大
切
に
す
る
連
衆
心
に
源
流
を
求
め
、
さ
ら
に
中
村
説
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
時
代
一

般
の
新
し
い
考
え
方
の
反
映
と
解
し
て
い
る
（
「
俳
諧
は
な
く
て
も
あ
る
べ
し
」
、
『
座
の
文
学
』
所
収
）
。

両
氏
は
あ
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
芭
蕉
の
常
識
と
し
て
、
私
に
は
『
論
語
』
学
而
篇
の
「
汎
＜
衆
を
愛
し
て
仁
に
親
し
み
、

行
な
い
て
余
力
あ
れ
ば
、
則
ち
文
を
学
べ
」
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ぶ
。
『
論
語
』
の
「
文
」
は
儒
教
の
古
典
を
意
味
す
る
。
芭
蕉
は
そ
れ
を

「
俳
諧
」
に
転
用
し
た
。
要
点
を
、
「
汎
＜
衆
を
愛
し
て
、
仁
に
親
し
み
、
行
な
」
う
こ
と
が
、
世
情
に
和
し
人
情
に
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
に
く
ら
べ
れ
ば
「
文
を
学
」
ぶ
こ
と
も
「
俳
諧
」
を
す
る
こ
と
も
第
二
義
的
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
表
明
の
共
通
性
に
求
め
る
な
ら
、

「
文
」
と
「
俳
諧
」
の
違
い
は
消
え
る
。
『
論
語
』
は
迂
遠
な
書
物
で
は
な
い
。
芭
蕉
が
先
の
よ
う
に
発
言
し
た
時
、
か
り
に
『
論
語
』
を
意
識
に

上
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
『
論
語
』
の
文
章
の
構
造
と
そ
の
表
現
の
勢
い
が
無
意
識
の
う
ち
に
よ
み
が
え
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
常
識
の
域

で
あ
る
。
『
論
語
』
述
而
篇
の
「
道
に
志
し
、
徳
に
拠
り
、
仁
に
依
り
、
芸
に
遊
ぶ
」
も
同
じ
構
造
を
示
し
て
い
る
。

あ

さ

が

仕

ぢ

や

う

か
つ
て
大
谷
篤
蔵
氏
は
、
「
閉
関
の
比
」
と
題
す
る
「
舜
や
昼
は
錠
お
ろ
す
門
の
垣
」
の
注
解
で
、
「
芭
蕉
の
閉
関
の
語
も
、
禅
の
閉
関
に
よ
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る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
書
い
た
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
句
集
』
）
。
そ
う
思
っ
て
禅
語
録
を
開
け
ば
、
「
閉
関
」
は
横
行
し
て
い
る

感
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
木
薔
禅
師
語
録
』
（
元
禄
八
年
刊
、
内
閣
文
庫
蔵
）
巻
十
六
所
載
の
「
丙
子
の
春
紫
雲
の
珠
林
室
に
関
を
閉
づ
」
と
題

す
る
偶
三
首
を
あ
げ
て
み
る
。

（三）

柴
扉
覚
日
掩
フ

世
味
淡
口
如
｀
水

焚
口
香
ヲ
中
夜
二
坐
シ

古
殿
疎
鐘
響
ケ
パ

皇
足
ン
テ
紫
雲
ノ
東
ー
一
―

雖
汀
符
此
ノ
性
拙
↓
ト

面
壁
共
[
-
二
肝
胆
↓

沙
弥
不
レ
済
レ
事

荊
門
傍
盃
ポ
閣
↓

春
草
覆
口
竺
緑
―
-

縄
林
三
隻
ノ
脚

可
三
以
テ
消
孟
回
日
↓

拙
性
梱
[
レ
：
え
盃
竺
ル
ニ

禅
心
克
宝
若
｀
灰

待
官
匁
五
更
二
回
ル

微
微
ト
シ
テ
風
送
リ
来
ル

長
年
若
戸
呪
聾
]
/

雙
似
望
口
人
＿
ー
同
ジ

毘
耶
一
冠
化
工
↓

問
哀
属
乃
何
ノ
宗
一ーカ

昼
夜
郁
ァ
封
関
ス

祠
風
入
口
竺
寒

．ソ

松
米
半
盈
ノ
鍬

潜
然
ト
シ
テ
世
界
寛
シ

「
毘
耶
」
は
維
摩
居
士
の
住
ん
だ
都
市
。

僅
か
こ
れ
だ
け
の
偽
を
見
て
も
、
芭
蕉
俳
文
の
あ
れ
こ
れ
が
連
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
閉
関
之
説
」
も
そ
の
一
っ
。
「
閉
関
之
説
」

に
お
い
て
、
芭
蕉
は
な
ぜ
『
徒
然
草
』
か
ら
多
く
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
そ
う
い
う
疑
問
を
も
っ
た
と
し
た
ら
、
木
竜
の
偶
の
二
首
目
、

「
然
モ
此
ノ
性
拙
、
ソ
ト
雖
ド
モ
、
頗
ル
古
人
二
似
テ
同
ジ
、
面
壁
肝
胆
ヲ
共
ニ
シ
、
毘
耶
化
工
ヲ
―
ニ
ス
」
を
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
。
木
華
は
ダ
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『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
で
、
芭
蕉
は
伊
勢
の
神
前
に
詣
で
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

た

ま

た

づ

さ

腰
間
に
寸
鉄
を
帯
び
ず
、
襟
に
一
森
を
掛
け
て
、
手
に
一
八
の
珠
を
携
ふ
。
僧
に
似
て
塵
あ
り
、
俗
に
似
て
髪
な
し
。
我
、
僧
に
あ
ら
ず
と

ふ

と

ぞ

く

い
へ
ど
も
、
浮
屠
の
族
に
た
ぐ
へ
て
、
神
前
に
入
る
こ
と
を
許
さ
ず
。

頭
陀
袋
を
下
げ
、
手
に
数
珠
を
携
え
る
芭
蕉
が
、
「
浮
居
の
族
」
に
見
ら
れ
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
は
や
は

り
「
僧
に
似
て
塵
あ
り
、
俗
に
似
て
髪
な
し
」
と
言
う
。
広
田
二
郎
『
芭
蕉
の
芸
術
』
（
有
精
堂
出
版
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
表
現
は
万
里
集
九

『
梅
花
無
尽
蔵
』
「
山
谷
先
生
画
像
賛
井
序
」
に
よ
る
も
の
ら
し
い
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
は
何
を

言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

黄
辟
盃
僧
妙
植
浄
慧
の
『
儒
釈
雑
記
』
（
宝
永
四
年
序
、
国
会
図
書
館
蔵
）
巻
四
十
三
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

呉
僧
蓮
儒
の
画
禅
に
云
く
、
陳
去
非
、
覚
心
が
詩
を
見
て
、
之
を
称
し
て
云
く
、
一
点
の
僧
気
無
し
。
幻
（
妙
憧
）
按
ず
る
に
、
僧
家
に
偶

頌
を
作
る
、
一
点
の
俗
気
無
き
を
以
て
要
と
為
す
。
陳
去
非
、
覚
心
が
詩
を
評
す
る
、
僧
気
無
き
を
以
て
之
を
褒
称
す
る
に
似
た
り
。
知
ん

ぬ
、
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
、
別
に
詩
家
の
風
有
る
こ
と
を
。

一
般
に
、
僧
の
低
頌
は
一
点
の
俗
気
も
な
い
こ
と
が
肝
要
な
の
に
、
陳
去
非
は
、
僧
で
あ
る
覚
心
の
詩
を
見
て
、
僧
気
の
な
い
点
を
ほ
め
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
詩
は
、
僧
気
も
俗
気
も
離
れ
た
独
自
の
境
域
に
あ
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

非
僧
非
俗

ル
マ
や
維
摩
と
い
う
古
人
と
「
肝
胆
ヲ
共
ニ
シ
」
「
化
工
ヲ
―
ニ
シ
」
て
い
る
。
閉
室
で
古
人
に
対
面
し
て
い
る
。
芭
蕉
も
ま
た
、
閉
関
し
て
兼

好
と
対
面
し
て
い
る
。
『
徒
然
草
』
の
言
葉
を
通
し
て
兼
好
と
肝
胆
を
共
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
誰
に
で
も
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

大
谷
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
芭
蕉
の
「
閉
関
」
は
禅
語
で
あ
る
。
禅
語
は
芭
蕉
の
常
識
で
あ
っ
た
。
禅
語
の
禅
味
を
い
か
に
俳
文
の
俳
味
に
生
か

す
か
。
そ
れ
が
芭
蕉
の
―
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
。
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詩
人
は
僧
俗
を
越
え
た
別
の
所
か
ら
や
っ
て
く
る
。
「
別
に
詩
家
の
風
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
詩
は
別
オ
」
「
詩
は
別
趣
」
と
い
う
言
い

方
で
も
行
わ
れ
る
。
同
じ
く
『
儒
釈
雑
記
』
巻
六
十
に
は
、
『
消
浪
詩
話
』
巻
一
「
詩
弁
」
を
引
い
た
次
の
言
葉
が
あ
る
。

厳
愴
浪
曰
く
、
夫
れ
詩
に
別
材
有
り
、
書
に
関
わ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
詩
に
別
趣
有
り
、
理
に
関
わ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
、
多
く

書
を
読
み
、
多
く
理
を
窮
む
る
に
非
ず
ん
ば
、
其
の
至
を
極
む
る
こ
と
能
は
ず
。
所
謂
、
理
路
に
渉
ら
ず
、
言
答
に
落
ち
ざ
る
者
は
、
上
な

り
。
盛
唐
の
諸
人
、
唯
、
興
趣
に
在
り
。
故
に
其
の
妙
処
玲
瀧
透
徹
し
て
湊
泊
す
べ
か
ら
ず
。
空
中
の
音
、
相
中
の
色
、
水
中
の
月
、
鏡
中

の
象
の
如
し
。
言
、
尽
く
る
こ
と
有
り
て
、
意
、
窮
り
無
し
。

詩
に
別
オ
あ
り
、
別
趣
あ
り
、
と
い
う
認
識
は
、
若
年
の
頃
詩
に
耽
溺
し
そ
し
て
捨
て
た
経
験
の
あ
る
妙
撞
に
と
っ
て
も
体
験
的
な
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
「
詩
文
ニ
ハ
人
ノ
生
レ
ッ
キ
テ
別
ノ
オ
ア
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
器
用
不
器
用
ア
ル
也
」
（
堀
景
山
「
不
尽
言
」
）
と
い
う
こ
と
だ
。
碁
は
別

オ
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
別
オ
、
別
趣
で
あ
る
詩
の
あ
り
方
を
、
目
に
見
え
る
形
で
存
在
さ
せ
る
と
し
た
ら
、
非
僧
非
俗
と
い
う
、
芭
蕉
の
選

ん
だ
姿
形
と
な
る
。
な
お
、
中
野
三
敏
氏
は
、
詩
に
別
オ
別
趣
あ
り
と
い
う
考
え
が
設
園
一
派
の
詩
論
に
頻
出
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
「
文
人
と
前
期
戯
作
」
、
『
十
八
世
紀
の
江
戸
文
芸
』
所
収
、
岩
波
書
店
）
。

芭
蕉
は
、
詩
に
別
オ
あ
り
、
詩
に
別
趣
あ
り
、
と
い
う
こ
と
を
、
詩
の
側
か
ら
現
実
に
向
か
っ
て
語
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
し
ば
ら
く
身
を
立

ま

な

ん

さ

と

ら

む
事
を
ね
が
へ
ど
も
、
こ
れ
が
為
に
さ
へ
ら
れ
、
暫
ク
学
で
愚
を
暁
ソ
事
を
お
も
へ
ど
も
、
是
が
為
に
破
ら
れ
、
つ
ゐ
に
無
能
無
芸
に
し
て
、
只

つ

な

が

と

ぽ

そ

此
一
筋
に
繋
る
」
（
『
笈
の
小
文
』
）
、
「
あ
る
時
は
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
、
一
た
び
は
仏
籐
祖
室
の
扉
に
入
ら
む
と
せ
し
も
、
た
ど
り
な
き

風
雲
に
身
を
せ
め
、
花
鳥
に
情
を
労
し
て
、
暫
く
生
涯
の
は
か
り
事
と
さ
へ
な
れ
ば
、
終
に
無
能
無
オ
に
し
て
此
一
筋
に
つ
な
が
る
」
（
『
幻
住
庵

記
』
）
と
。
芭
蕉
が
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
、
こ
の
「
無
能
、
無
芸
、
無
オ
」
「
此
一
筋
」
に
は
、
詩
に
別
才
あ
り
、
詩
に
別
趣
あ
り
、
と
い
う
こ

と
が
裏
側
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
「
私
に
は
詩
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い
才
能
が
あ
る
」
と
い
う
強
固
な
宣
言
の
よ
う
に

聞
こ
え
る
。
謙
退
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
芭
蕉
の
一
筋
縄
で
い
か
な
い
強
い
主
張
と
自
信
で
あ
る
。
私
の
よ
う
な
者
で
も
生
き
て
い
き
た
い
、
と
言
っ

た
捨
吉
（
島
崎
藤
村
『
春
』
）
の
よ
う
に
し
ぶ
と
い
主
張
な
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
芭
蕉
は
「
詩
は
別
オ
」
と
い
う
常
識
を
つ
き
つ
め
た
の
で

あ
る
。
『
鹿
島
紀
行
』
の
「
い
ま
ひ
と
り
は
僧
に
も
あ
ら
ず
、
俗
に
も
あ
ら
ず
、
鳥
鼠
の
間
に
名
を
か
う
ぶ
り
の
」
も
、
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
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ゆ

く

あ

ら

た

ま

る

「
た
と
へ
ば
歌
仙
は
三
十
六
歩
也
。
一
歩
も
跡
に
帰
る
心
な
し
。
行
に
し
た
が
ひ
、
心
の
改
は
、
た
ゞ
先
へ
ゆ
く
心
な
れ
ば
也
」
は
、
『
三
冊

ま

な

ぶ

こ

と

あ

り

の

ぞ

ん

ぶ

ん

だ

い

子
』
「
し
ら
さ
う
し
」
で
直
接
芭
蕉
の
言
っ
た
言
薬
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
、
「
学
事
は
つ
ね
に
有
。
席
に
望
で
文
台
と
我
と
間

す

み

や

か

い

で

こ

こ

い

た

り

す

な

は

ち

に
髪
と
い
れ
ず
。
お
も
ふ
事
速
に
い
ひ
出
て
、
妥
に
至
て
迷
ふ
念
な
し
。
文
台
引
下
ろ
せ
ば
則
反
古
也
」
も
『
三
冊
子
』
「
あ
か
さ
う
し
」
が

引
く
芭
蕉
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
俳
諧
の
場
を
離
れ
て
も
了
解
さ
れ
得
る
の
は
、
あ
る
生
の
原
質
と
い
っ
た
も
の
に
届
い
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
で
は
こ
こ
で
い
う
生
の
原
質
と
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
か
。

松
ハ
直
ク
棘
ハ
曲
リ
、
鶴
ハ
白
ク
烏
ハ
玄
シ
。
擬
議
ス
レ
バ
薦
ズ
十
万
八
千
。
僧
、
趙
州
二
問
フ
、
万
法
―
二
帰
ス
、
一
ハ
何
処
二
帰
ス
カ
。

州
云
ク
、
我
青
州
二
在
リ
テ
一
領
ノ
布
杉
ヲ
倣
ル
、
重
キ
コ
ト
七
斤
卜
。
顛
体
更
二
蔵
覆
ノ
処
無
ク
、
機
二
当
ッ
テ
曽
テ
言
詮
二
滞
ラ
ザ
ル

者
ナ
リ
。

松
は
真
っ
直
ぐ
で
い
ば
ら
は
曲
が
り
、
鶴
は
白
く
、
烏
は
黒
い
。
そ
の
こ
と
に
こ
だ
わ
れ
ば
何
事
も
う
ま
く
流
れ
な
い
。
あ
る
僧
が
趙
州
に
問

う
た
。
「
万
法
は
一
に
帰
す
と
い
う
が
、
そ
の
一
は
ど
こ
に
帰
す
る
の
か
」
。
趙
州
は
悠
々
と
答
え
た
。
「
私
は
青
州
に
い
た
時
一
領
の
衣
を
作
っ

た
が
、
そ
の
重
さ
は
七
斤
じ
ゃ
っ
た
よ
」
と
。
答
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
、
隠
し
だ
て
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

趙
州
は
、
そ
の
場
に
臨
ん
で
決
し
て
言
業
に
つ
ま
り
、
理
に
お
ち
る
こ
と
の
な
か
っ
た
者
で
あ
る
。

こ
の
境
地
は
、
聡
明
も
学
解
も
湊
泊
も
博
量
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
直
二
須
ク
是
レ
自
家
三
寸
ノ
命
根
子
、
率
地
二
折

レ
、
曝
地
二
断
ジ
、
知
解
ヲ
絶
シ
、
能
所
ヲ
忘
ジ
テ
、
自
然
二
歩
歩
二
超
越
、
ソ
、
拍
拍
二
是
レ
令
ス
」
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
境
地
に
到

ら
な
い
な
ら
ば
、
心
の
中
に
二
人
の
主
人
が
い
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

一
歩
も
跡
に
帰
る
心
な
し

こ
と
が
で
き
る
。
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一
人
ノ
生
死
無
常
ヲ
思
念
シ
テ
道
業
ヲ
了
弁
セ
ソ
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
者
有
リ
。
又
一
人
ハ
世
間
ノ
順
逆
愛
憎
ノ
境
界
ヲ
放
チ
、
過
ギ
ズ
直
二
倣

シ
テ
了
処
二
到
ソ
ト
要
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
ス
。

自
心
に
二
人
の
主
人
が
い
る
と
、
工
夫
し
て
も
力
を
費
し
て
も
む
だ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
「
退
屈
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
先
師
は
常
に

道
を
学
ぶ
人
に
「
第
二
念
ヲ
起
サ
ズ
久
久
自
然
二
相
応
セ
シ
ム
」
。
で
は
何
を
第
二
念
と
呼
ぶ
の
か
。
「
白
日
青
天
二
向
カ
ッ
テ
大
二
両
眼
ヲ
開
テ
、

ヤ
ヽ
公
案
ノ
上
二
於
テ
郷
不
牢
、
把
不
住
、
転
転
シ
テ
念
ヲ
移
シ
テ
世
間
身
心
情
識
等
ノ
境
上
二
上
ズ
。
瞥
ニ
―
念
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
芥
子
許
リ

ノ
如
ク
ナ
ル
モ
、
即
チ
此
レ
宜
ク
便
チ
是
レ
第
二
念
ナ
ル
ベ
シ
」
。
こ
の
芥
子
ほ
ど
の
第
二
念
も
、
す
ぐ
に
百
千
万
億
無
窮
の
生
死
の
た
め
に
と

ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

右
は
『
中
峰
雑
録
』
下
巻
所
収
「
示
南
徐
松
禅
人
」
の
要
約
で
あ
る
。
心
に
宿
る
二
人
の
主
人
と
第
二
念
は
、
と
も
に
「
擬
議
ス
レ
バ
薦
ズ
」

と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
で
、
心
に
宿
る
二
人
の
主
人
と
は
、
自
ら
が
自
ら
の
主
宰
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
分
別
取
捨
の
迷
い
で

あ
り
、
つ
ま
り
作
為
で
あ
る
。
対
象
か
ら
外
れ
て
行
く
思
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
自
然
二
歩
歩
二
超
越
、
ソ
、
拍
拍
二
是
レ
令
ス
」
る
こ

と
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
。
「
拍
拍
是
令
」
は
『
碧
巌
録
』
第
八
十
三
則
に
「
這
裏
に
到
ら
ば
、
拍
拍
是
れ
令
な
り
」
と
使
わ
れ
、
「
拍
子
を
取
る
一

っ
―
つ
の
あ
い
の
手
が
歌
の
調
べ
に
な
る
」
と
解
さ
れ
る
（
岩
波
文
庫
）
。

第
二
念
に
つ
い
て
は
、
病
気
に
効
果
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
病
気
を
お
こ
す
「
薬
忌
」
に
た
と
え
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
何
ヲ
力

第
二
念
卜
謂
フ
。
便
チ
是
レ
爾
ガ
箇
ノ
所
参
ノ
話
頭
ヲ
離
却
、
ソ
テ
、
正
念
ノ
外
二
更
二
善
悪
悟
迷
ノ
境
上
二
於
テ
微
キ
一
奄
ヲ
動
ズ
ル
、
是
ヲ
第

二
念
卜
謂
フ
也
」
。
こ
こ
で
い
う
「
所
参
ノ
話
頭
」
と
は
、
公
案
の
こ
と
で
、
禅
僧
中
峰
に
と
っ
て
は
「
膏
盲
必
死
ノ
病
」
を
治
す
「
神
薬
」
に

比
せ
ら
れ
て
い
る
。
思
い
が
公
案
上
を
外
れ
て
「
善
悪
悟
迷
ノ
境
上
」
に
及
ぶ
時
、
心
は
凝
滞
す
る
（
『
中
峰
広
録
』
）
巻
四
下
「
示
琳
上
人
病
中
」
）
。

ゆ

く

あ

ら

た

ま

る

中
峰
の
い
う
「
自
然
二
歩
歩
二
超
越
、
ソ
、
拍
拍
二
是
レ
令
ス
」
は
、
芭
蕉
の
「
行
に
し
た
が
ひ
、
心
の
改
は
、
た
ゞ
先
へ
ゆ
く
心
な
れ
ば
也
」

す
な
は
ち

「
妥
に
至
て
迷
ふ
念
な
し
」
に
あ
た
る
。
芭
蕉
が
「
一
歩
も
跡
に
帰
る
心
な
し
」
「
文
台
引
き
下
ろ
せ
ば
則
反
古
也
」
と
強
調
し
た
の
は
、
当
面

す
る
も
の
か
ら
外
れ
て
集
中
を
欠
く
心
が
必
ず
俳
諧
に
凝
滞
を
も
た
ら
し
、
不
要
の
情
妄
を
生
ず
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

中
峰
の
言
う
と
こ
ろ
を
も
う
少
し
詳
し
く
理
解
し
て
お
こ
う
。
中
峰
は
趙
州
の
「
我
青
州
二
在
リ
テ
一
領
ノ
布
杉
ヲ
倣
ル
、
重
キ
コ
ト
七
斤
」
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と
い
う
応
答
を
「
額
体
更
二
蔵
覆
ノ
処
無
ク
、
機
二
当
ッ
テ
曽
テ
言
詮
二
滞
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
」
と
言
っ
た
。
中
峰
は
趙
州
の
こ
の
応
答
が
気
に
入
っ

て
い
た
ら
し
く
、
随
処
に
引
い
て
い
る
。
「
蔵
覆
」
は
覆
蔵
と
同
意
。
「
機
二
当
ッ
テ
曽
テ
言
詮
二
滞
ラ
ザ
ル
」
と
は
、
別
の
言
い
方
を
用
い
れ
ば
、

「
古
人
ノ
心
口
、
絃
ノ
直
キ
ガ
如
ク
、
機
先
二
突
出
シ
テ
棟
択
無
シ
。
看
ヨ
、
渠
ガ
落
処
商
量
ヲ
絶
ス
ル
コ
ト
ヲ
」
（
『
中
峰
雑
録
』
）
上
巻
「
自
倣

得
歌
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
棟
択
」
は
智
恵
分
別
を
も
っ
て
熟
考
し
て
選
択
す
る
こ
と
。
少
々
戯
れ
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
当
門
二
板

歯
（
前
歯
）
無
シ
。
口
開
ケ
テ
露
出
ス
、
鉄
心
肝
。
承
当
ヲ
待
タ
ソ
ト
擬
ス
レ
バ
、
還
テ
不
是
」
（
同
）
と
な
る
。
「
承
当
ヲ
待
タ
ソ
ト
擬
ス
レ
バ
、

還
テ
不
是
」
と
は
、
し
か
る
べ
き
正
確
な
言
葉
を
発
し
よ
う
と
智
恵
分
別
を
働
か
せ
ば
、
必
ず
理
に
堕
ち
る
と
い
う
意
。

心
の
凝
滞
は
聡
明
も
学
解
も
湊
泊
も
博
量
も
免
れ
得
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
中
峰
は
言
っ
た
。
「
深
泊
」
「
博
量
」
は
次
の
よ
う
に
使
わ
れ

る
。
「
当
二
知
ル
ベ
シ
、
箇
ノ
華
厳
性
海
、
全
体
是
レ
大
火
緊
、
大
風
輪
、
塗
毒
鼓
、
吹
毛
ノ
剣
ナ
ル
コ
ト
ヲ
。
百
千
ノ
聖
賢
モ
敢
テ
正
眼
戯
著

セ
ズ
。
又
常
二
心
ヲ
将
テ
湊
泊
シ
、
意
ヲ
挙
テ
博
量
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ソ
ヤ
」
（
『
中
峰
広
録
』
）
四
巻
下
「
示
明
甜
上
人
書
華
厳
経
」
。
「
当
二
知

ル
ベ
シ
、
般
若
ハ
大
火
緊
ノ
如
、
ソ
。
一
切
二
湊
泊
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
」
（
『
中
峰
雑
録
』
中
巻
「
示
日
本
元
禅
人
」
）
。
つ
ま
り
、
「
湊
泊
」
は
停

滞
、
「
博
量
」
は
理
に
堕
ち
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
火
や
水
が
押
し
寄
せ
る
中
で
「
湊
泊
」
「
博
量
」
し
て
い
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
と
も

に
い
さ
ぎ
よ
さ
を
欠
き
、
悟
り
の
前
に
は
無
効
の
行
為
な
の
で
あ
る
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
中
峰
は
「
自
家
三
オ
ノ
命
根
子
」
が
「
率
地
に
折
レ
、
曝
地
二
断
ジ
」
る
よ
う
に
、
「
知
解
ヲ
絶
、
ソ
、
能
所

（
主
体
客
体
）
ヲ
忘
ジ
テ
」
、
「
自
然
二
歩
歩
二
自
家
一
＿
一
才
ノ
命
根
子
ヲ
超
越
、
ソ
、
拍
拍
二
令
ス
」
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
た
。

こ
こ
で
は
か
り
に
中
峰
の
言
葉
を
引
い
た
が
、
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
中
峰
に
限
ら
な
い
。
禅
法
一
般
の
言
薬
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で

言
い
た
い
の
は
、
芭
蕉
が
こ
の
よ
う
に
悟
り
に
向
っ
て
俳
諧
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
俳
諧
を
禅
法
の
上
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た

と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
禅
法
一
般
の
こ
の
よ
う
な
心
把
握
を
俳
論
の
場
に
転
用
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
「
文
台
」
を
禅
の

「
蒲
団
」
（
座
禅
用
の
座
蒲
団
）
に
対
比
し
て
み
る
と
、
以
上
の
こ
と
が
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
生
死
事
大
無
常
迅
速
と
い
う

こ
と
に
関
す
る
疑
情
を
脱
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
脱
し
た
仏
祖
古
人
の
「
話
頭
ヲ
看
、
公
案
二
参
ジ
、
蒲
団
二
上
リ
テ
模
様
ヲ
倣
サ
ズ
、

只
是
レ
切
切
二
生
死
大
事
ノ
上
二
於
テ
疑
着
ス
」
べ
き
な
の
で
あ
る
（
『
中
峰
雑
録
』
）
中
巻
「
示
海
東
淵
首
座
」
）
。
「
模
様
ヲ
倣
ス
」
と
は
か
ざ
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草
の
枕
に
寝
あ
き
て
、
ま
だ
ほ
の
ぐ
ら
き
う
ち
に
、
浜
の
か
た
に
出
て

明
ぼ
の
や
し
ら
魚
し
ろ
き
こ
と
一
寸

（
『
甲
子
吟
行
』
）

こ
の
句
の
行
き
届
い
た
解
・
鑑
賞
と
し
て
、
尾
形
仇
『
野
ざ
ら
し
紀
行
評
釈
』
（
平
成
十
年
、
角
川
書
店
）
か
ら
「
口
訳
」
を
引
い
て
お
こ
う
。

暁
闇
の
浜
辺
。
そ
の
ほ
の
暗
い
光
の
中
に
、
今
し
漁
師
に
す
く
い
あ
げ
ら
れ
た
ば
か
り
の
白
魚
が
澄
明
な
姿
態
を
一
っ
ひ
と
つ
く
っ
き
り
と

浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
澄
明
な
る
も
の
の
空
間
を
限
る
こ
と
は
一
寸
。
そ
の
一
寸
の
美
が
冬
の
暁
闇
の
天
地
を
占
有
す
る
か
の
よ
う

だ
。
杜
甫
は
こ
の
魚
を
「
天
然
二
寸
ノ
魚
」
と
詠
じ
、
市
店
に
運
ば
れ
た
そ
れ
を
銀
花
・
雪
片
に
た
と
え
て
い
た
っ
け
が
。

う
る
ほ

杜
甫
の
詩
「
白
小
」
は
同
書
に
よ
れ
ば
、
「
白
小
群
分
ノ
命
、
天
然
二
寸
ノ
魚
、
細
微
水
族
二
油
フ
、
風
俗
園
疏
二
当
ッ
、
陣
二
入
リ
テ
銀
花

む

な

こ

と

ご

と

乱
レ
、
箱
ヲ
傾
ケ
レ
バ
雪
片
虚
シ
、
成
形
ナ
ホ
卵
ヲ
拾
フ
ガ
ゴ
ト
シ
、
尽
ク
ニ
取
ル
コ
ト
義
イ
カ
ソ
ゾ
」
と
い
う
も
の
。
尾
形
氏
は
「
天
然
二

寸
ノ
魚
」
を
「
白
き
こ
と
一
寸
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
的
確
な
現
実
観
察
に
も
と
づ
い
た
芭
蕉
の
俳
諧
が
あ
る
」
と
注
し
て
い
る
。

四

る
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
「
席
に
望
ん
で
文
台
と
我
と
間
に
髪
と
い
れ
ず
」
と
は
、
言
い
直
せ
ば
、
雑
念
（
第
二
念
）
を
払
っ
て
、
か
ざ
る
意
識

を
奄
髪
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
は
以
上
の
こ
と
を
芭
蕉
の
つ
き
つ
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
常
識
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
三
冊
子
』
「
あ
か
さ
う
し
」
が
伝
え
る
「
俳
諧

は
三
尺
の
童
に
さ
せ
よ
」
「
初
心
の
句
こ
そ
た
の
も
し
け
れ
」
「
俳
諧
は
気
に
乗
せ
て
す
べ
し
」
と
い
っ
た
芭
蕉
の
言
葉
の
所
以
を
知
る
と
と
も
に
、

た
と
え
ば
『
去
来
抄
』
の
「
そ
の
お
も
ふ
処
直
に
句
と
な
る
事
を
し
ら
ず
、
ふ
か
く
お
も
ひ
し
づ
み
、
却
て
心
お
も
く
詞
し
ぶ
り
、
或
は
心
た
し

か
な
ら
ず
」
「
か
4

る
時
は
か
4

る
情
こ
そ
う
ご
か
め
。
興
を
催
し
量
を
さ
ぐ
る
い
と
ま
あ
ら
じ
と
は
、
此
時
こ
そ
お
も
ひ
し
り
侍
り
け
る
」
と

い
う
ふ
う
に
、
さ
も
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
去
来
に
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
。

明
ぼ
の
や
し
ら
魚
し
ろ
き
こ
と
一
寸
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一
寸
の
白
魚
に
目
を
と
め
、
そ
の
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
芭

芭
蕉
の
こ
の
句
は
何
を
前
提
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

蕉
の
感
覚
や
認
識
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
し
ら
魚
し
ろ
き
こ
と
一
寸
」
が
杜
甫
「
白
小
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
通
説
と
言
っ
て
よ
い
。
で
は
「
白
小
」
の
何
が
意
識
さ
れ

た
の
か
。
「
白
小
群
分
ノ
命
、
天
然
二
寸
ノ
魚
」
と
い
う
表
現
に
は
、
二
寸
の
白
魚
に
二
寸
の
命
と
い
う
感
覚
が
生
き
て
い
る
。
「
天
然
」
は
「
細

微
」
な
「
二
寸
の
魚
」
に
も
、
そ
れ
な
り
に
十
分
な
「
命
」
を
「
分
」
け
与
え
て
い
る
。
白
魚
の
一
っ
―
つ
が
け
な
げ
に
も
天
与
の
二
寸
の
命
を

充
足
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
詩
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
。
芭
蕉
眼
前
の
白
魚
に
も
、
一
寸
の
大
き
さ
な
ら
一
寸
な
り
の
命
が
現
前
し
て
い

る
。
芭
蕉
の
詩
心
は
ま
ず
そ
こ
に
反
応
し
た
。
曙
の
中
の
白
、
一
寸
の
白
の
輝
き
、
そ
の
透
明
な
美
し
さ
は
命
の
具
体
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
天

地
に
充
溢
す
る
命
が
「
し
ろ
き
こ
と
一
寸
」
の
中
に
分
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
芭
蕉
の
驚
き
と
確
認
が
、
「
そ
の
澄
明
な
る
も
の
の
空
間
を
限
る

こ
と
は
一
寸
。
そ
の
一
寸
の
美
が
冬
の
暁
闇
の
天
地
を
占
有
す
る
か
の
よ
う
だ
」
と
い
う
鑑
賞
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。

で
は
命
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
生
々
や
ま
ざ
る
天
地
が
作
り
出
す
命
と
い
う
儒
教
的
な
感
覚
で
十
分
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
具
体
性
が
欠
け
て
い

る
。
こ
こ
で
、
前
節
で
引
い
た
「
三
寸
ノ
命
根
子
」
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
命
根
と
は
、
中
峰
に
よ
れ
ば
「
爾
ガ
十
二
時
中
、
眼
二
色
ヲ
見
ル
是

レ
、
耳
二
声
ヲ
聞
ク
是
レ
、
鼻
舌
身
意
香
味
触
法
及
ビ
一
切
知
覚
等
二
至
ル
マ
デ
、
是
レ
又
妄
想
卜
名
ヅ
ケ
、
又
生
死
卜
名
ヅ
ケ
、
又
順
倒
卜
名

ヅ
ク
。
無
始
劫
来
、
刀
祈
レ
ド
モ
断
タ
ズ
、
鋸
解
ス
レ
ド
モ
開
カ
ズ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
『
中
峰
広
録
』
）
巻
四
下
「
示
嗣
禅
上
人
」
）
。
つ
ま

り
、
知
覚
を
始
め
と
し
て
生
命
の
全
活
動
を
司
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
刀
で
祈
っ
て
も
断
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
鋸
で
解
剖
し
て
も
開
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
禅
で
は
こ
れ
を
煩
悩
の
根
元
と
す
る
か
ら
、
「
爾
ガ
三
寸
ノ
命
根
子
、
不
知
不
覚
ノ
処
二
向
ッ
テ
、
率
地
ニ

断
ジ
、
曝
地
二
折
」
（
同
右
）
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
は
か
え
っ
て
確
実
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
中
峰
は

『
天
目
中
峰
和
尚
懐
浄
土
詩
』
の
二
十
四
首
目
で
は
「
命
根
ハ
是
レ
一
串
輪
珠
」
と
い
う
ふ
う
に
描
写
し
て
い
る
。
い
ま
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』

（
石
田
瑞
麿
、
小
学
館
）
が
倶
舎
宗
、
法
相
宗
の
所
説
を
ま
と
め
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
借
り
れ
ば
、
命
根
と
は
「
阿
頼
耶
識
（
あ
ら
や
し
き
）

が
業
力
に
随
っ
て
、
い
く
ら
か
の
歳
月
、
住
し
て
い
る
は
た
ら
き
を
い
う
」
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
「
明
ぼ
の
や
し
ら
魚
し
ろ
き
こ
と
一
寸
」
の
白
魚
は
、
一
寸
の
命
根
そ
の
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
い
く
ら
か
の
時
間
、
万
有
の
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根
元
で
あ
る
阿
頼
耶
識
の
働
き
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
一
寸
の
生
命
と
し
て
こ
の
世
に
姿
を
見
せ
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
仮
に

生
存
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
と
も
知
ら
ず
け
な
げ
に
、
あ
る
い
は
凛
と
し
て
存
在
す
る
一
寸
の
白
魚
が
、
か
え
っ
て
は
か
な
い
も
の
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
「
し
ろ
き
こ
と
一
寸
」
と
い
う
ふ
う
に
、
全
き
外
形
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
は
か
な
さ
が
宿
る
。
し
か

し
一
方
で
、
一
寸
の
命
根
だ
が
、
万
有
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
一
瞬
の
こ
と
で
あ
る
。
「
し
ろ
き
こ
と
一
寸
」
に
感
応

す
る
の
は
、
人
間
の
命
根
の
投
影
だ
か
ら
で
も
あ
る
。
命
根
と
い
う
も
の
の
姿
が
、
文
字
通
り
、
手
に
と
る
よ
う
に
目
の
前
に
あ
る
。

曙
光
の
中
で
、
そ
れ
に
拮
抗
す
る
か
の
よ
う
な
白
魚
の
一
寸
の
白
さ
。

見
忠
ア
リ
見
恕
ア
リ
性
皆
然
リ
ニ
も
霊
明
廓
↓
ナ
リ
大
千
一
―

天
下
帰
〗
プ
仁
五
弓
絶
学
→
物
皆
備
口
竺
識
亡
無
伝
→

中
峰
の
「
寄
朱
高
岡
」
七
律
の
前
半
で
あ
る
（
『
中
峰
雑
録
』
上
巻
）
。
「
大
千
」
は
大
千
三
千
世
界
、
つ
ま
り
全
宇
宙
。
「
絶
学
」
と
は
、
禅
法

の
学
解
・
知
解
を
絶
す
る
こ
と
。
全
宇
宙
の
中
に
仁
を
徳
と
し
て
存
在
し
得
る
人
間
が
「
一
寸
ノ
霊
明
、
大
千
二
廓
カ
ナ
リ
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
。
「
霊
明
廓
徹
」
は
「
本
来
の
自
己
に
徹
し
て
、
智
見
が
明
白
な
こ
と
」
（
『
禅
学
大
辞
典
』
）
と
解
さ
れ
る
。
仁
徳
に
よ
っ
て
一
人
宇
宙
に
立
つ

斬
新
な
人
間
の
存
在
は
、
宇
宙
か
ら
見
た
時
、
「
一
寸
ノ
霊
明
」
な
の
で
あ
り
、
対
比
的
に
、
曙
光
の
中
に
「
澄
明
な
姿
態
を
一
っ
ひ
と
つ
く
っ

き
り
と
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
」
白
魚
の
徳
を
人
間
が
見
た
時
、
「
し
ろ
き
こ
と
一
寸
」
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
宋
の
雪
賓
重
顕
『
祖
英
集
』
下

巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
掲
「
病
起
酬
如
禅
徳
」
に
は
、
「
大
明
一
寸
光
、
腐
草
一
何
仮
、
人
命
呼
吸
間
、
誠
哉
是
言
也
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
。

こ
れ
は
ホ
タ
ル
の
光
の
明
滅
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
も
ち
ろ
ん
句
解
で
も
な
け
れ
ば
鑑
賞
で
も
な
い
。
「
明
ぼ
の
や
し
ら
魚
し
ろ
き
こ
と
一
寸
」
と
い
う
表
現
が
生
み
出
さ
れ
る
際
の
、
い

わ
ば
必
要
条
件
に
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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