
- 2 -

の
寓
話
に
意
図
さ
れ
た
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一

「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
の
解
釈

「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
、
代

表
的
な
翻
訳
書
を
取
り
あ
げ
て
確
認
し
た
い
。

ま
ず
、
金
谷
治
『
荘
子
』
は
こ
の
寓
話
を
、「
む
か
し
、
荘
周
は
自
分
が

蝶
に
な
っ
た
夢
を
見
た
。
楽
し
く
飛
び
ま
わ
る
蝶
に
な
り
き
っ
て
、
の
び
の

び
と
快
適
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
荘
周
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ふ
と
目
が
さ
め
て
み
る
と
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
荘
周

で
あ
る
。
い
っ
た
い
荘
周
が
蝶
と
な
っ
た
夢
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
蝶
が
荘
周
に
な
っ
た
夢
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
荘
周
と
蝶
と
は
、
き

っ
と
区
別
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
移
行
を
物
化
（
す
な
わ
ち
万
物
の
変

化
）
と
名
づ
け
る
の
だ
」(

１)

と
翻
訳
し
、「『
物
化
』
す
な
わ
ち
万
物
の
変
化

と
は
要
す
る
に
こ
う
し
た
も
の
で
、
因
果
の
関
係
は
成
立
せ
ず
、
荘
周
と
胡

蝶
と
の
間
に
は
一
応
の
分
別
相
違
は
あ
っ
て
も
絶
対
的
な
変
化
と
い
う
べ
き

も
の
は
な
い
。
荘
周
が
胡
蝶
で
あ
り
、
胡
蝶
が
荘
周
だ
と
い
う
境
地
、
そ
れ

が
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
」(

２)

と
言
う
。
つ
ま
り
、
変
化
に
は
因

果
関
係
が
成
立
し
な
い
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
を
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
を
説
い
た
寓
話
だ
と
し
て
い
る
。

次
に
、
森
三
樹
三
郎
『
老
子
・
荘
子
』
は
、「
い
つ
か
荘
周
は
、
夢
の
な

わ

た

し

か
で
胡
蝶
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
私
は
嬉
嬉
と
し
て
胡
蝶
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
た
だ
楽
し
い
ば
か
り
で
、
心
ゆ
く
ま
ま
に
飛
び
ま
わ
っ
て
い
た
。

そ
し
て
自
分
が
荘
周
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
と

そ
う
し
ゅ
う

つ
ぜ
ん
目
が
さ
め
て
み
る
と
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
荘
周
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

い
っ
た
い
荘
周
が
夢
の
中
で
胡
蝶
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
胡
蝶
が

夢
の
中
で
荘
周
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
荘

周
と
胡
蝶
と
で
は
、
た
し
か
に
区
別
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
区

別
が
つ
か
な
い
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
で
も
な
い
、
こ
れ
が
物
の
変

化
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」(

３)

と
翻
訳
し
た
う
え
で
、「
人
生
を
夢
に

た
と
え
る
こ
と
は
多
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
最
も
早
い
例
で
あ
る
。
だ
が
、
人

生
を
夢
ま
ぼ
ろ
し
に
た
と
え
る
も
の
は
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
嘆
く
の
が
普

通
で
あ
る
が
、
荘
周
は
そ
う
で
は
な
い
。
夢
と
現
実
と
を
区
別
し
て
、
現
実

に
執
着
す
る
の
は
相
対
差
別
の
立
場
で
あ
る
。
夢
も
現
実
も
一
つ
の
変
化
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
し
、
二
つ
な
が
ら
に
肯
定
す
る
の
が
万
物
斉
同
の
立
場

で
あ
る
」(

４)

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
と
い
う
一
方
だ
け
に
執
着
す
る
こ

と
を
否
定
す
る
、
万
物
斉
同
の
立
場
に
つ
い
て
述
べ
た
寓
話
だ
と
す
る
の
で

あ
る
。

野
村
茂
夫
『
荘
子
』
は
「
以
前
の
こ
と
、
わ
た
し
は
夢
で
胡
蝶
と
な
っ
た
。

ひ
ら
ひ
ら
と
楽
し
く
舞
い
飛
ぶ
胡
蝶
で
あ
っ
た
。
自
分
で
も
う
れ
し
く
て
気

分
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
い
た
。
荘
周
と
い
う
人
間
で
あ
る
こ
と
な
ど
す
っ

か
り
忘
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
は
っ
と
目
が
覚
め
る
と
、
こ
れ
は
し
た
り
、

自
分
は
荘
周
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
ど
う
も
よ
く
分
か
ら
な
い
の
だ
、
わ

た
し
荘
周
が
夢
の
中
で
胡
蝶
と
な
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
実
は
自
分
は

胡
蝶
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
夢
み
て
荘
周
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
荘
周
と
胡
蝶
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『
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お
け
る
「
生
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死
後
」
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想

―
「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
を
中
心
と
し
て

―

林

尚
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は
じ
め
に

『
荘
子
』
に
は
有
名
な
「
胡
蝶
の
夢
」
と
い
う
寓
話
が
あ
る
。
そ
の
全
文

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昔
者
、
荘
周
、
夢
為
胡
蝶
。
栩
栩
然
胡
蝶
也
。
自
喩
適
志
与
、
不
知
周

也
。
俄
然
覚
、
則
蘧
蘧
然
周
也
。
不
知
、
周
之
夢
為
胡
蝶
与
、
胡
蝶
之

夢
為
周
与
。
周
与
胡
蝶
、
則
必
有
分
矣
。
此
之
謂
物
化
。

〔
昔
、
荘
周
、
夢
に
胡
蝶
と
為
る
。
栩
栩
然
と
し
て
胡
蝶
な
り
。
自
ら

喩
み
て
志
に
適
う
か
、
周
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
俄
然
と
し
て
覚
む

れ
ば
、
則
ち
蘧
蘧
然
と
し
て
周
な
り
。
知
ら
ず
、
周
の
夢
に
胡
蝶
と
為

る
か
、
胡
蝶
の
夢
に
周
と
為
る
か
を
。
周
と
胡
蝶
と
に
は
、
則
ち
必
ず

分
有
り
。
此
を
之
れ
物
化
と
謂
う
〕（『
荘
子
』
斉
物
論
篇
）

世
の
中
の
常
識
で
は
、
夢
と
現
実
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
夢
か
ら
覚
め
た

世
界
が
現
実
で
あ
り
、
夢
で
見
る
世
界
は
現
実
で
は
な
い
。
荘
子
は
こ
の
常

識
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
夢
か
ら
覚
め
た
世
界
が
実
は
現
実
で
は

な
く
、
夢
の
中
の
世
界
が
現
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
可
能
性
を
否

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
般
に
「
胡
蝶
の
夢
」

は
、
夢
と
現
実
と
が
区
別
で
き
な
い
こ
と
の
た
と
え
と
し
て
使
わ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
寓
話
は
そ
れ
だ
け
を
述
べ
る
の
で
は
な
い
。

夢
の
中
の
蝶
が
本
当
の
自
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
夢
か
ら
覚
め
た
荘
周
が

本
当
の
自
分
な
の
か
を
「
知
ら
ず
」、
分
か
ら
な
い
と
言
う
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
必
ず
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
物
化
」
と
言
う
。
こ
の
寓
話
に
は
こ

の
よ
う
な
文
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
物
化
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
が
定
ま
ら
な
い
た
め
に
、
こ
の
寓
話
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
解
釈
が

な
さ
れ
て
き
た
。
主
に
は
、
自
他
の
区
別
の
な
い
境
地
、
変
化
を
超
越
し
た

境
地
を
説
き
、
そ
れ
を
理
想
の
生
き
方
と
す
る
解
釈
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、

あ
る
主
体
の
夢
と
現
実
の
混
淆
を
説
く
の
で
は
な
い
と
す
る
説
や
、
万
物
の

転
生
を
説
い
た
も
の
と
す
る
解
釈
も
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
解

釈
に
よ
り
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
に
対
す
る
理
解
は
従
来
と
は
異
な
る
も
の

と
な
っ
た
。
本
稿
は
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
整
理
し

た
う
え
で
、
近
年
出
さ
れ
た
主
体
の
解
体
説
や
転
生
説
の
検
討
を
行
い
、
こ

－14－
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あ
り
、
夢
で
見
る
世
界
は
現
実
で
は
な
い
。
荘
子
は
こ
の
常

識
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
夢
か
ら
覚
め
た
世
界
が
実
は
現
実
で
は

な
く
、
夢
の
中
の
世
界
が
現
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
可
能
性
を
否

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
般
に
「
胡
蝶
の
夢
」

は
、
夢
と
現
実
と
が
区
別
で
き
な
い
こ
と
の
た
と
え
と
し
て
使
わ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
寓
話
は
そ
れ
だ
け
を
述
べ
る
の
で
は
な
い
。

夢
の
中
の
蝶
が
本
当
の
自
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
夢
か
ら
覚
め
た
荘
周
が

本
当
の
自
分
な
の
か
を
「
知
ら
ず
」、
分
か
ら
な
い
と
言
う
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
必
ず
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
物
化
」
と
言
う
。
こ
の
寓
話
に
は
こ

の
よ
う
な
文
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
物
化
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
が
定
ま
ら
な
い
た
め
に
、
こ
の
寓
話
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
解
釈
が

な
さ
れ
て
き
た
。
主
に
は
、
自
他
の
区
別
の
な
い
境
地
、
変
化
を
超
越
し
た

境
地
を
説
き
、
そ
れ
を
理
想
の
生
き
方
と
す
る
解
釈
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、

あ
る
主
体
の
夢
と
現
実
の
混
淆
を
説
く
の
で
は
な
い
と
す
る
説
や
、
万
物
の

転
生
を
説
い
た
も
の
と
す
る
解
釈
も
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
解

釈
に
よ
り
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
に
対
す
る
理
解
は
従
来
と
は
異
な
る
も
の

と
な
っ
た
。
本
稿
は
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
整
理
し

た
う
え
で
、
近
年
出
さ
れ
た
主
体
の
解
体
説
や
転
生
説
の
検
討
を
行
い
、
こ

－15－
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子
』
は
、
形
態
上
の
変
化
は
表
面
的
だ
か
ら
だ
と
し
た
。
赤
塚
『
荘
子
』
は
、

根
拠
へ
の
思
索
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。
福
永
『
荘
子
』
は
、

変
化
に
よ
る
違
い
は
ど
う
で
も
よ
い
問
題
だ
か
ら
だ
と
し
た
。こ
の
よ
う
に
、

変
化
の
本
質
に
つ
い
て
の
分
析
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の

解
釈
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
生
き
る
主
体
が
あ
り
、
そ
の
主
体
が
変
化
に

左
右
さ
れ
ず
に
逍
遥
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
理
想
と
し
て
説
か
れ
て
い

る
と
す
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
従
来
の
解
釈
に
対
し
、
橋
本
敬
司
「
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
―
物

化
の
構
造
と
意
味
―
」（
）

は
、「
荘
子
に
お
け
る
夢
と
は
、
夢
と
現
実
の
混

11

淆
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、
確
か
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
現
実
世

界
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
場
で
あ
り
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
の
で

あ
る
」
と
反
論
し
、「
物
化
」
を
「
道
が
、
荘
周
あ
る
い
は
胡
蝶
と
い
っ
た

全
て
の
物
に
お
い
て
限
定
的
に
自
己
を
顕
現
す
る
こ
と
」
と
ま
と
め
、「
胡

蝶
の
夢
」
は
「
目
の
前
の
現
実
の
世
界
を
虚
構
す
る
人
間
の
小
賢
し
い
知
や

言
語
を
頼
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
認
識
と
そ
の
主
体
を
解
体
し
、
道
を
実

感
し
受
け
と
め
道
そ
の
も
の
の
変
化
に
身
を
委
ね
、
物
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
に

お
い
て
そ
の
生
を
生
き
る
こ
と
を
説
い
た
寓
話
」
と
い
う
新
し
い
解
釈
を
提

出
し
た
。（
）
12

従
来
の
説
が
、「
主
体
」
を
中
心
と
し
て
「
主
体
」
が
変
化
に
惑
わ
さ
れ

ず
に
生
き
て
い
く
べ
き
こ
と
を
説
い
た
と
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
橋
本
「
荘

子
胡
蝶
の
夢
」
は
、
人
間
の
認
識
と
そ
の
主
体
を
解
体
し
、
人
間
と
い
う
「
主

体
」
も
「
道
」
の
変
化
の
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
だ
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
と
し
て
、
斉
物
論
篇
の
次
の
記
述
を
挙
げ

て
い
る
。

夢
飲
酒
者
、
旦
而
哭
泣
、
夢
哭
泣
者
、
旦
而
田
猟
。
方
其
夢
也
、
不
知

其
夢
也
。
夢
之
中
又
占
其
夢
焉
、
覚
而
後
知
其
夢
也
。
且
有
大
覚
而
後

知
此
其
大
夢
也
。
而
愚
者
自
以
為
覚
、
窃
窃
然
知
之
、
君
乎
、
牧
乎
。

固
哉
。
丘
也
与
女
、
皆
夢
也
。
予
謂
女
夢
亦
夢
也
。

〔
夢
に
酒
を
飲
む
者
は
、
旦
に
し
て
哭
泣
し
、
夢
に
哭
泣
す
る
者
は
、

旦
に
し
て
田
猟
す
。
其
の
夢
み
る
に
方
り
て
は
、
其
の
夢
な
る
を
知
ら

ず
。
夢
の
中
に
又
た
其
の
夢
を
占
い
、
覚
め
て
而
る
後
に
其
の
夢
な
る

を
知
る
。
且
つ
大
覚
有
り
て
而
る
後
に
此
れ
其
の
大
夢
な
る
を
知
る
な

り
。
而
る
に
愚
者
は
自
ら
以
て
覚
め
た
り
と
為
し
、
窃
窃
然
と
し
て
之

を
知
れ
り
と
し
て
、
君
と
な
し
、
牧
と
な
す
。
固
な
る
か
な
。
丘
と
女

と
、
皆
夢
な
り
。
予
、
女
を
夢
と
謂
う
も
亦
た
夢
な
り
〕

夢
を
見
て
い
る
間
は
、
そ
れ
が
夢
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
、

現
実
を
生
き
て
い
る
間
も
現
実
が
現
実
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ

る
。
愚
者
は
現
実
を
そ
の
ま
ま
現
実
と
決
め
つ
け
て
い
る
が
、
私
と
あ
な
た

の
い
る
こ
の
現
実
の
世
界
は
夢
の
世
界
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
夢
の
世
界
も
ま

た
夢
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
、
橋
本
「
荘
子
胡
蝶
の
夢
」

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
主
体
」
が
変
化
す
る
世
界
を
眺
め
て
い
る
の
で
は

な
く
、「
主
体
」
も
ま
た
変
化
に
委
ね
る
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。『

荘
子
』
に
は
他
に
も
、「
偉
な
る
か
な
、
造
化
。
又
た
将
に
奚
に
か
汝

な
に
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と
は
確
か
に
形
の
上
で
は
区
別
が
あ
る
の
だ
が
。
こ
れ
が
物
ご
と
の
変
化
と

い
う
も
の
か
」(

５)

と
翻
訳
し
、「
形
態
上
の
変
化
は
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
。
…
…
い
か
な
る
形
態
を
と
ろ
う
と
、
そ
の
時
々
の
姿
を
よ
し
と
し
て

認
め
よ
」(

６)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
形
の
上
で
の
変
化
は
表
面
的
な

も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
態
度
の
大
切
さ
を
説

い
た
寓
話
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

赤
塚
忠
『
荘
子
』
は
、「
あ
る
と
き
、
荘
周
が
胡
蝶
に
な
っ
た
夢
を
見
た
。

ひ
ら
り
ひ
ら
り
と
美
し
く
飛
び
回
っ
て
い
る
胡
蝶
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
思
う

が
ま
ま
で
あ
る
わ
い
と
喜
ん
で
、
こ
の
身
が
荘
周
と
い
う
人
間
で
あ
る
こ
と

な
ど
い
っ
こ
う
に
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
突
然
に
目
が
覚
め
る
と
、
驚
い

て
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
辺
り
を
見
回
し
て
い
る
荘
周
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
荘
周

が
胡
蝶
に
な
っ
た
夢
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
胡
蝶
が
荘
周
に
な

っ
た
夢
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ど
ち
ら
か
分
か
ら
な
い
。
荘
周
と
胡

蝶
で
は
必
ず
区
別
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。〔
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の

区
別
を
つ
け
る
の
か
。〕
こ
の
よ
う
に
そ
れ
が
あ
る
に
似
て
し
か
も
そ
の
定

め
の
な
い
の
が
、
物
事
の
絶
え
間
の
な
い
移
ろ
い
と
い
う
も
の
だ
」(

７)

と
翻

訳
し
、「
荘
周
が
胡
蝶
に
な
っ
た
夢
を
借
り
て
、
世
の
中
の
物
事
の
変
化
に

つ
い
て
、
深
く
思
索
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
」(

８)

と
述
べ
、

変
化
に
つ
い
て
の
思
索
を
求
め
た
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

福
永
光
司
『
荘
子
』
は
、「
荘
子
に
お
け
る
夢
と
現
実
の
混
淆
、
現
実
の

夢
へ
の
混
沌
化
―
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
荘
子
に
と
っ
て
は
、
夢
も

現
実
も
、
そ
れ
を
『
分
有
り
』
と
み
る
の
は
人
間
の
分
別
で
あ
っ
て
、
実

在
の
世
界
で
は
、
い
わ
ゆ
る
夢
も
、
い
わ
ゆ
る
現
実
も
、
道
―
真
実
在
―

の
一
持
続
に
す
ぎ
な
い
。
自
己
と
胡
蝶
と
は
確
か
に
同
じ
物
で
は
な
い
が
、

そ
う
か
と
い
っ
て
一
を
夢
と
し
、
一
を
現
実
と
す
る
必
要
は
ど
こ
に
も
な

い
の
で
あ
る
。
胡
蝶
と
な
れ
ば
胡
蝶
で
あ
る
自
分
を
楽
し
み
、
荘
周
で
あ

れ
ば
荘
周
で
あ
る
自
分
を
楽
し
む
だ
け
で
、
胡
蝶
が
荘
周
に
な
っ
た
の
か
、

荘
周
が
胡
蝶
に
な
っ
た
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
問
題
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
世
俗
の
人
間
は
夢
を
現
実
と
区
別
し
、
人
間
を
胡
蝶
と
区

別
す
る
。
…
…
荘
子
は
『
知
ら
ず
、
周
の
夢
に
胡
蝶
と
な
れ
る
か
、
胡
蝶

の
夢
に
周
と
な
れ
る
か
を
』
と
い
う
。『
知
ら
ず
』
と
答
え
る
荘
子
は
、
夢

と
現
実
の
混
淆
の
中
で
生
き
た
る
混
沌
と
し
て
の
道
を
、
生
き
た
る
混
沌

と
し
て
楽
し
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
」(

９)

と
し
、「
一
切
存
在
が
常
識
的
な

分
別
の
し
が
ら
み
を
突
き
ぬ
け
て
、
自
由
自
在
に
変
化
し
あ
う
世
界
、
い

わ
ゆ
る
物
化
の
世
界
こ
そ
実
在
の
真
相
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
た
だ
そ
の

『
物
化
』
―
万
物
の
極
ま
り
な
い
流
転
―
の
中
で
、
与
え
ら
れ
た
現
在
を

与
え
ら
れ
た
現
在
と
し
て
、
楽
し
く
逍
遥
す
れ
ば
よ
い
」(

)

と
解
説
し
て

10

い
る
。
つ
ま
り
、
流
転
極
ま
り
な
い
混
沌
と
し
た
世
界
の
中
で
逍
遥
と
す

る
生
き
方
を
説
い
た
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

二

「
胡
蝶
の
夢
」
と
「
主
体
の
解
体
」

以
上
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
寓
話
は
、
際
限
な
く
続
く
変
化
を
変
化

の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
生
き
る
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
な
ぜ
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
違
い
が
見

ら
れ
た
。
金
谷
『
荘
子
』
は
、
変
化
に
は
因
果
関
係
が
な
い
か
ら
だ
と
し
た
。

森
『
老
子
・
荘
子
』
は
、
万
物
は
斉
同
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
た
。
野
村
『
荘

－16－
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子
』
は
、
形
態
上
の
変
化
は
表
面
的
だ
か
ら
だ
と
し
た
。
赤
塚
『
荘
子
』
は
、

根
拠
へ
の
思
索
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。
福
永
『
荘
子
』
は
、

変
化
に
よ
る
違
い
は
ど
う
で
も
よ
い
問
題
だ
か
ら
だ
と
し
た
。こ
の
よ
う
に
、

変
化
の
本
質
に
つ
い
て
の
分
析
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の

解
釈
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
生
き
る
主
体
が
あ
り
、
そ
の
主
体
が
変
化
に

左
右
さ
れ
ず
に
逍
遥
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
理
想
と
し
て
説
か
れ
て
い

る
と
す
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
従
来
の
解
釈
に
対
し
、
橋
本
敬
司
「
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
―
物

化
の
構
造
と
意
味
―
」（
）

は
、「
荘
子
に
お
け
る
夢
と
は
、
夢
と
現
実
の
混

11

淆
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、
確
か
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
現
実
世

界
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
場
で
あ
り
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
の
で

あ
る
」
と
反
論
し
、「
物
化
」
を
「
道
が
、
荘
周
あ
る
い
は
胡
蝶
と
い
っ
た

全
て
の
物
に
お
い
て
限
定
的
に
自
己
を
顕
現
す
る
こ
と
」
と
ま
と
め
、「
胡

蝶
の
夢
」
は
「
目
の
前
の
現
実
の
世
界
を
虚
構
す
る
人
間
の
小
賢
し
い
知
や

言
語
を
頼
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
認
識
と
そ
の
主
体
を
解
体
し
、
道
を
実

感
し
受
け
と
め
道
そ
の
も
の
の
変
化
に
身
を
委
ね
、
物
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
に

お
い
て
そ
の
生
を
生
き
る
こ
と
を
説
い
た
寓
話
」
と
い
う
新
し
い
解
釈
を
提

出
し
た
。（
）
12

従
来
の
説
が
、「
主
体
」
を
中
心
と
し
て
「
主
体
」
が
変
化
に
惑
わ
さ
れ

ず
に
生
き
て
い
く
べ
き
こ
と
を
説
い
た
と
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
橋
本
「
荘

子
胡
蝶
の
夢
」
は
、
人
間
の
認
識
と
そ
の
主
体
を
解
体
し
、
人
間
と
い
う
「
主

体
」
も
「
道
」
の
変
化
の
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
だ
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
と
し
て
、
斉
物
論
篇
の
次
の
記
述
を
挙
げ

て
い
る
。

夢
飲
酒
者
、
旦
而
哭
泣
、
夢
哭
泣
者
、
旦
而
田
猟
。
方
其
夢
也
、
不
知

其
夢
也
。
夢
之
中
又
占
其
夢
焉
、
覚
而
後
知
其
夢
也
。
且
有
大
覚
而
後

知
此
其
大
夢
也
。
而
愚
者
自
以
為
覚
、
窃
窃
然
知
之
、
君
乎
、
牧
乎
。

固
哉
。
丘
也
与
女
、
皆
夢
也
。
予
謂
女
夢
亦
夢
也
。

〔
夢
に
酒
を
飲
む
者
は
、
旦
に
し
て
哭
泣
し
、
夢
に
哭
泣
す
る
者
は
、

旦
に
し
て
田
猟
す
。
其
の
夢
み
る
に
方
り
て
は
、
其
の
夢
な
る
を
知
ら

ず
。
夢
の
中
に
又
た
其
の
夢
を
占
い
、
覚
め
て
而
る
後
に
其
の
夢
な
る

を
知
る
。
且
つ
大
覚
有
り
て
而
る
後
に
此
れ
其
の
大
夢
な
る
を
知
る
な

り
。
而
る
に
愚
者
は
自
ら
以
て
覚
め
た
り
と
為
し
、
窃
窃
然
と
し
て
之

を
知
れ
り
と
し
て
、
君
と
な
し
、
牧
と
な
す
。
固
な
る
か
な
。
丘
と
女

と
、
皆
夢
な
り
。
予
、
女
を
夢
と
謂
う
も
亦
た
夢
な
り
〕

夢
を
見
て
い
る
間
は
、
そ
れ
が
夢
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
、

現
実
を
生
き
て
い
る
間
も
現
実
が
現
実
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ

る
。
愚
者
は
現
実
を
そ
の
ま
ま
現
実
と
決
め
つ
け
て
い
る
が
、
私
と
あ
な
た

の
い
る
こ
の
現
実
の
世
界
は
夢
の
世
界
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
夢
の
世
界
も
ま

た
夢
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
、
橋
本
「
荘
子
胡
蝶
の
夢
」

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
主
体
」
が
変
化
す
る
世
界
を
眺
め
て
い
る
の
で
は

な
く
、「
主
体
」
も
ま
た
変
化
に
委
ね
る
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。『

荘
子
』
に
は
他
に
も
、「
偉
な
る
か
な
、
造
化
。
又
た
将
に
奚
に
か
汝

な
に
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と
は
確
か
に
形
の
上
で
は
区
別
が
あ
る
の
だ
が
。
こ
れ
が
物
ご
と
の
変
化
と

い
う
も
の
か
」(

５)

と
翻
訳
し
、「
形
態
上
の
変
化
は
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
。
…
…
い
か
な
る
形
態
を
と
ろ
う
と
、
そ
の
時
々
の
姿
を
よ
し
と
し
て

認
め
よ
」(

６)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
形
の
上
で
の
変
化
は
表
面
的
な

も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
態
度
の
大
切
さ
を
説

い
た
寓
話
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

赤
塚
忠
『
荘
子
』
は
、「
あ
る
と
き
、
荘
周
が
胡
蝶
に
な
っ
た
夢
を
見
た
。

ひ
ら
り
ひ
ら
り
と
美
し
く
飛
び
回
っ
て
い
る
胡
蝶
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
思
う

が
ま
ま
で
あ
る
わ
い
と
喜
ん
で
、
こ
の
身
が
荘
周
と
い
う
人
間
で
あ
る
こ
と

な
ど
い
っ
こ
う
に
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
突
然
に
目
が
覚
め
る
と
、
驚
い

て
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
辺
り
を
見
回
し
て
い
る
荘
周
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
荘
周

が
胡
蝶
に
な
っ
た
夢
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
胡
蝶
が
荘
周
に
な

っ
た
夢
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ど
ち
ら
か
分
か
ら
な
い
。
荘
周
と
胡

蝶
で
は
必
ず
区
別
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。〔
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の

区
別
を
つ
け
る
の
か
。〕
こ
の
よ
う
に
そ
れ
が
あ
る
に
似
て
し
か
も
そ
の
定

め
の
な
い
の
が
、
物
事
の
絶
え
間
の
な
い
移
ろ
い
と
い
う
も
の
だ
」(

７)

と
翻

訳
し
、「
荘
周
が
胡
蝶
に
な
っ
た
夢
を
借
り
て
、
世
の
中
の
物
事
の
変
化
に

つ
い
て
、
深
く
思
索
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
」(

８)

と
述
べ
、

変
化
に
つ
い
て
の
思
索
を
求
め
た
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

福
永
光
司
『
荘
子
』
は
、「
荘
子
に
お
け
る
夢
と
現
実
の
混
淆
、
現
実
の

夢
へ
の
混
沌
化
―
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
荘
子
に
と
っ
て
は
、
夢
も

現
実
も
、
そ
れ
を
『
分
有
り
』
と
み
る
の
は
人
間
の
分
別
で
あ
っ
て
、
実

在
の
世
界
で
は
、
い
わ
ゆ
る
夢
も
、
い
わ
ゆ
る
現
実
も
、
道
―
真
実
在
―

の
一
持
続
に
す
ぎ
な
い
。
自
己
と
胡
蝶
と
は
確
か
に
同
じ
物
で
は
な
い
が
、

そ
う
か
と
い
っ
て
一
を
夢
と
し
、
一
を
現
実
と
す
る
必
要
は
ど
こ
に
も
な

い
の
で
あ
る
。
胡
蝶
と
な
れ
ば
胡
蝶
で
あ
る
自
分
を
楽
し
み
、
荘
周
で
あ

れ
ば
荘
周
で
あ
る
自
分
を
楽
し
む
だ
け
で
、
胡
蝶
が
荘
周
に
な
っ
た
の
か
、

荘
周
が
胡
蝶
に
な
っ
た
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
問
題
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
世
俗
の
人
間
は
夢
を
現
実
と
区
別
し
、
人
間
を
胡
蝶
と
区

別
す
る
。
…
…
荘
子
は
『
知
ら
ず
、
周
の
夢
に
胡
蝶
と
な
れ
る
か
、
胡
蝶

の
夢
に
周
と
な
れ
る
か
を
』
と
い
う
。『
知
ら
ず
』
と
答
え
る
荘
子
は
、
夢

と
現
実
の
混
淆
の
中
で
生
き
た
る
混
沌
と
し
て
の
道
を
、
生
き
た
る
混
沌

と
し
て
楽
し
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
」(

９)

と
し
、「
一
切
存
在
が
常
識
的
な

分
別
の
し
が
ら
み
を
突
き
ぬ
け
て
、
自
由
自
在
に
変
化
し
あ
う
世
界
、
い

わ
ゆ
る
物
化
の
世
界
こ
そ
実
在
の
真
相
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
た
だ
そ
の

『
物
化
』
―
万
物
の
極
ま
り
な
い
流
転
―
の
中
で
、
与
え
ら
れ
た
現
在
を

与
え
ら
れ
た
現
在
と
し
て
、
楽
し
く
逍
遥
す
れ
ば
よ
い
」(

)

と
解
説
し
て

10

い
る
。
つ
ま
り
、
流
転
極
ま
り
な
い
混
沌
と
し
た
世
界
の
中
で
逍
遥
と
す

る
生
き
方
を
説
い
た
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

二

「
胡
蝶
の
夢
」
と
「
主
体
の
解
体
」

以
上
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
寓
話
は
、
際
限
な
く
続
く
変
化
を
変
化

の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
生
き
る
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
な
ぜ
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
違
い
が
見

ら
れ
た
。
金
谷
『
荘
子
』
は
、
変
化
に
は
因
果
関
係
が
な
い
か
ら
だ
と
し
た
。

森
『
老
子
・
荘
子
』
は
、
万
物
は
斉
同
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
た
。
野
村
『
荘

－17－
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其
所
美
者
為
神
奇
、
其
所
悪
者
為
臭
腐
、
臭
腐
復
化
為
神
奇
、
神
奇
復

化
為
臭
腐
。
故
曰
、
通
天
下
一
気
耳
。
聖
人
故
貴
一
。

〔
生
や
死
の
徒
、
死
や
生
の
始
め
、
孰
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
。
人
の
生

も
と

は
、
気
の
聚
ま
れ
る
な
り
。
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則

ち
死
と
為
る
。
若
し
死
生
を
徒
と
為
せ
ば
、
吾
又
た
何
を
か
患
え
ん
。

故
に
万
物
は
一
な
り
。
是
れ
其
の
美
と
す
る
所
の
者
を
神
奇
と
為
し
、

其
の
悪
と
す
る
所
の
者
を
臭
腐
と
為
す
も
、
臭
腐
は
復
た
化
し
て
神
奇

と
為
り
、
神
奇
は
復
た
化
し
て
臭
腐
と
為
る
。
故
に
曰
く
、
天
下
を
通

じ
て
一
気
の
み
、
と
。
聖
人
は
故
に
一
を
貴
ぶ
、
と
〕（『
荘
子
』
知
北

遊
篇
）

生
は
死
の
仲
間
で
あ
り
、
死
は
生
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
気
が
凝
集

す
る
こ
と
で
生
と
な
り
、
気
が
離
散
す
る
こ
と
で
死
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
万
物
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
生

と
死
が
仲
間
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
と
死
に
価
値
の
差
を
持
ち
こ
み
、

感
情
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
斉
同
思
想
を

述
べ
た
後
、「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」
と
し
、
す
べ
て
は
一
気
の
聚
散

の
結
果
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。「
生
は
死
の
始
め
」
と
あ
り
、

ま
た
そ
の
説
明
に
、「
臭
腐
」
が
「
神
奇
」
と
な
り
、「
神
奇
」
は
ま
た
「
臭

腐
」
と
な
る
と
変
化
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
も
ま

た
転
生
を
説
い
た
も
の
だ
と
言
う
。（
）
20

四

転
生
と
「
主
体
」

末
永
高
康
「
物
化
小
考
」(

)

も
ま
た
、
こ
の
寓
話
に
「
転
生
」
の
可
能
性

21

を
探
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
転
生
」
と
は
「『
わ
た
し
』
と
い
う
ま
と

ま
り
が
保
存
さ
れ
る
形
の
生
ま
れ
変
わ
り
」(

)

が
想
定
さ
れ
る
が
、
大
宗
師

22

篇
の
「
物
化
」
の
例(

)

で
は
、
子
来
と
い
う
人
間
が
鼠
の
肝
や
虫
の
前
足
に

23

な
る
と
い
う
喩
え
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
単
な
る
転
生
を
語
っ
た
も
の
で

は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
至
楽
篇
で
語
ら
れ
る
様
々
な
転
化(

)

を
「
自
分

24

の
両
手
の
十
本
の
指
が
そ
れ
ぞ
れ
に
胡
蝶
に
変
化
し
、
自
分
の
頭
の
無
数
の

髪
の
毛
が
そ
れ
ぞ
れ
に
紙
魚
に
変
化
す
る
よ
う
な
」(

)

も
の
で
あ
る
と
説
明

25

し
、
一
つ
の
「
い
の
ち
」
の
連
続
を
語
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「『
物
化
』
に
お
い
て
は
、『
い
の
ち
』
の
有
無
の
垣
根
を
越
え
て
『
化
』
が

行
わ
れ
る
」(

)

と
す
る
。
つ
ま
り
、
荘
子
の
説
く
変
化
は
い
わ
ゆ
る
「
転
生
」

26

で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
物
化
」
の
説
が
「
気
」
の
思
想

を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」（
知
北

遊
篇
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
変
化
の
場
に
お
い
て
は
、「『
い
の
ち
』
あ
る
も

の
と
『
い
の
ち
』
な
き
も
の
の
区
別
も
、
そ
こ
に
本
質
的
な
区
別
を
与
え
る

も
の
で
は
な
く
な
る
」(

)

と
言
う
。

27

さ
ら
に
分
析
は
続
き
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
の
「
荘
周
は
変
化
す
る
立
場

に
自
ら
を
置
い
て
そ
の
変
化
を
眺
め
て
い
る
」
点
に
注
目
し
、「『
わ
た
し
』

の
死
を
嘆
き
悲
し
む
人
々
も
『
わ
た
し
』
が
死
後
何
に
化
し
た
か
を
知
ら
な

い
」
よ
う
に
「『
変
化
を
見
届
け
る
人
が
い
な
い
』
の
を
う
ま
く
表
現
し
て

い
る
」
点
で
「
死
を
よ
く
寓
意
し
た
寓
話
」
だ
と
評
価
す
る
。
(
)以
上
よ
り
、

28
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を
以
て
為
さ
ん
と
す
る
、
将
に
奚
く
に
か
汝
を
以
て
適
か
し
め
ん
と
す
る
。

い
ず

汝
を
以
て
鼠
の
肝
と
為
す
か
、
汝
を
以
て
虫
の
臂
と
為
す
か
」〔
偉
哉
、
造

化
。
又
将
奚
以
汝
為
、
将
奚
以
汝
適
。
以
汝
為
鼠
肝
乎
、
以
汝
為
虫
臂
乎
。〕

（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、「
主
体
」
の
な
い
変
化
に
身
を
委

ね
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

三

「
胡
蝶
の
夢
」
と
転
生

池
田
知
久
『
荘
子
』
は
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
に
「
万
物
の
転
化
・
転
生

は
あ
た
か
も
夢
の
よ
う
だ
」
と
い
う
題
を
つ
け
、「
か
つ
て
荘
周
（
本
書
の

作
者
。
姓
は
荘
、
名
は
周
）
は
、
夢
の
中
で
胡
蝶
と
な
っ
た
。
ひ
ら
ひ
ら
と

舞
う
胡
蝶
で
あ
っ
た
。
己
の
心
に
ぴ
た
り
と
適
う
の
に
満
足
し
き
っ
て
、
荘

周
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
ふ
っ
と
目
が
覚
め
る
と
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ

と
見
回
す
荘
周
で
あ
る
。
荘
周
が
夢
見
て
胡
蝶
と
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

胡
蝶
が
夢
見
て
荘
周
と
な
っ
た
の
か
、
真
実
の
ほ
ど
は
分
か
ら
な
い
。
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
荘
周
と
胡
蝶
は
同
じ
物
で
は
な
い
、
両
者
の
間
に
は
き
っ
と

違
い
が
あ
る
。
物
化
（
あ
る
物
が
他
の
物
へ
と
転
生
す
る
こ
と
）
と
は
、
こ

れ
を
言
う
の
で
あ
る
」
(
)と
翻
訳
す
る
。

13

さ
ら
に
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』
(

)で
は
、「
胡
蝶
の
夢
」

14

に
出
て
く
る
「
物
化
」
と
は
、「
荘
周
と
い
う
人
間
の
死
が
そ
の
ま
ま
空
無

に
帰
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
死
後
に
胡
蝶
と
い
う
『
物
』
と
な
っ
て
再

び
生
じ
、
ま
た
胡
蝶
の
死
が
そ
の
ま
ま
空
無
に
帰
す
る
こ
と
な
く
、
死
後
に

荘
周
と
な
っ
て
再
生
す
る
、
と
い
う
内
容
の
転
生
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者

が
こ
の
よ
う
な
転
生
と
し
て
の
『
物
化
』
を
荘
周
の
夢
と
と
も
に
述
べ
て
い

る
の
は
、
我
々
人
間
が
夢
を
見
て
何
か
に
な
る
と
い
う
日
常
の
平
凡
な
体
験

を
根
拠
に
し
て
、
人
間
と
い
う
存
在
者
が
死
後
に
他
の
『
物
』
と
な
っ
て
転

生
す
る
と
い
う
思
想
が
、
荒
唐
無
稽
な
空
想
な
ど
で
は
な
く
、
真
実
で
あ
る

可
能
性
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
(

)と
し
、
こ
の
寓
話
は
「
あ
ら
ゆ
る

15

存
在
者
の
死
と
転
生
と
い
う
思
想
の
、
真
実
で
あ
る
可
能
性
を
主
張
す
る
た

め
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
(
)と
結
論
す
る
。

16

そ
の
根
拠
は
、
大
宗
師
篇
に
出
て
く
る
「
成
然
寐
、
蘧
然
覚
」
と
い
う
表

現
が
「
明
ら
か
に
『
寐
』
が
人
間
と
し
て
の
死
を
比
喩
し
、『
覚
』
が
他
『
物
』

と
な
る
転
生
を
比
喩
」(

)

し
て
お
り
、
こ
れ
と
「
胡
蝶
の
夢
」
の
「
俄
然
覚
、

17

則
蘧
蘧
然
周
也
」
を
同
一
表
現
だ
と
見
な
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
夢

か
ら
覚
め
る
こ
と
が
「
転
生
」
の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

(
)

ま
た
、「『
物
化
』
や
転
生
と
は
、『
陰
陽
』
二
気
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ

18て
あ
る
『
物
』
が
生
ま
れ
、
そ
の
『
気
』
が
散
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
『
物
』

は
死
ぬ
が
、
し
か
し
、
そ
の
『
物
』
を
構
成
し
て
い
た
『
気
』
は
そ
の
ま
ま

消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
再
び
（
一
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
）
他
の

場
所
に
集
ま
っ
て
（
一
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
）
他
の
『
物
』
と
な
っ
て
転

生
し
て
い
く
」(

)

と
す
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
知
北
遊
篇
の
記
述
を
挙
げ
る
。

19

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

生
也
死
之
徒
、
死
也
生
之
始
、
孰
知
其
紀
。
人
之
生
、
気
之
聚
也
。
聚

則
為
生
、
散
則
為
死
。
若
死
生
為
徒
、
吾
又
何
患
。
故
万
物
一
也
、
是

－18－
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其
所
美
者
為
神
奇
、
其
所
悪
者
為
臭
腐
、
臭
腐
復
化
為
神
奇
、
神
奇
復

化
為
臭
腐
。
故
曰
、
通
天
下
一
気
耳
。
聖
人
故
貴
一
。

〔
生
や
死
の
徒
、
死
や
生
の
始
め
、
孰
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
。
人
の
生

も
と

は
、
気
の
聚
ま
れ
る
な
り
。
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則

ち
死
と
為
る
。
若
し
死
生
を
徒
と
為
せ
ば
、
吾
又
た
何
を
か
患
え
ん
。

故
に
万
物
は
一
な
り
。
是
れ
其
の
美
と
す
る
所
の
者
を
神
奇
と
為
し
、

其
の
悪
と
す
る
所
の
者
を
臭
腐
と
為
す
も
、
臭
腐
は
復
た
化
し
て
神
奇

と
為
り
、
神
奇
は
復
た
化
し
て
臭
腐
と
為
る
。
故
に
曰
く
、
天
下
を
通

じ
て
一
気
の
み
、
と
。
聖
人
は
故
に
一
を
貴
ぶ
、
と
〕（『
荘
子
』
知
北

遊
篇
）

生
は
死
の
仲
間
で
あ
り
、
死
は
生
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
気
が
凝
集

す
る
こ
と
で
生
と
な
り
、
気
が
離
散
す
る
こ
と
で
死
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
万
物
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
生

と
死
が
仲
間
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
と
死
に
価
値
の
差
を
持
ち
こ
み
、

感
情
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
斉
同
思
想
を

述
べ
た
後
、「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」
と
し
、
す
べ
て
は
一
気
の
聚
散

の
結
果
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。「
生
は
死
の
始
め
」
と
あ
り
、

ま
た
そ
の
説
明
に
、「
臭
腐
」
が
「
神
奇
」
と
な
り
、「
神
奇
」
は
ま
た
「
臭

腐
」
と
な
る
と
変
化
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
も
ま

た
転
生
を
説
い
た
も
の
だ
と
言
う
。（
）
20

四

転
生
と
「
主
体
」

末
永
高
康
「
物
化
小
考
」(

)

も
ま
た
、
こ
の
寓
話
に
「
転
生
」
の
可
能
性

21

を
探
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
転
生
」
と
は
「『
わ
た
し
』
と
い
う
ま
と

ま
り
が
保
存
さ
れ
る
形
の
生
ま
れ
変
わ
り
」(

)

が
想
定
さ
れ
る
が
、
大
宗
師

22

篇
の
「
物
化
」
の
例(

)

で
は
、
子
来
と
い
う
人
間
が
鼠
の
肝
や
虫
の
前
足
に

23

な
る
と
い
う
喩
え
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
単
な
る
転
生
を
語
っ
た
も
の
で

は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
至
楽
篇
で
語
ら
れ
る
様
々
な
転
化(

)

を
「
自
分

24

の
両
手
の
十
本
の
指
が
そ
れ
ぞ
れ
に
胡
蝶
に
変
化
し
、
自
分
の
頭
の
無
数
の

髪
の
毛
が
そ
れ
ぞ
れ
に
紙
魚
に
変
化
す
る
よ
う
な
」(

)

も
の
で
あ
る
と
説
明

25

し
、
一
つ
の
「
い
の
ち
」
の
連
続
を
語
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「『
物
化
』
に
お
い
て
は
、『
い
の
ち
』
の
有
無
の
垣
根
を
越
え
て
『
化
』
が

行
わ
れ
る
」(

)

と
す
る
。
つ
ま
り
、
荘
子
の
説
く
変
化
は
い
わ
ゆ
る
「
転
生
」

26

で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
物
化
」
の
説
が
「
気
」
の
思
想

を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」（
知
北

遊
篇
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
変
化
の
場
に
お
い
て
は
、「『
い
の
ち
』
あ
る
も

の
と
『
い
の
ち
』
な
き
も
の
の
区
別
も
、
そ
こ
に
本
質
的
な
区
別
を
与
え
る

も
の
で
は
な
く
な
る
」(

)

と
言
う
。

27

さ
ら
に
分
析
は
続
き
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
の
「
荘
周
は
変
化
す
る
立
場

に
自
ら
を
置
い
て
そ
の
変
化
を
眺
め
て
い
る
」
点
に
注
目
し
、「『
わ
た
し
』

の
死
を
嘆
き
悲
し
む
人
々
も
『
わ
た
し
』
が
死
後
何
に
化
し
た
か
を
知
ら
な

い
」
よ
う
に
「『
変
化
を
見
届
け
る
人
が
い
な
い
』
の
を
う
ま
く
表
現
し
て

い
る
」
点
で
「
死
を
よ
く
寓
意
し
た
寓
話
」
だ
と
評
価
す
る
。
(
)以
上
よ
り
、

28
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を
以
て
為
さ
ん
と
す
る
、
将
に
奚
く
に
か
汝
を
以
て
適
か
し
め
ん
と
す
る
。

い
ず

汝
を
以
て
鼠
の
肝
と
為
す
か
、
汝
を
以
て
虫
の
臂
と
為
す
か
」〔
偉
哉
、
造

化
。
又
将
奚
以
汝
為
、
将
奚
以
汝
適
。
以
汝
為
鼠
肝
乎
、
以
汝
為
虫
臂
乎
。〕

（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、「
主
体
」
の
な
い
変
化
に
身
を
委

ね
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

三

「
胡
蝶
の
夢
」
と
転
生

池
田
知
久
『
荘
子
』
は
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
に
「
万
物
の
転
化
・
転
生

は
あ
た
か
も
夢
の
よ
う
だ
」
と
い
う
題
を
つ
け
、「
か
つ
て
荘
周
（
本
書
の

作
者
。
姓
は
荘
、
名
は
周
）
は
、
夢
の
中
で
胡
蝶
と
な
っ
た
。
ひ
ら
ひ
ら
と

舞
う
胡
蝶
で
あ
っ
た
。
己
の
心
に
ぴ
た
り
と
適
う
の
に
満
足
し
き
っ
て
、
荘

周
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
ふ
っ
と
目
が
覚
め
る
と
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ

と
見
回
す
荘
周
で
あ
る
。
荘
周
が
夢
見
て
胡
蝶
と
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

胡
蝶
が
夢
見
て
荘
周
と
な
っ
た
の
か
、
真
実
の
ほ
ど
は
分
か
ら
な
い
。
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
荘
周
と
胡
蝶
は
同
じ
物
で
は
な
い
、
両
者
の
間
に
は
き
っ
と

違
い
が
あ
る
。
物
化
（
あ
る
物
が
他
の
物
へ
と
転
生
す
る
こ
と
）
と
は
、
こ

れ
を
言
う
の
で
あ
る
」
(
)と
翻
訳
す
る
。

13

さ
ら
に
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』
(

)で
は
、「
胡
蝶
の
夢
」

14

に
出
て
く
る
「
物
化
」
と
は
、「
荘
周
と
い
う
人
間
の
死
が
そ
の
ま
ま
空
無

に
帰
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
死
後
に
胡
蝶
と
い
う
『
物
』
と
な
っ
て
再

び
生
じ
、
ま
た
胡
蝶
の
死
が
そ
の
ま
ま
空
無
に
帰
す
る
こ
と
な
く
、
死
後
に

荘
周
と
な
っ
て
再
生
す
る
、
と
い
う
内
容
の
転
生
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者

が
こ
の
よ
う
な
転
生
と
し
て
の
『
物
化
』
を
荘
周
の
夢
と
と
も
に
述
べ
て
い

る
の
は
、
我
々
人
間
が
夢
を
見
て
何
か
に
な
る
と
い
う
日
常
の
平
凡
な
体
験

を
根
拠
に
し
て
、
人
間
と
い
う
存
在
者
が
死
後
に
他
の
『
物
』
と
な
っ
て
転

生
す
る
と
い
う
思
想
が
、
荒
唐
無
稽
な
空
想
な
ど
で
は
な
く
、
真
実
で
あ
る

可
能
性
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
(

)と
し
、
こ
の
寓
話
は
「
あ
ら
ゆ
る

15

存
在
者
の
死
と
転
生
と
い
う
思
想
の
、
真
実
で
あ
る
可
能
性
を
主
張
す
る
た

め
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
(
)と
結
論
す
る
。

16

そ
の
根
拠
は
、
大
宗
師
篇
に
出
て
く
る
「
成
然
寐
、
蘧
然
覚
」
と
い
う
表

現
が
「
明
ら
か
に
『
寐
』
が
人
間
と
し
て
の
死
を
比
喩
し
、『
覚
』
が
他
『
物
』

と
な
る
転
生
を
比
喩
」(

)

し
て
お
り
、
こ
れ
と
「
胡
蝶
の
夢
」
の
「
俄
然
覚
、

17

則
蘧
蘧
然
周
也
」
を
同
一
表
現
だ
と
見
な
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
夢

か
ら
覚
め
る
こ
と
が
「
転
生
」
の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

(
)

ま
た
、「『
物
化
』
や
転
生
と
は
、『
陰
陽
』
二
気
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ

18て
あ
る
『
物
』
が
生
ま
れ
、
そ
の
『
気
』
が
散
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
『
物
』

は
死
ぬ
が
、
し
か
し
、
そ
の
『
物
』
を
構
成
し
て
い
た
『
気
』
は
そ
の
ま
ま

消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
再
び
（
一
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
）
他
の

場
所
に
集
ま
っ
て
（
一
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
）
他
の
『
物
』
と
な
っ
て
転

生
し
て
い
く
」(

)

と
す
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
知
北
遊
篇
の
記
述
を
挙
げ
る
。

19

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

生
也
死
之
徒
、
死
也
生
之
始
、
孰
知
其
紀
。
人
之
生
、
気
之
聚
也
。
聚

則
為
生
、
散
則
為
死
。
若
死
生
為
徒
、
吾
又
何
患
。
故
万
物
一
也
、
是

－19－
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と
死
を
繰
り
返
す
こ
と
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
そ
の
生
と
死
を
繰
り
返
す

存
在
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と
言
う
と
、「
生
あ
る
も
の
が
生

死
を
繰
り
返
す
」、「
衆
生
が
限
り
な
く
生
死
を
継
続
す
る
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
ど
の
定
義
も
「
生
あ
る
も
の
」
と
い
う
「
主
体
」
の
存
在
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
引
用
し
た
『
事
典
哲
学
の
木
』
で

は
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
を
転
生
の
条
件
と
し
て
い
た
。

六

変
化
と
「
主
体
」

輪
廻
・
転
生
の
必
要
条
件
で
あ
る
、「
生
あ
る
も
の
」
の
生
死
の
繰
り
返

し
、
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
の
二
点
に
つ
い
て
、『
荘
子
』
に
お
い
て
考
え

て
み
た
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、『
荘
子
』
大
宗
師
篇
に
は
、
死
後
、
鼠
の

肝
や
虫
の
腕
に
な
る
と
い
っ
た
変
化
が
自
分
の
身
に
起
こ
っ
て
も
、
そ
の
変

化
に
身
を
委
ね
れ
ば
よ
い
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
変
化
へ
の
絶
対
的
な
信
頼

が
見
ら
れ
る
。
そ
の
信
頼
が
あ
る
以
上
、
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
も
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、『
荘
子
』
に
お
い
て
、
荘
子
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
話
に
次

の
記
述
が
あ
る
。

察
其
始
、
而
本
無
生
。
非
徒
無
生
也
、
而
本
無
形
。
非
徒
無
形
也
、
而

本
無
気
。
雑
乎
芒
芴
之
間
、
変
而
有
気
。
気
変
而
有
形
、
形
変
而
有
生
、

今
又
変
而
之
死
。
是
相
与
為
春
秋
冬
夏
四
時
行
也
。

〔
其
の
始
め
を
察
す
る
に
、
も
と
生
無
し
。
徒
に
生
無
き
に
非
ず
し
て
、

も
と
形
無
し
。
徒
に
形
無
き
に
非
ず
し
て
、
も
と
気
無
し
。
芒
芴
の
間

に
雑
わ
り
、
変
じ
て
気
有
り
。
気
変
じ
て
形
有
り
、
形
変
じ
て
生
有
り
、

今
又
た
変
じ
て
死
に
之
く
。
是
れ
相
い
与
に
春
秋
冬
夏
、
四
時
の
行
り

ゆ

め
ぐ

を
為
す
な
り
。〕（『
荘
子
』
至
楽
篇
）

こ
こ
で
も
死
後
の
変
化
、
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
が
見
て
取
れ
る
。
で
は
、

輪
廻
・
転
生
の
も
う
一
つ
の
条
件
で
あ
る
「
生
あ
る
も
の
」
の
生
死
の
繰
り

返
し
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

既
に
見
た
よ
う
に
、『
荘
子
』
は
「
生
」
と
「
死
」
を
同
じ
も
の
と
し
、

両
者
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
生
と
死
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た
、「
気
」
の

変
化
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」（
知
北
遊
篇
）
と

あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
一
つ
の
「
気
」
の
離
散
集

合
凝
集
に
よ
っ
て
現
れ
る
変
化
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
荘
子
』

は
人
間
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

中
国
有
人
焉
。
非
陰
非
陽
。
処
於
天
地
之
間
、
直
且
為
人
、
将
反
於
宗
。

自
本
観
之
、
生
者
喑
醷
物
也
。
雖
有
寿
夭
、
相
去
幾
何
。
須
臾
之
説
也
。

奚
足
以
為
堯
桀
之
是
非
。

〔
中
国
に
人
有
り
。
陰
に
非
ず
陽
に
非
ず
。
天
地
の
間
に
処
り
、
直
だ
且し

ば
ら

く
人
と
為
り
、
将
に
宗
に
反
ら
ん
と
す
。
本
自
り
之
を
観
れ
ば
、
生
な

も
と

も
と

る
者
は
喑
醷
の
物
な
り
。
寿
夭
有
り
と
雖
も
、
相
い
去
る
こ
と
幾
何
ぞ
。

い

ん

あ

ん

須
臾
の
説
な
り
。
奚
ぞ
以
て
堯
桀
の
是
非
を
為
す
に
足
ら
ん
。〕

（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）
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『
荘
子
』
の
「
物
化
」
の
説
は
「
斉
同
説
的
な
考
え
が
念
頭
に
あ
っ
た
」
も

の
で
あ
り
、「
肉
体
の
死
は
訪
れ
て
も
『
わ
た
し
』
は
死
ぬ
こ
と
な
く
、
あ

の
世
で
生
ま
れ
変
わ
る
か
、
も
し
く
は
こ
の
世
で
別
の
肉
体
を
得
て
生
ま
れ

変
わ
る
」
と
い
う
よ
う
な
普
遍
的
な
一
主
体
を
考
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い

た
め
、
こ
の
寓
話
を
、
転
生
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
結
論
す
る
。
つ
ま
り
、
輪
廻
や
転
生
と
は
「
普
遍
的
な
一
主
体
」
が
繰

り
返
す
生
死
で
あ
り
、
荘
子
の
転
化
の
説
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
言
う
の

で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
橋
本
「
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
」
も
ま
た
「
胡
蝶
の
夢
」

に
お
い
て
「
主
体
が
解
体
」
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
た
が
、
末
永
「
物
化
小

考
」
も
同
じ
立
場
に
立
ち
、
普
遍
的
な
主
体
は
な
く
、
変
化
を
見
届
け
る
人

も
い
な
い
の
で
、
変
化
を
捉
え
よ
う
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

五

輪
廻
・
転
生
の
定
義

死
後
、「
道
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
し
て
い
く
と
い
う
考

え
は
確
か
に
『
荘
子
』
の
中
に
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
輪
廻
・
転
生
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
輪
廻
の
定
義
の
問
題
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も

「
輪
廻
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、「
輪
廻
」
を
「
㈠
仏
語
。
回
転
す
る
車
輪

が
何
度
で
も
同
じ
場
所
に
戻
る
よ
う
に
、
衆
生
が
三
界
六
道
の
迷
い
の
世
界

に
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と
。
㈡
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
」
と
し
、「
輪

廻
転
生
」
を
「
回
転
す
る
車
輪
の
よ
う
に
、
衆
生
が
三
界
六
道
の
世
界
に
流

転
し
て
生
死
を
く
り
か
え
す
こ
と
」
と
し
て
い
る
。（
）
29

ま
た
、『
岩
波

哲
学
・
思
想
事
典
』
は
、
輪
廻
を
表
す
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
「
sam
sara」
は
「『
流
れ
る
』
こ
と
か
ら
『
さ
ま
ざ
ま
な
（
生
存

の
）
状
態
を
さ
ま
よ
う
』
こ
と
を
意
味
し
、
生
あ
る
者
が
生
死
を
繰
り
返
す

し
ょ
う
じ

こ
と
を
指
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。（
）

他
に
、『
哲
学
辞
典
』
は
「
輪
廻
」

30

と
は
「
輪
廻
転
生
」
で
あ
り
、「
輪
廻
転
生
」
と
は
「
車
輪
が
廻
転
し
て
と

ど
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
衆
生
が
、
邪
執
、
謬
見
、
諸
煩
悩
、
業
な
ど

の
た
め
、
三
界
六
道
に
死
ん
で
は
生
ま
れ
、
ま
た
死
ん
で
、
生
死
を
限
り
な

く
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
を
い
い
、
そ
の
間
、
衆
生
は
多
劫
に
わ
た
り
無
数
に

苦
悩
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。（
）

仏
教
用
語
と
し
て
の
意
味
を
確

31

認
す
る
と
、『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
で
は
、「
流
転
と
も
い
う
。
原
意
は
流

れ
る
こ
と
。
イ
ン
ド
古
来
の
考
え
方
で
、
生
あ
る
者
が
生
死
を
繰
り
返
す
こ

と
を
い
う
。
衆
生
が
迷
い
の
世
界
に
生
ま
れ
か
わ
り
死
に
か
わ
り
し
て
、
車

輪
の
め
ぐ
る
よ
う
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
こ
と
。
果
て
し
な
く
め
ぐ
り
さ

ま
よ
う
こ
と
。
仏
教
で
は
、
迷
い
の
世
界
の
こ
と
で
、
三
界
（
欲
界
・
色
界

・
無
色
界
）・
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
）
に
生

死
を
繰
り
返
す
こ
と
を
い
う
」（
）

と
定
義
し
て
い
る
。

32

さ
ら
に
、『
事
典
哲
学
の
木
』
は
、
死
後
の
世
界
と
転
生
に
つ
い
て
、「
死

後
の
世
界
と
生
ま
れ
変
わ
る
転
生
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
死
後

の
世
界
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
が
な
け
れ
ば
転
生
と
い
う
観
念
は
生
ま
れ
な

い
」（
）

と
述
べ
て
い
る
。

33
以
上
、
代
表
的
な
辞
書
的
定
義
を
見
た
が
、
輪
廻
・
転
生
は
い
ず
れ
も
生

－20－
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と
死
を
繰
り
返
す
こ
と
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
そ
の
生
と
死
を
繰
り
返
す

存
在
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と
言
う
と
、「
生
あ
る
も
の
が
生

死
を
繰
り
返
す
」、「
衆
生
が
限
り
な
く
生
死
を
継
続
す
る
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
ど
の
定
義
も
「
生
あ
る
も
の
」
と
い
う
「
主
体
」
の
存
在
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
引
用
し
た
『
事
典
哲
学
の
木
』
で

は
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
を
転
生
の
条
件
と
し
て
い
た
。

六

変
化
と
「
主
体
」

輪
廻
・
転
生
の
必
要
条
件
で
あ
る
、「
生
あ
る
も
の
」
の
生
死
の
繰
り
返

し
、
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
の
二
点
に
つ
い
て
、『
荘
子
』
に
お
い
て
考
え

て
み
た
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、『
荘
子
』
大
宗
師
篇
に
は
、
死
後
、
鼠
の

肝
や
虫
の
腕
に
な
る
と
い
っ
た
変
化
が
自
分
の
身
に
起
こ
っ
て
も
、
そ
の
変

化
に
身
を
委
ね
れ
ば
よ
い
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
変
化
へ
の
絶
対
的
な
信
頼

が
見
ら
れ
る
。
そ
の
信
頼
が
あ
る
以
上
、
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
も
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、『
荘
子
』
に
お
い
て
、
荘
子
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
話
に
次

の
記
述
が
あ
る
。

察
其
始
、
而
本
無
生
。
非
徒
無
生
也
、
而
本
無
形
。
非
徒
無
形
也
、
而

本
無
気
。
雑
乎
芒
芴
之
間
、
変
而
有
気
。
気
変
而
有
形
、
形
変
而
有
生
、

今
又
変
而
之
死
。
是
相
与
為
春
秋
冬
夏
四
時
行
也
。

〔
其
の
始
め
を
察
す
る
に
、
も
と
生
無
し
。
徒
に
生
無
き
に
非
ず
し
て
、

も
と
形
無
し
。
徒
に
形
無
き
に
非
ず
し
て
、
も
と
気
無
し
。
芒
芴
の
間

に
雑
わ
り
、
変
じ
て
気
有
り
。
気
変
じ
て
形
有
り
、
形
変
じ
て
生
有
り
、

今
又
た
変
じ
て
死
に
之
く
。
是
れ
相
い
与
に
春
秋
冬
夏
、
四
時
の
行
り

ゆ

め
ぐ

を
為
す
な
り
。〕（『
荘
子
』
至
楽
篇
）

こ
こ
で
も
死
後
の
変
化
、
死
後
の
世
界
へ
の
信
頼
が
見
て
取
れ
る
。
で
は
、

輪
廻
・
転
生
の
も
う
一
つ
の
条
件
で
あ
る
「
生
あ
る
も
の
」
の
生
死
の
繰
り

返
し
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

既
に
見
た
よ
う
に
、『
荘
子
』
は
「
生
」
と
「
死
」
を
同
じ
も
の
と
し
、

両
者
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
生
と
死
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た
、「
気
」
の

変
化
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」（
知
北
遊
篇
）
と

あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
一
つ
の
「
気
」
の
離
散
集

合
凝
集
に
よ
っ
て
現
れ
る
変
化
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
荘
子
』

は
人
間
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

中
国
有
人
焉
。
非
陰
非
陽
。
処
於
天
地
之
間
、
直
且
為
人
、
将
反
於
宗
。

自
本
観
之
、
生
者
喑
醷
物
也
。
雖
有
寿
夭
、
相
去
幾
何
。
須
臾
之
説
也
。

奚
足
以
為
堯
桀
之
是
非
。

〔
中
国
に
人
有
り
。
陰
に
非
ず
陽
に
非
ず
。
天
地
の
間
に
処
り
、
直
だ
且し

ば
ら

く
人
と
為
り
、
将
に
宗
に
反
ら
ん
と
す
。
本
自
り
之
を
観
れ
ば
、
生
な

も
と

も
と

る
者
は
喑
醷
の
物
な
り
。
寿
夭
有
り
と
雖
も
、
相
い
去
る
こ
と
幾
何
ぞ
。

い

ん

あ

ん

須
臾
の
説
な
り
。
奚
ぞ
以
て
堯
桀
の
是
非
を
為
す
に
足
ら
ん
。〕

（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）
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『
荘
子
』
の
「
物
化
」
の
説
は
「
斉
同
説
的
な
考
え
が
念
頭
に
あ
っ
た
」
も

の
で
あ
り
、「
肉
体
の
死
は
訪
れ
て
も
『
わ
た
し
』
は
死
ぬ
こ
と
な
く
、
あ

の
世
で
生
ま
れ
変
わ
る
か
、
も
し
く
は
こ
の
世
で
別
の
肉
体
を
得
て
生
ま
れ

変
わ
る
」
と
い
う
よ
う
な
普
遍
的
な
一
主
体
を
考
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い

た
め
、
こ
の
寓
話
を
、
転
生
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
結
論
す
る
。
つ
ま
り
、
輪
廻
や
転
生
と
は
「
普
遍
的
な
一
主
体
」
が
繰

り
返
す
生
死
で
あ
り
、
荘
子
の
転
化
の
説
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
言
う
の

で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
橋
本
「
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
」
も
ま
た
「
胡
蝶
の
夢
」

に
お
い
て
「
主
体
が
解
体
」
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
た
が
、
末
永
「
物
化
小

考
」
も
同
じ
立
場
に
立
ち
、
普
遍
的
な
主
体
は
な
く
、
変
化
を
見
届
け
る
人

も
い
な
い
の
で
、
変
化
を
捉
え
よ
う
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

五

輪
廻
・
転
生
の
定
義

死
後
、「
道
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
し
て
い
く
と
い
う
考

え
は
確
か
に
『
荘
子
』
の
中
に
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
輪
廻
・
転
生
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
輪
廻
の
定
義
の
問
題
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も

「
輪
廻
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、「
輪
廻
」
を
「
㈠
仏
語
。
回
転
す
る
車
輪

が
何
度
で
も
同
じ
場
所
に
戻
る
よ
う
に
、
衆
生
が
三
界
六
道
の
迷
い
の
世
界

に
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と
。
㈡
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
」
と
し
、「
輪

廻
転
生
」
を
「
回
転
す
る
車
輪
の
よ
う
に
、
衆
生
が
三
界
六
道
の
世
界
に
流

転
し
て
生
死
を
く
り
か
え
す
こ
と
」
と
し
て
い
る
。（
）
29

ま
た
、『
岩
波

哲
学
・
思
想
事
典
』
は
、
輪
廻
を
表
す
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
「
sam
sara」
は
「『
流
れ
る
』
こ
と
か
ら
『
さ
ま
ざ
ま
な
（
生
存

の
）
状
態
を
さ
ま
よ
う
』
こ
と
を
意
味
し
、
生
あ
る
者
が
生
死
を
繰
り
返
す

し
ょ
う
じ

こ
と
を
指
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。（
）

他
に
、『
哲
学
辞
典
』
は
「
輪
廻
」

30

と
は
「
輪
廻
転
生
」
で
あ
り
、「
輪
廻
転
生
」
と
は
「
車
輪
が
廻
転
し
て
と

ど
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
衆
生
が
、
邪
執
、
謬
見
、
諸
煩
悩
、
業
な
ど

の
た
め
、
三
界
六
道
に
死
ん
で
は
生
ま
れ
、
ま
た
死
ん
で
、
生
死
を
限
り
な

く
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
を
い
い
、
そ
の
間
、
衆
生
は
多
劫
に
わ
た
り
無
数
に

苦
悩
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。（
）

仏
教
用
語
と
し
て
の
意
味
を
確

31

認
す
る
と
、『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
で
は
、「
流
転
と
も
い
う
。
原
意
は
流

れ
る
こ
と
。
イ
ン
ド
古
来
の
考
え
方
で
、
生
あ
る
者
が
生
死
を
繰
り
返
す
こ

と
を
い
う
。
衆
生
が
迷
い
の
世
界
に
生
ま
れ
か
わ
り
死
に
か
わ
り
し
て
、
車

輪
の
め
ぐ
る
よ
う
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
こ
と
。
果
て
し
な
く
め
ぐ
り
さ

ま
よ
う
こ
と
。
仏
教
で
は
、
迷
い
の
世
界
の
こ
と
で
、
三
界
（
欲
界
・
色
界

・
無
色
界
）・
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
）
に
生

死
を
繰
り
返
す
こ
と
を
い
う
」（
）

と
定
義
し
て
い
る
。

32

さ
ら
に
、『
事
典
哲
学
の
木
』
は
、
死
後
の
世
界
と
転
生
に
つ
い
て
、「
死

後
の
世
界
と
生
ま
れ
変
わ
る
転
生
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
死
後

の
世
界
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
が
な
け
れ
ば
転
生
と
い
う
観
念
は
生
ま
れ
な

い
」（
）

と
述
べ
て
い
る
。

33
以
上
、
代
表
的
な
辞
書
的
定
義
を
見
た
が
、
輪
廻
・
転
生
は
い
ず
れ
も
生

－21－
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あ
る
。
金
谷
『
荘
子
』
が
訳
の
最
後
で
「
一
貫
し
た
無
窮
の
変
化
が
あ
る
だ

け
で
、
生
死
は
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
世
界
の
真
実
な
の
だ
」
と
補
足
し
て
い

る
よ
う
に
、
そ
の
変
化
は
生
や
死
の
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、『
荘
子
』
の
変
化
に
は
輪
廻
・
転
生
の
条
件
と
な
る
「
生
あ

る
主
体
」
の
生
死
の
繰
り
返
し
と
い
う
観
念
は
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
『
荘
子
』
に
お
け
る
「
生
前
死
後
」

金
谷
治
『
死
と
運
命
』
は
、『
荘
子
』
の
死
生
観
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
。

Ⅰ
生
命
を
い
と
お
し
ん
で
、
養
生
な
い
し
貴
生
を
説
く
も
の
。（
素
朴

に
肉
体
の
養
生
を
考
え
る
立
場
と
、
そ
れ
を
越
え
て
内
な
る
「
精
」

「
神
」
を
主
と
す
る
立
場
と
が
あ
る
。）

Ⅱ
不
老
不
死
の
神
仙
思
想
に
関
係
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
も
の
。

Ⅲ
生
を
苦
し
い
も
の
と
し
て
、死
の
賛
美
を
説
い
た
と
み
ら
れ
る
も
の
。

Ⅳ
生
死
の
問
題
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
立
場
を

説
く
も
の
。

ａ
、
死
生
の
変
化
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
や
む
を
得
な
い
運
命
と

み
て
、
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

ｂ
、
死
生
の
変
化
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
然
の
変
化
推
移
と
み

て
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
こ
れ
に
は
「
気
」
の
概
念
を

導
入
す
る
立
場
も
あ
る
。

ｃ
、
生
と
死
と
は
差
異
が
な
い
と
し
て
、
そ
の
変
化
を
認
め
な
い
立

場
か
ら
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

そ
し
て
、『
荘
子
』
の
死
生
観
を
四
つ
に
分
類
し
な
が
ら
も
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の

考
え
方
は
Ⅳ
の
考
え
方
に
収
束
す
る
と
し
、
Ⅳ
の
中
で
も
斉
物
論
の
考
え
方

を
踏
ま
え
た
ｃ
が
『
荘
子
』
哲
学
の
中
心
的
思
想
だ
と
述
べ
る
。（
）

こ
れ
が

39

『
荘
子
』
の
死
生
観
の
通
説
で
あ
る
。「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
の
従
来
の
解
釈

は
、
Ⅳ
の
ｃ
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
見
て
き
た
転

生
と
捉
え
る
解
釈
は
、
当
て
は
め
る
の
で
あ
れ
ば
Ⅳ
の
ｂ
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
金
谷
『
死
と
運
命
』
が
ま
と
め
て
い
る
死
生
の
変
化
と
は
、
生
き
て
い

る
間
の
「
生
」
と
そ
の
生
の
終
わ
り
の
「
死
」
へ
の
変
化
に
重
点
が
置
か
れ
、

そ
こ
か
ら
「
生
」
の
終
わ
り
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
『
荘
子
』
の
思
想
を
捉

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

転
生
と
い
う
場
合
も
、「
生
あ
る
主
体
」
の
死
後
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
主

に
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
荘
子
』
で
は
、
死
後
の

変
化
と
同
様
に
、
生
前
か
ら
の
変
化
も
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
既
に

見
た
「
孰
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
」
と
い
う
一
節
も
そ
う
で
あ
る
が
、
次
の
記

述
は
よ
り
明
確
に
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

孟
孫
氏
不
知
所
以
生
、
不
知
所
以
死
。
不
知
就
先
、
不
知
就
後
。
若
化

為
物
、
以
待
其
所
不
知
之
化
已
乎
。
且
方
将
化
、
悪
知
不
化
哉
。
方
将

不
化
、
悪
知
已
化
哉
。
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こ
の
記
述
も
ま
た
、
天
地
の
空
間
の
中
で
、
し
ば
ら
く
の
間
、
人
間
と
な
っ

て
ま
た
も
と
の
形
の
な
い
状
態
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
を
言
う
。
一
人
の
人
間

が
生
き
て
い
る
時
間
は
、「
道
」
の
立
場
か
ら
す
る
と
瞬
時
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。
こ
の
記
述
は
さ
ら
に
人
間
が
陰
気
、
陽
気
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
形
成

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
陰
陽
二
気
の
混
淆
で
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
か
ら
も
人
が
「
気
」
の
変
化
の
過
程
で
生
ま
れ
て
く

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
見
て
取
れ
る
。

次
に
至
楽
篇
の
記
述
（

）

を
見
た
い
。
こ
の
記
述
は
池
田
『
道
家
思
想
の

34

新
研
究
』、
末
永
「
物
化
小
考
」
が
と
も
に
引
く
も
の
で
あ
る
が
、
長
く
て

分
か
り
に
く
い
記
述
な
の
で
、
金
谷
『
荘
子
』
の
翻
訳
を
そ
の
ま
ま
以
下
に

記
し
た
い
。

〔
お
よ
そ
万
物
の
発
生
に
は
み
な
原
因
と
な
る
種
子
が
あ
る
が
、〕
種

子
に
は
生
成
の
始
原
と
し
て
の
微
妙
な
も
の
が
具
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
水
の
中
で
は
継
（
？
）（
）

と
な
り
、
水
辺
の
湿
地
で
は
蛙
蠙
の
着
物

が

ま

35

と
よ
ば
れ
る
青
苔
に
な
り
、
丘
陵
の
う
え
に
生
え
る
と
陵
舃
と
な
る
。

あ
お

こ
け

お
お
ば
こ

こ
の
陵
舃
が
腐
っ
た
土
で
育
つ
と
烏
足
と
い
う
草
に
な
る
が
、
そ
の
烏

う

そ
く

足
の
根
は
蠐
螬
と
な
り
、
そ
の
葉
は
胡
蝶
と
な
る
。
胡
蝶
は
ほ
ん
の
し

す
く
も
む
し

こ
ち
ょ
う

ば
ら
く
で
別
の
虫
に
変
わ
っ
て
、
竈
の
下
で
生
ま
れ
る
。
そ
の
あ
り
さ

か
ま
ど

ま
は
〔
蝶
の
皮
を
〕
ぬ
い
だ
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
は
鴝
掇
と
い
う
。

く

た

つ

鴝
掇
の
虫
は
千
日
た
つ
と
鳥
に
な
っ
て
、
そ
の
名
は
乾
余
骨
と
い
う
。

か

ん

よ

こ
つ

乾
余
骨
の
唾
が
斯
弥
と
い
う
虫
に
な
り
、
そ
の
斯
弥
は
食
醯
と
い
う
羽

つ
ば

し

み

し
ょ
く
け
い

虫
に
な
る
。
頤
輅
は
こ
の
食
醯
〔
と
黄
軦
〕
か
ら
生
ま
れ
、
黄
軦
は
九
猷

い

ろ

こ
う
き
ょ
う

き
ゅ
う
ゆ
う

か
ら
生
ま
れ
、〔
九
猷
は
瞀
芮
か
ら
生
ま
れ
、〕
瞀
芮
は
腐
蠸
よ
り
生
ま

ぶ

よ

ふ

か

ん

れ
る
。〔
み
な
小
さ
い
羽
虫
で
あ
る
。
さ
ら
に
腐
蠸
の
虫
は
羊
奚
と
い

よ
う

け
い

う
草
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
〕
羊
奚
は
筍
も
で
き
な
く
な
っ
た
老

た
け
の
こ

竹
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
青
寧
と
い
う
虫
を
生
み
出
し
、
青
寧
は
程
と

せ
い

ね
い

て
い

よ
ば
れ
る
豹
を
生
み
、
豹
は
馬
を
生
み
、
馬
は
人
を
生
み
、
人
は
ま
た

ひ
ょ
う

も
と
に
戻
っ
て
生
成
の
始
原
と
し
て
の
微
妙
な
も
の
に
帰
入
す
る
。
万

物
は
す
べ
て
微
妙
な
も
の
か
ら
出
て
き
て
、
ま
た
す
べ
て
こ
の
微
妙
な

も
の
に
帰
る
の
だ
。〔
一
貫
し
た
無
窮
の
変
化
が
あ
る
だ
け
で
、
生
死

は
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
世
界
の
真
実
な
の
だ
。〕（
）
36

こ
こ
で
は
様
々
な
変
化
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
変
転
を
末
永
「
物
化
小

考
」
は
「
転
化
」
と
言
い
、
池
田
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』
は
「
転
生
」
と

言
う
。（
）

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
万
物
に
生
物
以
外
も
含
ま

37

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（
）

さ
ら
に
、
こ
の
寓
話
の
最
後
に
見
え
る
「
万
物

38

は
皆
な
機
よ
り
出
で
て
、皆
な
機
に
入
る
」と
い
う
記
述
に
も
注
意
し
た
い
。

万
物
は
す
べ
て
同
じ
「
気
」
か
ら
で
き
て
お
り
、
例
え
ば
「
烏
足
」
と
い
う

草
の
根
が
「
蠐
螬
」
と
い
う
虫
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、「
烏
足
」
の
草
の

根
が
一
度
、「
気
」
と
な
っ
て
散
ら
ば
り
、
そ
の
散
ら
ば
っ
た
「
気
」
が
変

化
し
て
、「
蠐
螬
」
と
い
う
虫
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
気
」
の
変
化
と
は
、「
ひ
と
つ
の
生
命
体
」
と
し
て
の
変
転
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
物
が
あ
ら
ゆ
る
要
素
と
し
て
離
散
集
合
を
繰
り
返
し
、「
あ
る
物
」

か
ら
ま
た
別
の
「
あ
る
物
」
へ
と
転
じ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で

－22－
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あ
る
。
金
谷
『
荘
子
』
が
訳
の
最
後
で
「
一
貫
し
た
無
窮
の
変
化
が
あ
る
だ

け
で
、
生
死
は
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
世
界
の
真
実
な
の
だ
」
と
補
足
し
て
い

る
よ
う
に
、
そ
の
変
化
は
生
や
死
の
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、『
荘
子
』
の
変
化
に
は
輪
廻
・
転
生
の
条
件
と
な
る
「
生
あ

る
主
体
」
の
生
死
の
繰
り
返
し
と
い
う
観
念
は
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
『
荘
子
』
に
お
け
る
「
生
前
死
後
」

金
谷
治
『
死
と
運
命
』
は
、『
荘
子
』
の
死
生
観
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
。

Ⅰ
生
命
を
い
と
お
し
ん
で
、
養
生
な
い
し
貴
生
を
説
く
も
の
。（
素
朴

に
肉
体
の
養
生
を
考
え
る
立
場
と
、
そ
れ
を
越
え
て
内
な
る
「
精
」

「
神
」
を
主
と
す
る
立
場
と
が
あ
る
。）

Ⅱ
不
老
不
死
の
神
仙
思
想
に
関
係
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
も
の
。

Ⅲ
生
を
苦
し
い
も
の
と
し
て
、死
の
賛
美
を
説
い
た
と
み
ら
れ
る
も
の
。

Ⅳ
生
死
の
問
題
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
立
場
を

説
く
も
の
。

ａ
、
死
生
の
変
化
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
や
む
を
得
な
い
運
命
と

み
て
、
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

ｂ
、
死
生
の
変
化
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
然
の
変
化
推
移
と
み

て
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
こ
れ
に
は
「
気
」
の
概
念
を

導
入
す
る
立
場
も
あ
る
。

ｃ
、
生
と
死
と
は
差
異
が
な
い
と
し
て
、
そ
の
変
化
を
認
め
な
い
立

場
か
ら
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

そ
し
て
、『
荘
子
』
の
死
生
観
を
四
つ
に
分
類
し
な
が
ら
も
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の

考
え
方
は
Ⅳ
の
考
え
方
に
収
束
す
る
と
し
、
Ⅳ
の
中
で
も
斉
物
論
の
考
え
方

を
踏
ま
え
た
ｃ
が
『
荘
子
』
哲
学
の
中
心
的
思
想
だ
と
述
べ
る
。（
）

こ
れ
が

39

『
荘
子
』
の
死
生
観
の
通
説
で
あ
る
。「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
の
従
来
の
解
釈

は
、
Ⅳ
の
ｃ
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
見
て
き
た
転

生
と
捉
え
る
解
釈
は
、
当
て
は
め
る
の
で
あ
れ
ば
Ⅳ
の
ｂ
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
金
谷
『
死
と
運
命
』
が
ま
と
め
て
い
る
死
生
の
変
化
と
は
、
生
き
て
い

る
間
の
「
生
」
と
そ
の
生
の
終
わ
り
の
「
死
」
へ
の
変
化
に
重
点
が
置
か
れ
、

そ
こ
か
ら
「
生
」
の
終
わ
り
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
『
荘
子
』
の
思
想
を
捉

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

転
生
と
い
う
場
合
も
、「
生
あ
る
主
体
」
の
死
後
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
主

に
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
荘
子
』
で
は
、
死
後
の

変
化
と
同
様
に
、
生
前
か
ら
の
変
化
も
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
既
に

見
た
「
孰
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
」
と
い
う
一
節
も
そ
う
で
あ
る
が
、
次
の
記

述
は
よ
り
明
確
に
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

孟
孫
氏
不
知
所
以
生
、
不
知
所
以
死
。
不
知
就
先
、
不
知
就
後
。
若
化

為
物
、
以
待
其
所
不
知
之
化
已
乎
。
且
方
将
化
、
悪
知
不
化
哉
。
方
将

不
化
、
悪
知
已
化
哉
。
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こ
の
記
述
も
ま
た
、
天
地
の
空
間
の
中
で
、
し
ば
ら
く
の
間
、
人
間
と
な
っ

て
ま
た
も
と
の
形
の
な
い
状
態
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
を
言
う
。
一
人
の
人
間

が
生
き
て
い
る
時
間
は
、「
道
」
の
立
場
か
ら
す
る
と
瞬
時
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。
こ
の
記
述
は
さ
ら
に
人
間
が
陰
気
、
陽
気
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
形
成

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
陰
陽
二
気
の
混
淆
で
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
か
ら
も
人
が
「
気
」
の
変
化
の
過
程
で
生
ま
れ
て
く

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
見
て
取
れ
る
。

次
に
至
楽
篇
の
記
述
（

）

を
見
た
い
。
こ
の
記
述
は
池
田
『
道
家
思
想
の

34

新
研
究
』、
末
永
「
物
化
小
考
」
が
と
も
に
引
く
も
の
で
あ
る
が
、
長
く
て

分
か
り
に
く
い
記
述
な
の
で
、
金
谷
『
荘
子
』
の
翻
訳
を
そ
の
ま
ま
以
下
に

記
し
た
い
。

〔
お
よ
そ
万
物
の
発
生
に
は
み
な
原
因
と
な
る
種
子
が
あ
る
が
、〕
種

子
に
は
生
成
の
始
原
と
し
て
の
微
妙
な
も
の
が
具
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
水
の
中
で
は
継
（
？
）（
）

と
な
り
、
水
辺
の
湿
地
で
は
蛙
蠙
の
着
物

が

ま

35

と
よ
ば
れ
る
青
苔
に
な
り
、
丘
陵
の
う
え
に
生
え
る
と
陵
舃
と
な
る
。

あ
お

こ
け

お
お
ば
こ

こ
の
陵
舃
が
腐
っ
た
土
で
育
つ
と
烏
足
と
い
う
草
に
な
る
が
、
そ
の
烏

う

そ
く

足
の
根
は
蠐
螬
と
な
り
、
そ
の
葉
は
胡
蝶
と
な
る
。
胡
蝶
は
ほ
ん
の
し

す
く
も
む
し

こ
ち
ょ
う

ば
ら
く
で
別
の
虫
に
変
わ
っ
て
、
竈
の
下
で
生
ま
れ
る
。
そ
の
あ
り
さ

か
ま
ど

ま
は
〔
蝶
の
皮
を
〕
ぬ
い
だ
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
は
鴝
掇
と
い
う
。

く

た

つ

鴝
掇
の
虫
は
千
日
た
つ
と
鳥
に
な
っ
て
、
そ
の
名
は
乾
余
骨
と
い
う
。

か

ん

よ

こ
つ

乾
余
骨
の
唾
が
斯
弥
と
い
う
虫
に
な
り
、
そ
の
斯
弥
は
食
醯
と
い
う
羽

つ
ば

し

み

し
ょ
く
け
い

虫
に
な
る
。
頤
輅
は
こ
の
食
醯
〔
と
黄
軦
〕
か
ら
生
ま
れ
、
黄
軦
は
九
猷

い

ろ

こ
う
き
ょ
う

き
ゅ
う
ゆ
う

か
ら
生
ま
れ
、〔
九
猷
は
瞀
芮
か
ら
生
ま
れ
、〕
瞀
芮
は
腐
蠸
よ
り
生
ま

ぶ

よ

ふ

か

ん

れ
る
。〔
み
な
小
さ
い
羽
虫
で
あ
る
。
さ
ら
に
腐
蠸
の
虫
は
羊
奚
と
い

よ
う

け
い

う
草
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
〕
羊
奚
は
筍
も
で
き
な
く
な
っ
た
老

た
け
の
こ

竹
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
青
寧
と
い
う
虫
を
生
み
出
し
、
青
寧
は
程
と

せ
い

ね
い

て
い

よ
ば
れ
る
豹
を
生
み
、
豹
は
馬
を
生
み
、
馬
は
人
を
生
み
、
人
は
ま
た

ひ
ょ
う

も
と
に
戻
っ
て
生
成
の
始
原
と
し
て
の
微
妙
な
も
の
に
帰
入
す
る
。
万

物
は
す
べ
て
微
妙
な
も
の
か
ら
出
て
き
て
、
ま
た
す
べ
て
こ
の
微
妙
な

も
の
に
帰
る
の
だ
。〔
一
貫
し
た
無
窮
の
変
化
が
あ
る
だ
け
で
、
生
死

は
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
世
界
の
真
実
な
の
だ
。〕（
）
36

こ
こ
で
は
様
々
な
変
化
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
変
転
を
末
永
「
物
化
小

考
」
は
「
転
化
」
と
言
い
、
池
田
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』
は
「
転
生
」
と

言
う
。（
）

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
万
物
に
生
物
以
外
も
含
ま

37

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（
）

さ
ら
に
、
こ
の
寓
話
の
最
後
に
見
え
る
「
万
物

38

は
皆
な
機
よ
り
出
で
て
、皆
な
機
に
入
る
」と
い
う
記
述
に
も
注
意
し
た
い
。

万
物
は
す
べ
て
同
じ
「
気
」
か
ら
で
き
て
お
り
、
例
え
ば
「
烏
足
」
と
い
う

草
の
根
が
「
蠐
螬
」
と
い
う
虫
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、「
烏
足
」
の
草
の

根
が
一
度
、「
気
」
と
な
っ
て
散
ら
ば
り
、
そ
の
散
ら
ば
っ
た
「
気
」
が
変

化
し
て
、「
蠐
螬
」
と
い
う
虫
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
気
」
の
変
化
と
は
、「
ひ
と
つ
の
生
命
体
」
と
し
て
の
変
転
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
物
が
あ
ら
ゆ
る
要
素
と
し
て
離
散
集
合
を
繰
り
返
し
、「
あ
る
物
」

か
ら
ま
た
別
の
「
あ
る
物
」
へ
と
転
じ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で

－23－
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
胡
蝶
で
あ
る
時
は
栩
栩
然
と
し
て
胡
蝶
に
な
り
き
っ

て
い
る
。
そ
し
て
荘
周
で
あ
る
と
き
は
荘
周
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
い
ず

れ
も
が
真
実
で
あ
り
、
己
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
で
す
。
今

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
是
と
非
、
生
と
死
な
ど
の
対
立
が
あ
り
、
そ
し

て
夢
と
現
実
と
の
対
立
も
こ
こ
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
い
ず
れ
が
真

の
世
界
で
あ
る
か
を
論
ず
る
よ
り
、
い
ず
れ
を
も
肯
定
し
て
受
け
容
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
満
足
し
て
生
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
れ
が
万
物
斉
同

の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
物
の
変
化
と
は
表
面
に
現
わ
れ
た
現

象
面
で
の
変
化
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
胡
蝶
と
荘
周
と
が
形
の
上
で
は
大
き
な

違
い
が
あ
り
な
が
ら
、
と
も
に
自
己
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
な
く
、
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
る
と
、
万
物
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
形
を

も
つ
が
、
す
べ
て
ひ
と
し
い
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
す
」
と
述
べ

て
お
り
、「
自
己
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
」
を
強
調
し
て
い
る
。（
一
七

一
・
一
七
二
頁
）

（
７
）
赤
塚
忠
『
荘
子
』（『
全
釈
漢
文
大
系
』
集
英
社
、
一
九
七
四
・
七
七
年
）、

一
八
五
・
一
八
六
頁
。

（
８
）
前
掲
、
赤
塚
忠
『
荘
子
』、
一
八
七
頁
。

（
９
）
福
永
光
司
『
荘
子
内
篇
』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）、
一
三
七
・
一
三
八

頁
。

（

）
前
掲
、
福
永
光
司
『
荘
子
内
篇
』、
一
三
七
頁
。

10
（

）
橋
本
敬
司
「
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
―
物
化
の
構
造
と
意
味
―
」（『
哲
学
』、
広

11

島
哲
学
会
、
一
九
九
九
年
）。

（

）
な
お
、
寺
西
光
輝
「
円
環
す
る
自
己
と
他
者
―
『
荘
子
』「
胡
蝶
の
夢
」
を

12

め
ぐ
っ
て
―
」（『
椙
山
女
学
園
大
学
教
育
学
部
紀
要
』、
二
〇
一
一
年
）

は
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
「
荘
周
か
ら
胡
蝶
へ
、
胡
蝶
か
ら
荘
周
へ
と
主

客
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
重
き
が
置
か
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
と
批
判
し
、「
胡
蝶
の
夢
」
を
「
さ
ま
ざ
ま
に
移
り
変

わ
る
『
物
』
に
執
着
せ
ず
、
心
安
ら
か
に
生
き
る
と
い
う
境
地
へ
至
る
ま

で
の
心
理
的
過
程
を
象
徴
的
に
描
い
た
」
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
従

来
の
説
の
よ
う
に
、
人
間
に
主
体
を
置
い
た
捉
え
方
で
あ
ろ
う
。

（

）
池
田
知
久
『
荘
子
上
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）、
二
一
七
頁
。
本
書
は
、

13

『
中
国
の
古
典
５
・
６

荘
子
』（
上
・
下
）（
学
習
研
究
社
、
一
九
八
三

・
八
六
年
）
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
―
『
荘
子
』
を
中
心
と
し
て
』（
汲
古
書

14

院
、
二
〇
〇
九
年
）。

（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
〇
九
頁
。

15
（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
一
二
頁
。

16
（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
一
二
頁
を
参
考
。

17
（

）
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』
は
、
夢
か
ら
覚
め
る
こ
と
を
「
死
」

18

と
解
釈
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
郭
象
注
は
「
覚
夢
の
分
、
死
生
の
弁

に
異
な
る
無
し
」
と
し
て
、
覚
醒
を
「
生
」、
夢
を
「
死
」
と
し
て
い
た
。

な
お
、『
荘
子
』
の
「
夢
」
に
つ
い
て
は
、
斉
物
論
篇
の
「
其
寝
也
魂
交
、

其
覚
也
形
開
〔
其
の
寝
ぬ
る
や
魂
交
わ
り
、
其
の
覚
む
る
や
形
開
く
〕
が

参
考
に
な
る
。『
経
典
釈
文
』
に
引
く
司
馬
彪
の
注
に
は
「
精
神
の
交
錯

す
る
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
こ
の
箇
所
と
同
様
の
記
述
を
載
せ
る
『
列
子
』

周
穆
王
篇
に
は
「
神
遇
い
て
夢
と
為
り
、
形
接
し
て
事
と
為
る
」
と
あ
り
、

そ
の
張
湛
の
注
に
「
其
の
寝
ぬ
る
や
神
交
わ
り
、
其
の
覚
む
る
や
形
開
く
」

と
な
っ
て
お
り
、「
夢
」
が
「
魂
」
や
「
精
神
」
の
は
た
ら
き
と
さ
れ
る

記
述
が
あ
り
、
必
ず
し
も
「
夢
」
が
「
死
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
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〔
孟
孫
氏
は
生
く
る
所
以
を
知
ら
ず
、
死
す
る
所
以
を
知
ら
ず
。
先
に

就
く
を
知
ら
ず
、
後
に
就
く
を
知
ら
ず
。
化
に
若
い
て
物
と
為
り
、
以

し
た
が

て
其
の
知
ら
ざ
る
所
の
化
を
待
つ
の
み
。且
れ
化
す
る
に
方
将
り
て
は
、

あ

た

悪
く
ん
ぞ
化
せ
ざ
る
を
知
ら
ん
。
化
せ
ざ
る
に
方
将
り
て
は
、
悪
く
ん

ぞ
己
に
化
せ
る
を
知
ら
ん
。〕（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）

生
前
、
自
身
が
何
物
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
変
化
し
て
「
生
あ
る
物
」

と
な
り
、「
生
あ
る
物
」
の
死
を
迎
え
て
、
別
の
何
物
か
へ
と
変
化
し
て
い

く
。
し
か
し
、
変
化
し
た
後
で
は
変
化
す
る
前
の
こ
と
は
分
か
ら
ず
、
変
化

す
る
前
に
は
変
化
し
た
後
の
こ
と
は
、
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
分
か
る
の

は
「
そ
の
物
」
で
あ
る
時
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
変
化
は
、「
生
あ

る
も
の
」
と
い
う
「
主
体
」
の
変
化
と
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

『
荘
子
』
の
死
生
観
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
も

こ
の
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。荘
周
で
あ
る
前
は
、

蝶
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
蝶
で
あ
る
前
は
荘
周
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

転
生
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
荘
周
で
あ
る
時
、

蝶
で
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
り
、
蝶
で
あ
る
時
、
荘
周
で
あ
っ

た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
転
生
を
繰
り
返
し
て
い
た
と

し
て
も
、
今
を
生
き
て
い
る
間
は
そ
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、「
わ

た
し
と
い
う
主
体
」
を
も
つ
限
り
、「
わ
た
し
以
前
」
の
こ
と
、「
わ
た
し
以

後
」
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
夢
の

た
と
え
は
適
当
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
に

お
い
て
、「
夢
か
ら
覚
め
る
こ
と
」
と
は
主
体
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
、
寓
話
の
最
後
で
言
わ
れ
る
「
物
化
」
と
は
、
生
前
、
生
あ
る
主
体
、
死

後
と
い
う
変
化
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
寓
話
は
そ
の
変
化
を
夢
と
現
実
の
推

移
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
一
歩
進

め
て
、「
主
体
」
を
手
放
す
と
、
生
と
死
と
い
う
区
切
り
を
越
え
た
生
前
か

ら
死
後
を
つ
な
ぐ
無
窮
の
変
化
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
と
捉
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

従
来
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
は
、
す
べ
て
の
変
化
を
受
け
入
れ
、
ま
た
、

生
と
死
を
等
し
く
見
る
こ
と
で
相
対
的
な
価
値
判
断
を
克
服
す
る
と
い
っ
た

生
き
方
に
関
わ
っ
た
読
み
方
が
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
成
果

を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
生
前
か
ら
死
後
へ
の
変
化
を
夢
と
覚
醒
の
推

移
に
な
ぞ
ら
え
て
説
い
た
話
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
金
谷
治
『
荘
子

第
一
冊
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
八
九
頁
。

（
２
）
前
掲
、
金
谷
治
『
荘
子

第
一
冊
』、
八
九
頁
。

（
３
）
森
三
樹
三
郎
『
老
子
・
荘
子
』（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）、
一
九
二
・
一

九
三
頁
。

（
４
）
前
掲
、
森
三
樹
三
郎
『
老
子
・
荘
子
』、
一
九
三
頁
。

（
５
）
野
村
茂
夫
『
荘
子
』（
講
談
社
、
一
九
八
七
年
）、
一
六
九
頁
。

（
６
）
前
掲
、
野
村
茂
夫
『
荘
子
』、
一
七
〇
頁
。
な
お
、
野
村
茂
夫
は
後
年
の
翻

訳
で
あ
る
『
老
子
・
荘
子
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
も
、

「
荘
周
が
真
実
の
姿
な
の
か
、
胡
蝶
が
真
実
の
姿
な
の
か
、
そ
れ
は
問
題

－24－
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
胡
蝶
で
あ
る
時
は
栩
栩
然
と
し
て
胡
蝶
に
な
り
き
っ

て
い
る
。
そ
し
て
荘
周
で
あ
る
と
き
は
荘
周
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
い
ず

れ
も
が
真
実
で
あ
り
、
己
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
で
す
。
今

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
是
と
非
、
生
と
死
な
ど
の
対
立
が
あ
り
、
そ
し

て
夢
と
現
実
と
の
対
立
も
こ
こ
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
い
ず
れ
が
真

の
世
界
で
あ
る
か
を
論
ず
る
よ
り
、
い
ず
れ
を
も
肯
定
し
て
受
け
容
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
満
足
し
て
生
き
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
れ
が
万
物
斉
同

の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
物
の
変
化
と
は
表
面
に
現
わ
れ
た
現

象
面
で
の
変
化
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
胡
蝶
と
荘
周
と
が
形
の
上
で
は
大
き
な

違
い
が
あ
り
な
が
ら
、
と
も
に
自
己
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
な
く
、
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
る
と
、
万
物
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
形
を

も
つ
が
、
す
べ
て
ひ
と
し
い
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
す
」
と
述
べ

て
お
り
、「
自
己
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
」
を
強
調
し
て
い
る
。（
一
七

一
・
一
七
二
頁
）

（
７
）
赤
塚
忠
『
荘
子
』（『
全
釈
漢
文
大
系
』
集
英
社
、
一
九
七
四
・
七
七
年
）、

一
八
五
・
一
八
六
頁
。

（
８
）
前
掲
、
赤
塚
忠
『
荘
子
』、
一
八
七
頁
。

（
９
）
福
永
光
司
『
荘
子
内
篇
』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）、
一
三
七
・
一
三
八

頁
。

（

）
前
掲
、
福
永
光
司
『
荘
子
内
篇
』、
一
三
七
頁
。

10
（

）
橋
本
敬
司
「
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
―
物
化
の
構
造
と
意
味
―
」（『
哲
学
』、
広

11

島
哲
学
会
、
一
九
九
九
年
）。

（

）
な
お
、
寺
西
光
輝
「
円
環
す
る
自
己
と
他
者
―
『
荘
子
』「
胡
蝶
の
夢
」
を

12

め
ぐ
っ
て
―
」（『
椙
山
女
学
園
大
学
教
育
学
部
紀
要
』、
二
〇
一
一
年
）

は
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
「
荘
周
か
ら
胡
蝶
へ
、
胡
蝶
か
ら
荘
周
へ
と
主

客
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
重
き
が
置
か
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
と
批
判
し
、「
胡
蝶
の
夢
」
を
「
さ
ま
ざ
ま
に
移
り
変

わ
る
『
物
』
に
執
着
せ
ず
、
心
安
ら
か
に
生
き
る
と
い
う
境
地
へ
至
る
ま

で
の
心
理
的
過
程
を
象
徴
的
に
描
い
た
」
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
従

来
の
説
の
よ
う
に
、
人
間
に
主
体
を
置
い
た
捉
え
方
で
あ
ろ
う
。

（

）
池
田
知
久
『
荘
子
上
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）、
二
一
七
頁
。
本
書
は
、

13

『
中
国
の
古
典
５
・
６

荘
子
』（
上
・
下
）（
学
習
研
究
社
、
一
九
八
三

・
八
六
年
）
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
―
『
荘
子
』
を
中
心
と
し
て
』（
汲
古
書

14

院
、
二
〇
〇
九
年
）。

（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
〇
九
頁
。

15
（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
一
二
頁
。

16
（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
一
二
頁
を
参
考
。

17
（

）
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』
は
、
夢
か
ら
覚
め
る
こ
と
を
「
死
」

18

と
解
釈
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
郭
象
注
は
「
覚
夢
の
分
、
死
生
の
弁

に
異
な
る
無
し
」
と
し
て
、
覚
醒
を
「
生
」、
夢
を
「
死
」
と
し
て
い
た
。

な
お
、『
荘
子
』
の
「
夢
」
に
つ
い
て
は
、
斉
物
論
篇
の
「
其
寝
也
魂
交
、

其
覚
也
形
開
〔
其
の
寝
ぬ
る
や
魂
交
わ
り
、
其
の
覚
む
る
や
形
開
く
〕
が

参
考
に
な
る
。『
経
典
釈
文
』
に
引
く
司
馬
彪
の
注
に
は
「
精
神
の
交
錯

す
る
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
こ
の
箇
所
と
同
様
の
記
述
を
載
せ
る
『
列
子
』

周
穆
王
篇
に
は
「
神
遇
い
て
夢
と
為
り
、
形
接
し
て
事
と
為
る
」
と
あ
り
、

そ
の
張
湛
の
注
に
「
其
の
寝
ぬ
る
や
神
交
わ
り
、
其
の
覚
む
る
や
形
開
く
」

と
な
っ
て
お
り
、「
夢
」
が
「
魂
」
や
「
精
神
」
の
は
た
ら
き
と
さ
れ
る

記
述
が
あ
り
、
必
ず
し
も
「
夢
」
が
「
死
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。

- 11 -

〔
孟
孫
氏
は
生
く
る
所
以
を
知
ら
ず
、
死
す
る
所
以
を
知
ら
ず
。
先
に

就
く
を
知
ら
ず
、
後
に
就
く
を
知
ら
ず
。
化
に
若
い
て
物
と
為
り
、
以

し
た
が

て
其
の
知
ら
ざ
る
所
の
化
を
待
つ
の
み
。且
れ
化
す
る
に
方
将
り
て
は
、

あ

た

悪
く
ん
ぞ
化
せ
ざ
る
を
知
ら
ん
。
化
せ
ざ
る
に
方
将
り
て
は
、
悪
く
ん

ぞ
己
に
化
せ
る
を
知
ら
ん
。〕（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）

生
前
、
自
身
が
何
物
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
変
化
し
て
「
生
あ
る
物
」

と
な
り
、「
生
あ
る
物
」
の
死
を
迎
え
て
、
別
の
何
物
か
へ
と
変
化
し
て
い

く
。
し
か
し
、
変
化
し
た
後
で
は
変
化
す
る
前
の
こ
と
は
分
か
ら
ず
、
変
化

す
る
前
に
は
変
化
し
た
後
の
こ
と
は
、
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
分
か
る
の

は
「
そ
の
物
」
で
あ
る
時
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
変
化
は
、「
生
あ

る
も
の
」
と
い
う
「
主
体
」
の
変
化
と
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

『
荘
子
』
の
死
生
観
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
も

こ
の
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。荘
周
で
あ
る
前
は
、

蝶
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
蝶
で
あ
る
前
は
荘
周
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

転
生
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
荘
周
で
あ
る
時
、

蝶
で
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
り
、
蝶
で
あ
る
時
、
荘
周
で
あ
っ

た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
転
生
を
繰
り
返
し
て
い
た
と

し
て
も
、
今
を
生
き
て
い
る
間
は
そ
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、「
わ

た
し
と
い
う
主
体
」
を
も
つ
限
り
、「
わ
た
し
以
前
」
の
こ
と
、「
わ
た
し
以

後
」
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
夢
の

た
と
え
は
適
当
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
に

お
い
て
、「
夢
か
ら
覚
め
る
こ
と
」
と
は
主
体
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
、
寓
話
の
最
後
で
言
わ
れ
る
「
物
化
」
と
は
、
生
前
、
生
あ
る
主
体
、
死

後
と
い
う
変
化
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
寓
話
は
そ
の
変
化
を
夢
と
現
実
の
推

移
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
一
歩
進

め
て
、「
主
体
」
を
手
放
す
と
、
生
と
死
と
い
う
区
切
り
を
越
え
た
生
前
か

ら
死
後
を
つ
な
ぐ
無
窮
の
変
化
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
と
捉
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

従
来
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
は
、
す
べ
て
の
変
化
を
受
け
入
れ
、
ま
た
、

生
と
死
を
等
し
く
見
る
こ
と
で
相
対
的
な
価
値
判
断
を
克
服
す
る
と
い
っ
た

生
き
方
に
関
わ
っ
た
読
み
方
が
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
成
果

を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
生
前
か
ら
死
後
へ
の
変
化
を
夢
と
覚
醒
の
推

移
に
な
ぞ
ら
え
て
説
い
た
話
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
金
谷
治
『
荘
子

第
一
冊
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
八
九
頁
。

（
２
）
前
掲
、
金
谷
治
『
荘
子

第
一
冊
』、
八
九
頁
。

（
３
）
森
三
樹
三
郎
『
老
子
・
荘
子
』（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）、
一
九
二
・
一

九
三
頁
。

（
４
）
前
掲
、
森
三
樹
三
郎
『
老
子
・
荘
子
』、
一
九
三
頁
。

（
５
）
野
村
茂
夫
『
荘
子
』（
講
談
社
、
一
九
八
七
年
）、
一
六
九
頁
。

（
６
）
前
掲
、
野
村
茂
夫
『
荘
子
』、
一
七
〇
頁
。
な
お
、
野
村
茂
夫
は
後
年
の
翻

訳
で
あ
る
『
老
子
・
荘
子
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
も
、

「
荘
周
が
真
実
の
姿
な
の
か
、
胡
蝶
が
真
実
の
姿
な
の
か
、
そ
れ
は
問
題

－25－
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は
腐
蠸
よ
り
生
ず
。
羊
奚
は
筍
せ
ざ
る
久
竹
に
比
し
て
青
寧
を
生
じ
、
青

ふ

か

ん

よ
う
け
い

寧
は
程
を
生
じ
、
程
は
馬
を
生
じ
、
馬
は
人
を
生
ず
。
人
は
又
た
反
り
て

機
に
入
る
。
万
物
は
皆
な
機
よ
り
出
で
て
、
皆
な
機
に
入
る
〕

（

）
金
谷
治
『
荘
子
』
は
こ
の
「
継
」
を
未
詳
と
し
、
注
に
水
草
と
す
る
説
を

35

載
せ
て
い
る
。

（

）
前
掲
、
金
谷
治
『
荘
子

第
三
冊
』、
二
九
・
三
〇
頁
。

36
（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
〇
・
二
一
頁
、
前
掲
、
池
田
知
久
『
道

37

家
思
想
の
新
研
究
』、
三
二
三
・
三
二
四
頁
。

（

）
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」
は
「『
機
』
よ
り
出
で
『
機
』
に
入
る
『
万
物
』

38

に
は
生
き
物
以
外
の
物
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
除
外
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
池
田
知
久
「「
荘
子
」
の
「
物
化
」
に
つ

い
て
」（『
思
想
の
研
究
』
創
刊
号
、
津
田
左
右
吉
研
究
会
、
一
九
六
七
年
）、

七
六
頁
は
、
こ
の
寓
話
に
つ
い
て
、「
解
し
が
た
い
個
所
も
あ
る
が
、
転

生
の
思
想
を
遊
戯
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
な
い
。『
機
』

は
『
幾
』
に
等
し
く
、
植
物
の
種
子
に
存
す
る
生
長
の
能
力
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
『
物
』
も
す
べ
て
『
機
』
か
ら
転
生
し
は
じ
め
、
何

回
か
の
転
生
の
結
末
に
再
び
『
機
』
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
循
環
的
に

考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（

）
金
谷
治
『
死
と
運
命
―
中
国
古
代
の
思
索
―
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
六
年
）、

39

四
三
・
四
四
頁
。

（
神
戸
市
外
国
語
大
学
職
員
）
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（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
一
六
頁
。

19
（

）
な
お
、
笹
原
仲
二
「『
壮
子
』
に
現
は
れ
た
死
生
観
」（『
立
命
館
文
学
』
十

20

一
号
、
一
九
五
四
年
）
は
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
を
「
物
我
一
体
観
」
を

説
い
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
は
「
生
死
を
含
め
て
の
自
ら
の
あ

ら
ゆ
る
現
世
的
な
存
在
性
に
対
す
る
超
越
」
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
思
想
を
含
む
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、「
自
ら
の
生
命
の
完

全
に
無
に
帰
す
る
と
こ
ろ
の
消
滅
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
ず
、
自
ら
の
死

は
、
我
が
、
自
ら
の
生
命
の
本
源
―
宇
宙
の
生
命
、
万
物
の
生
の
始
め
に

反
り
復
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
必
ず
何
時
か
他
の
異
っ
た
形
態

姿
相
の
も
と
に
復
び
こ
の
世
に
現
象
し
、
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の

信
念
が
あ
る
と
い
ひ
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
そ
れ
を
「
輪
廻
回
帰
の
思

想
」
と
し
て
い
る
絶
対
者
を
想
定
し
、
そ
こ
へ
の
回
帰
を
主
と
す
る
見
方

で
「
転
生
」
と
は
異
な
る
が
、「
自
ら
の
生
命
」
を
主
体
と
す
る
輪
廻
に

近
い
捉
え
方
と
言
え
る
。
七
〇
五
・
七
〇
六
頁
。

（

）
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」（『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
二
十
七
号
、
二
〇
〇

21

四
年
）。

（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
一
八
頁
。

22
（

）「
曰
、
偉
哉
造
化
。
又
将
奚
以
汝
為
、
将
奚
以
汝
適
。
以
汝
為
鼠
肝
乎
。
以

23

汝
為
蟲
臂
乎
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（

）
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
六
節
及
び
注
（

）
を
参
考
。

24

34

（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
一
頁
。

25
（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
三
頁
。

26
（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
五
頁
。
な
お
、
笠
原
仲
二
「『
荘
子
』

27

に
現
は
れ
た
死
生
観
（
上
）」（『
立
命
館
文
学
』
一
一
四
号
、
一
九
五
四

年
）
は
『
荘
子
』
の
死
生
観
を
「
輪
廻
回
帰
の
思
想
」
と
す
る
が
、
や
は

り
「
自
ら
の
生
命
の
完
全
に
無
に
す
る
と
こ
ろ
の
消
滅
と
い
ふ
も
の
は
あ

り
得
ず
」（
七
〇
五
頁
）
と
し
て
、「
い
の
ち
」
の
連
続
と
し
て
捉
え
て
い

る
。

（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
三
二
〜
三
四
頁
を
参
考
。

28
（

）
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

29

第
十
三
巻
』（
小
学
館
、
一
九
七
二
年
）。

（

）
廣
松
渉
ほ
か
『
岩
波

哲
学
・
思
想
事
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

30
（

）
林
達
夫
ほ
か
『
哲
学
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）。

31
（

）
中
村
元
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
一
年
）。

32
（

）
永
井
均
他
『
事
典
哲
学
の
木
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

33
（

）
原
文
と
書
き
下
し
文
は
以
下
。「
種
有
幾
。
得
水
則
為
継
、
得
水
土
之
際
、

34

則
為
蛙
蠙
之
衣
、
生
於
陵
屯
、
則
為
陵
舃
。
陵
舄
得
鬱
棲
、
則
為
烏
足
、

烏
足
之
根
為
蠐
螬
、
其
葉
為
胡
蝶
。
胡
蝶
胥
也
化
而
為
蟲
、
生
於
竈
下
。

其
状
若
脱
、
其
名
為
鴝
掇
。
鴝
掇
千
日
為
鳥
、
其
名
為
乾
余
骨
。
乾
余
骨

之
沫
為
斯
弥
、
斯
弥
為
食
醯
。
頤
輅
生
乎
食
醯
、
黄
軦
生
乎
九
猷
、
瞀
芮

生
乎
腐
蠸
。
羊
奚
比
乎
不
筍
久
竹
生
青
寧
、
青
寧
生
程
、
程
生
馬
、
馬
生

人
。
人
又
反
入
於
機
。
万
物
皆
出
於
機
、
皆
入
於
機
」〔
種
に
幾
有
り
。

き
ざ
し

水
を
得
れ
ば
則
ち
継
と
為
り
、
水
土
の
際
を
得
れ
ば
、
則
ち
蛙
蠙
の
衣
と

け
い

あ

ひ

ん

為
り
、
陵
屯
に
生
ず
れ
ば
、
則
ち
陵
舄
と
為
る
。
陵
舄
は
鬱
棲
を
得
れ
ば
、

り
ょ
う
せ
き

う
っ
せ
い

則
ち
烏
足
と
為
り
、
烏
足
の
根
は
蠐
螬
と
為
り
、
其
の
葉
は
胡
蝶
と
為
る
。

せ
い
そ
う

胡
蝶
は
胥
也
く
し
て
化
し
て
蟲
と
為
り
、
竈
の
下
に
生
ず
。
其
の
状
は
脱

し

ば

ら

の
若
く
に
し
て
、
其
の
名
を
鴝
掇
と
為
す
。
鴝
掇
は
千
日
に
し
て
鳥
と
為

く

て

つ

り
、
其
の
名
を
乾
余
骨
と
為
す
。
乾
余
骨
の
沫
は
斯
弥
と
為
り
、
斯
弥
は

し

み

食
醯
と
為
る
。
頤
輅
は
食
醯
よ
り
生
じ
、
黄
軦
は
九
猷
よ
り
生
じ
、
瞀
芮

し
ょ
く
け
い

い

ろ

こ
う
き
ょ
う

ぼ
う
ぜ
い

－26－
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は
腐
蠸
よ
り
生
ず
。
羊
奚
は
筍
せ
ざ
る
久
竹
に
比
し
て
青
寧
を
生
じ
、
青

ふ

か

ん

よ
う
け
い

寧
は
程
を
生
じ
、
程
は
馬
を
生
じ
、
馬
は
人
を
生
ず
。
人
は
又
た
反
り
て

機
に
入
る
。
万
物
は
皆
な
機
よ
り
出
で
て
、
皆
な
機
に
入
る
〕

（

）
金
谷
治
『
荘
子
』
は
こ
の
「
継
」
を
未
詳
と
し
、
注
に
水
草
と
す
る
説
を

35

載
せ
て
い
る
。

（

）
前
掲
、
金
谷
治
『
荘
子

第
三
冊
』、
二
九
・
三
〇
頁
。

36
（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
〇
・
二
一
頁
、
前
掲
、
池
田
知
久
『
道

37

家
思
想
の
新
研
究
』、
三
二
三
・
三
二
四
頁
。

（

）
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」
は
「『
機
』
よ
り
出
で
『
機
』
に
入
る
『
万
物
』

38

に
は
生
き
物
以
外
の
物
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
除
外
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
池
田
知
久
「「
荘
子
」
の
「
物
化
」
に
つ

い
て
」（『
思
想
の
研
究
』
創
刊
号
、
津
田
左
右
吉
研
究
会
、
一
九
六
七
年
）、

七
六
頁
は
、
こ
の
寓
話
に
つ
い
て
、「
解
し
が
た
い
個
所
も
あ
る
が
、
転

生
の
思
想
を
遊
戯
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
な
い
。『
機
』

は
『
幾
』
に
等
し
く
、
植
物
の
種
子
に
存
す
る
生
長
の
能
力
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
『
物
』
も
す
べ
て
『
機
』
か
ら
転
生
し
は
じ
め
、
何

回
か
の
転
生
の
結
末
に
再
び
『
機
』
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
循
環
的
に

考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（

）
金
谷
治
『
死
と
運
命
―
中
国
古
代
の
思
索
―
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
六
年
）、

39

四
三
・
四
四
頁
。

（
神
戸
市
外
国
語
大
学
職
員
）
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（

）
前
掲
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』、
三
一
六
頁
。

19
（

）
な
お
、
笹
原
仲
二
「『
壮
子
』
に
現
は
れ
た
死
生
観
」（『
立
命
館
文
学
』
十

20

一
号
、
一
九
五
四
年
）
は
、「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
を
「
物
我
一
体
観
」
を

説
い
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
は
「
生
死
を
含
め
て
の
自
ら
の
あ

ら
ゆ
る
現
世
的
な
存
在
性
に
対
す
る
超
越
」
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
思
想
を
含
む
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、「
自
ら
の
生
命
の
完

全
に
無
に
帰
す
る
と
こ
ろ
の
消
滅
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
ず
、
自
ら
の
死

は
、
我
が
、
自
ら
の
生
命
の
本
源
―
宇
宙
の
生
命
、
万
物
の
生
の
始
め
に

反
り
復
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
必
ず
何
時
か
他
の
異
っ
た
形
態

姿
相
の
も
と
に
復
び
こ
の
世
に
現
象
し
、
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の

信
念
が
あ
る
と
い
ひ
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
そ
れ
を
「
輪
廻
回
帰
の
思

想
」
と
し
て
い
る
絶
対
者
を
想
定
し
、
そ
こ
へ
の
回
帰
を
主
と
す
る
見
方

で
「
転
生
」
と
は
異
な
る
が
、「
自
ら
の
生
命
」
を
主
体
と
す
る
輪
廻
に

近
い
捉
え
方
と
言
え
る
。
七
〇
五
・
七
〇
六
頁
。

（

）
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」（『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
二
十
七
号
、
二
〇
〇

21

四
年
）。

（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
一
八
頁
。

22
（

）「
曰
、
偉
哉
造
化
。
又
将
奚
以
汝
為
、
将
奚
以
汝
適
。
以
汝
為
鼠
肝
乎
。
以

23

汝
為
蟲
臂
乎
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（

）
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
六
節
及
び
注
（

）
を
参
考
。

24

34

（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
一
頁
。

25
（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
三
頁
。

26
（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
二
五
頁
。
な
お
、
笠
原
仲
二
「『
荘
子
』

27

に
現
は
れ
た
死
生
観
（
上
）」（『
立
命
館
文
学
』
一
一
四
号
、
一
九
五
四

年
）
は
『
荘
子
』
の
死
生
観
を
「
輪
廻
回
帰
の
思
想
」
と
す
る
が
、
や
は

り
「
自
ら
の
生
命
の
完
全
に
無
に
す
る
と
こ
ろ
の
消
滅
と
い
ふ
も
の
は
あ

り
得
ず
」（
七
〇
五
頁
）
と
し
て
、「
い
の
ち
」
の
連
続
と
し
て
捉
え
て
い

る
。

（

）
前
掲
、
末
永
高
康
「
物
化
小
考
」、
三
二
〜
三
四
頁
を
参
考
。

28
（

）
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

29

第
十
三
巻
』（
小
学
館
、
一
九
七
二
年
）。

（

）
廣
松
渉
ほ
か
『
岩
波

哲
学
・
思
想
事
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

30
（

）
林
達
夫
ほ
か
『
哲
学
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）。

31
（

）
中
村
元
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
一
年
）。

32
（

）
永
井
均
他
『
事
典
哲
学
の
木
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

33
（

）
原
文
と
書
き
下
し
文
は
以
下
。「
種
有
幾
。
得
水
則
為
継
、
得
水
土
之
際
、

34

則
為
蛙
蠙
之
衣
、
生
於
陵
屯
、
則
為
陵
舃
。
陵
舄
得
鬱
棲
、
則
為
烏
足
、

烏
足
之
根
為
蠐
螬
、
其
葉
為
胡
蝶
。
胡
蝶
胥
也
化
而
為
蟲
、
生
於
竈
下
。

其
状
若
脱
、
其
名
為
鴝
掇
。
鴝
掇
千
日
為
鳥
、
其
名
為
乾
余
骨
。
乾
余
骨

之
沫
為
斯
弥
、
斯
弥
為
食
醯
。
頤
輅
生
乎
食
醯
、
黄
軦
生
乎
九
猷
、
瞀
芮

生
乎
腐
蠸
。
羊
奚
比
乎
不
筍
久
竹
生
青
寧
、
青
寧
生
程
、
程
生
馬
、
馬
生

人
。
人
又
反
入
於
機
。
万
物
皆
出
於
機
、
皆
入
於
機
」〔
種
に
幾
有
り
。

き
ざ
し

水
を
得
れ
ば
則
ち
継
と
為
り
、
水
土
の
際
を
得
れ
ば
、
則
ち
蛙
蠙
の
衣
と

け
い

あ

ひ

ん

為
り
、
陵
屯
に
生
ず
れ
ば
、
則
ち
陵
舄
と
為
る
。
陵
舄
は
鬱
棲
を
得
れ
ば
、

り
ょ
う
せ
き

う
っ
せ
い

則
ち
烏
足
と
為
り
、
烏
足
の
根
は
蠐
螬
と
為
り
、
其
の
葉
は
胡
蝶
と
為
る
。

せ
い
そ
う

胡
蝶
は
胥
也
く
し
て
化
し
て
蟲
と
為
り
、
竈
の
下
に
生
ず
。
其
の
状
は
脱

し

ば

ら

の
若
く
に
し
て
、
其
の
名
を
鴝
掇
と
為
す
。
鴝
掇
は
千
日
に
し
て
鳥
と
為

く

て

つ

り
、
其
の
名
を
乾
余
骨
と
為
す
。
乾
余
骨
の
沫
は
斯
弥
と
為
り
、
斯
弥
は

し

み

食
醯
と
為
る
。
頤
輅
は
食
醯
よ
り
生
じ
、
黄
軦
は
九
猷
よ
り
生
じ
、
瞀
芮

し
ょ
く
け
い

い

ろ

こ
う
き
ょ
う

ぼ
う
ぜ
い

－27－
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