
「
無
常
」
と
い
う
と
、
誰
も
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
『
平
家
物
語
』

の
冒
頭
で
あ
り
、
『
方
丈
記
』
の
冒
頭
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
慢
性
的
な
内
乱

状
態
に
あ
っ
た
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
「
無
常
」
の
意
識
は
最
も
高

ま
り
を
ゑ
せ
、
文
学
に
お
い
て
も
中
心
的
な
思
潮
を
な
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
無
常
」
の
思
い
の
表
白
は
、
既
に
、
『
万
葉
集
』
に
お

い
て
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
世
間
や
常
に
あ
り
け
る
」
（
巻
五
・
八

○
四
）
、
「
世
間
の
常
し
な
け
れ
ば
」
（
巻
十
七
・
三
九
六
九
）
、
「
世
間
は

（
１
Ｌ
）

常
な
ぎ
も
の
と
」
（
巻
十
九
・
四
一
六
○
）
な
ど
の
表
現
が
あ
り
、
無
常
詠
が

日
本
文
学
を
代
表
す
る
伝
統
的
パ
タ
ー
ン
と
し
て
確
立
し
て
く
る
大
勢
は
、
い

ち
早
く
『
万
葉
集
』
に
お
い
一
て
認
め
ら
れ
る
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
日
本
人
の
無
常
意
識
、
と
く
に
文
学
に
現
わ
れ
て
い
る
そ
れ

を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
、
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
無
常
」

の
観
念
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
よ
う
に

思
う
。

「
万
葉
集
』
に
み
ら
れ
る

「
無
常
Ｌ
の
観
念
の
受
容

そ
れ
で
は
、
問
題
の
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
古
代
日
本
人
は
、
仏
教
の

「
無
常
」
の
観
念
を
い
か
な
る
意
識
を
契
機
と
し
て
受
け
入
れ
、
ど
う
い
う
観

念
と
し
て
そ
れ
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
時
期
は
い
つ

ご
ろ
で
、
そ
の
観
念
は
ど
う
い
っ
た
展
開
を
承
せ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
万
葉
歌
人
た
ち
は
、
「
無
常
」
に
対
し
、
ど
ん
な
態
度
を
も
っ
て
身
を
処

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
、
『
万
葉
集
」
に
お
け
る
「
無
常
」
の
観
念
の
受
容
の
仕
方
は
、
そ

の
理
解
の
程
度
が
浅
い
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
い

っ
た
点
で
理
解
が
浅
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
か
を
改
め
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
そ
う
し
た
理
解
の
浅
さ
が
何
に
起
因
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
踏
承
入

っ
て
考
察
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
う
し
た
理
解
の
浅
さ
に
つ
い
て
、
従
来
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
当
時
の
仏

教
の
あ
り
方
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
即
ち
、
「
学
問
仏
教
」
、
あ
る
い
は
「
国

家
仏
教
」
の
段
階
で
は
、
各
個
人
の
受
容
に
対
応
す
る
教
説
は
充
分
に
準
備
さ

れ
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、

根
村
直
美
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Ｊく

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
無
常
」
の
観
念
が
受
容
さ
れ
て
く
る
過
程
を
考
察

す
る
た
め
に
は
、
受
容
以
前
の
万
葉
歌
人
た
ち
の
精
神
世
界
を
明
ら
か
に
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

鍔
明
朝
（
六
二
九
’
六
四
一
）
か
ら
壬
申
の
乱
（
六
七
二
）
に
か
け
て
の
万

葉
第
一
期
の
歌
人
た
ち
の
歌
に
は
、
神
話
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
巻
一
の
箭
明
天
皇
国
見
歌
（
二
）
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ

（
２
）

ラ
（
》
○

天
皇
、
香
具
山
に
登
り
て
国
し
た
ま
ふ
時
の
御
製
歌

大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
と
り
よ
る
ふ
天
の
香
具
山
登
り
立
ち

国
見
を
す
れ
ば
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
海
原
は
鴎
立
ち
立
つ
う
ま

こ
う
し
た
通
説
に
異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
う
し
た
仏
教
の
あ
り
方
そ

の
も
の
も
、
万
葉
歌
人
た
ち
の
「
無
常
」
の
観
念
の
受
容
の
仕
方
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
「
無
常
」
を
歌
っ
た
万
葉
歌
人
た
ち
の
多
く
は
、
自
ら
仏
教
書
や

仏
教
的
知
識
に
あ
る
程
度
親
し
ん
で
い
た
知
識
人
で
あ
る
。
浅
い
と
さ
れ
る
理

解
の
原
因
を
、
そ
う
し
た
仏
教
を
め
ぐ
る
時
代
背
景
だ
け
に
帰
し
て
し
ま
っ
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
何
か
内
的
要
因
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
万
葉
歌
人
た
ち
の
根
底
に
あ
っ
た
何
ら
か
の
思
惟
形
式

が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
ご
と
き
観
点
か
ら
、
日
本
文
学
に
現
わ
れ
た
無
常
意
識

を
解
明
す
る
第
一
歩
と
し
て
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
無
常
」
の
観
念
の
受

容
の
あ
り
様
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

し
国
ぞ
蜻
蛉
島
大
和
の
国
は

こ
の
国
見
歌
は
、
「
大
和
に
は
た
く
さ
ん
山
が
あ
る
が
、
中
で
も
、
と
り
わ

け
立
派
な
の
は
『
天
の
香
具
山
』
だ
」
と
歌
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
香
具
山

に
冠
さ
れ
て
い
る
「
天
」
に
は
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

●
「
天
の
香
具
山
」
と
い
う
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
高
天
原
神
話
に
お
け
る
神

（
＠
Ｊ
）

山
の
名
辞
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
山
と
し
て
意
識
さ
れ
た
が
ゆ
え

に
、
香
具
山
は
、
錆
明
天
皇
の
国
見
歌
の
場
と
な
り
え
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
結
び
の
「
う
ま
し
国
ぞ
蜻
蛉
島
大
和
の
国
は
」
は
、
国
原
の
豊

饒
を
予
祝
し
て
と
な
え
ら
れ
た
神
話
的
詞
章
と
考
え
ら
れ
る
。
「
う
ま
し
」
は
、

天
地
開
關
の
神
話
に
お
け
る
ウ
マ
シ
ァ
シ
カ
ピ
ヒ
コ
ジ
の
神
を
想
起
さ
せ
る
。

（
４
）

益
田
勝
実
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
「
ウ
マ
シ
」
は
、
脹
る
生
命
力
に
感
嘆
し
、

そ
れ
を
讃
美
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
最
初
の
生
命
と
し
て
混
沌
の
中

に
角
ぐ
む
葦
の
芽
そ
の
も
の
が
神
格
化
さ
れ
た
こ
の
神
に
取
り
こ
ま
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
神
に
続
く
一
連
の
神
の
列
挙
は
、
「
幻
視
の
眼
」
に

よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
草
創
期
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

箭
明
天
皇
の
国
見
歌
に
お
い
て
も
、
「
う
ま
し
」
は
、
国
土
の
創
世
紀
の
イ

メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
、

「
う
ま
し
国
ぞ
」
と
た
た
え
ら
れ
た
「
蜻
蛉
島
大
和
の
国
」
は
、
幻
視
の
世

界
で
の
創
世
紀
的
な
大
和
の
国
で
あ
り
、
も
は
や
単
な
る
現
実
世
界
の
大
和
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
国
見
歌
で
は
、
神
話
は
過
去
の
事
実
た
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
世
界
を

「
幻
視
の
眼
」
に
よ
っ
て
神
話
的
に
観
じ
て
い
る
初
期
万
葉
歌
人
た
ち
の
姿
を

極
め
て
鮮
明
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
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以
上
の
よ
う
な
第
一
期
の
万
葉
歌
人
た
ち
が
抱
い
て
い
た
神
話
的
世
界
観

を
、
高
天
原
神
話
を
軸
に
体
系
化
し
、
そ
の
神
話
に
よ
っ
て
王
権
の
尊
貴
性
と

正
統
性
を
堅
固
に
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た
の
が
、
壬
申
の
乱
（
六
七
二
）
以
後

奈
良
遷
都
（
七
一
○
）
ま
で
の
第
二
期
万
葉
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
時
代
精
神
を
、
そ
の
歌
に
お
い
て
、
最
も
よ
く
表
現
し
え
た
の
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
柿
本
人
麻
呂
で
あ
る
。

人
麻
呂
は
、
王
権
の
根
源
と
そ
の
正
統
性
を
神
話
的
に
高
め
つ
つ
歌
い
、
天

皇
を
神
と
し
て
詠
嘆
す
る
。
例
え
ば
、
巻
一
に
あ
る
近
江
荒
都
歌
（
二
九
’

三
一
）
の
長
歌
（
二
九
）
の
前
半
部
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、

玉
た
す
き
畝
傍
の
山
の
橿
原
の
ひ
じ
り
の
御
代
ゆ
倣
印
坐
吟
雫

生
れ
ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と
栂
の
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
天
の

下
知
ら
し
め
し
し
を
掴
副
髄
争
唖
匙

と
い
う
叙
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
神
武
天
皇
以
来
の
王

（
５
）

権
の
連
続
性
で
あ
り
、
高
天
原
神
話
に
基
づ
く
現
人
神
の
思
想
で
あ
る
。

こ
う
し
た
神
話
体
系
に
基
づ
く
考
え
方
は
、
巻
二
の
日
並
皇
子
や
高
市
皇
子

に
対
す
る
濱
宮
挽
歌
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

日
並
皇
子
挽
歌
の
長
歌
（
一
六
七
）
の
前
半
部
に
は
、

天
地
の
初
め
の
時
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
に
八
百
万
千
万
神

の
神
集
ひ
集
ひ
い
ま
し
て
神
分
ち
分
ち
し
時
に
天
照
ら
す

日
女
の
命
匪
姪
砿
鏥
宅
乱
吻
鋸
る
天
を
ぱ
知
ら
し
め
す
と
葦
原
の

瑞
穂
の
国
を
天
地
の
寄
り
合
ひ
の
極
ゑ
知
ら
し
め
す
神
の
命
と
天

雲
の
八
重
か
き
わ
け
て
壁
寒
沁
媚
墓
飼
い
“
神
下
し
い
ま
せ
ま
つ
り

し
高
照
ら
す
日
の
御
子
は
明
日
香
の
清
の
宮
に
神
な
が
ら
太

敷
き
ま
し
て
す
め
る
き
の
敷
き
ま
す
国
と
天
の
原
岩
戸
を
開
き

神
上
り
上
り
い
ま
し
ぬ
し
嘩
恥
鴻
僻
藍
却
い
副
ま

と
い
う
叙
述
が
承
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
ま
ず
、
「
天
地
の
初
め
の

時
」
と
い
う
、
神
代
を
示
す
代
表
的
詞
句
に
よ
り
歌
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
天
の
河
原
に
集
う
神
々
が
統
治
の
領
地
を
分
け
て
、
「
天
照
ら
す
日
女

の
命
」
（
天
照
大
神
）
が
天
上
を
治
め
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
、
「
高
照
ら
す

日
の
御
子
」
を
「
神
の
命
」
と
し
て
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
治
め
る
べ
く
下
し
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
高
照
ら
す
日
の
御
子
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
す
れ

ば
、
天
照
大
神
に
よ
り
高
天
原
か
ら
下
さ
れ
た
天
孫
・
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
命
を
意

味
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
句
は
た
だ
ち
に
「
明
日
香
の
清
の
宮
に

神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
」
と
続
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
天
武
天
皇
を
も

意
味
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
「
高
照
ら
す
日
の
御
子
」
は
、
い
わ
ば

掛
詞
的
に
置
か
れ
て
、
現
実
の
皇
統
譜
中
の
人
物
と
天
孫
ホ
ノ
ニ
’
一
ギ
の
命
と

を
二
重
映
し
に
す
る
働
き
を
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
武
天

皇
を
神
代
の
ホ
ノ
ニ
’
一
ギ
の
命
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
尊
い
「
神
」
と

し
て
讃
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
部
分
は
、
神
武
天
皇
以
来
の
王
権
の
連
続
性
の
背
後

に
は
高
天
原
神
話
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、
天
皇
は
高
天
原
か
ら
降
臨
し
た
神
で
あ

る
、
と
い
う
考
え
方
が
、
直
接
的
に
神
話
の
世
界
を
呼
び
こ
ん
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
高
市
皇
子
挽
歌
の
長
歌
（
一
九
九
）
で
は
、
日
並
皇
子
挽
歌
の
よ
う

に
天
地
初
発
の
神
話
世
界
は
直
接
に
詠
承
こ
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

壬
申
の
乱
を
め
ぐ
る
叙
述
の
背
後
に
は
、
常
に
高
天
原
神
話
が
揺
曳
し
て
い

る
。
畢
寛
、
壬
申
の
乱
と
い
う
史
実
も
神
話
体
系
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
そ

一
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の
挽
歌
は
、
神
話
が
い
か
に
こ
の
期
の
歌
人
た
ち
の
世
界
認
識
を
お
お
い
つ
く

し
て
い
た
か
を
、
前
掲
の
ど
の
歌
よ
り
も
よ
く
物
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
体
系
化
さ
れ
た
神
話
に
基
づ
い
て
天
皇
を
神
と
し
て
讃
美
す
る
こ
と

は
、
即
ち
、
そ
の
神
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
こ
の
世
界
を
そ
の
体
系
神
話
に
基

づ
い
て
観
ず
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
麻
呂
に
代
表
さ
れ
る
第
二
期
は
、
い
わ
ば
神
話

的
世
界
観
が
確
立
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
神
話
の
世
界
は
、
後

に
な
っ
て
、
『
古
事
記
』
、
或
い
は
『
日
本
書
紀
』
の
う
ち
に
ま
と
め
ら
れ
て

ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
丸
山
真
男
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
記
紀
神
話
に

は
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

（
便
Ｕ
）

な
発
想
を
ゑ
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
７
）

例
え
ば
、
『
古
事
記
』
本
文
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
に
は
じ
ま
る
。

天
地
初
め
て
発
り
し
時
に
、
高
天
の
原
に
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
天

之
御
中
主
の
神
。
次
に
、
高
御
産
巣
の
神
・
次
に
、
神
産
巣
日
の
神
。
：
：
：

次
に
、
国
稚
く
、
浮
け
る
脂
の
ご
と
く
し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ

へ
る
時
に
、
葦
牙
の
ご
と
く
萌
え
騰
る
物
に
よ
り
て
成
り
ま
せ
る
神
の
名

は
、
宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
の
神
、
次
に
、
天
之
常
立
の
神
。
…
：
．

次
に
、
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
国
之
常
立
の
神
、
次
に
、
豊
雲
野
の

神
。
・
・
・
…

こ
う
し
て
、
神
々
が
次
女
に
「
成
」
っ
て
き
て
、
最
後
に
伊
耶
那
岐
の
命
・

伊
耶
那
美
の
命
が
現
わ
れ
、
以
下
、
二
神
の
「
国
生
み
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
冒
頭
部
分
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
幻
視
の
眼
」
に
よ
っ
て

と
ら
え
ら
れ
た
創
世
紀
の
イ
メ
ー
ジ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
の
世
界
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
絶
え
る
こ
と
な
く
不
断
に
成
り
ゆ
く
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写
は
、
い
わ
ば
、
世
界
を
無
窮
の
生
成
世
界
と
承
な

す
「
生
成
の
世
界
観
」
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
原
型
が
天
武
天
皇
の
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
古
事

記
」
に
こ
う
し
た
発
想
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
畢
寛
、
第
二
期
、
及
び
そ

の
基
礎
と
な
っ
た
第
一
期
の
万
葉
歌
人
た
ち
の
神
話
的
世
界
観
を
通
底
し
て
い

た
原
理
も
、
ま
た
、
前
述
の
よ
う
な
「
生
成
の
世
界
観
」
と
別
も
の
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
神
話
に
支
え
ら
れ
た
現

実
世
界
は
、
無
窮
の
生
成
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｊ一一く

前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
第
一
期
及
び
第
二
期
は
、
神
話
的
世
界

観
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ま
た
「
生
成
の
世
界
観
」
と
い
い

う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
代
の
万
葉
歌
人
た
ち
は
、
同
時
に
、
個
な
の
人
間

の
「
死
」
と
い
う
も
の
を
充
分
に
意
識
し
て
い
た
。
死
者
を
傷
む
挽
歌
が
数
多

く
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
人
灸
が
い
か
に
「
死
」
を
深
刻
に
受
け

と
め
悲
し
ん
で
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
第
一
期
に
、
既
に
天
智
天
皇
挽
歌
群
（
巻
二
・
一
四
七
’
一
五
五
）

が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
個
人
の
経
験
に
即
し
た
悲
し
ゑ
の
心
が
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
言
及
し
た
日
並
皇
子
挽
歌
や
高
市
皇
子
挽
歌
の
長
歌
も
、
そ
の

主
想
は
、
あ
く
ま
で
後
半
部
の
皇
子
の
死
に
対
す
る
嘆
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
例
と
し
て
、
日
並
皇
子
挽
歌
の
後
半
部
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す

四



我
が
大
君
皇
子
の
命
の
天
の
下
知
ら
し
め
し
せ
ぱ
春
花
の
貴

く
あ
ら
む
と
望
月
の
満
し
け
む
と
天
の
下
註
叱
坐
吟
蛾
す
四
方
の

人
の
大
船
の
思
ひ
頼
ゑ
て
天
つ
水
仰
ぎ
て
待
つ
に
い
か
さ
ま

に
思
ほ
し
め
せ
か
つ
れ
も
な
き
真
弓
の
岡
に
宮
柱
太
敷
き
い

ま
し
み
あ
ら
か
を
高
知
り
ま
し
て
朝
言
に
御
言
間
は
さ
ぬ
日

月
の
数
多
く
な
り
け
れ
そ
こ
故
に
皇
子
の
宮
人
ゆ
く
へ
知
ら
ず

も
歩
睡
轆
一
雄
酎
疏
知
」
罎
仔
麺
宮

こ
の
部
分
で
は
、
ま
ず
、
春
ら
ん
ま
ん
の
花
や
望
月
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
駆

使
さ
れ
て
即
位
後
の
期
待
が
述
べ
ら
れ
る
。
続
い
て
、
そ
の
期
待
が
空
し
く
打

ち
砕
か
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
皇
子
の
死
を
「
つ
れ
も
な
き
真
弓
の
岡

に
宮
柱
太
敷
き
し
ま
し
て
み
あ
ら
か
を
高
知
り
ま
し
て
朝
言
に

御
言
間
は
さ
ぬ
日
月
の
数
多
く
な
り
ぬ
れ
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
天
智
天
皇
挽
歌
群
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
死
者

の
ま
ぼ
ろ
し
の
揺
曳
は
既
に
な
く
、
そ
の
死
の
事
実
が
間
接
的
な
が
ら
明
確
に

確
認
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
皇
子
の
宮
人
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
」
に
そ
の

嘆
き
の
深
さ
が
結
晶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
主
想
た
る
後
半
部
に
対
し
て
、
前
節
で
挙
げ
た
前
半

部
は
す
ぐ
れ
た
序
曲
と
な
り
え
て
い
る
。
即
ち
、
神
聖
な
る
皇
統
を
継
ぐ
べ
き

皇
太
子
と
し
て
の
故
人
の
存
在
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
半
部
の
悲
嘆

を
切
実
な
る
も
の
と
す
る
働
き
を
前
半
部
は
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
前
半
部
は
単
に
空
疎
な
技
巧
的
表
現

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
公
的
な
儀
礼
性
に
の
ゑ
解
消
さ
れ
う
る
も

の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
人
麻
呂
の
時
代
の
言
語
観
を
考
慮
に
入
れ
て
ふ
れ
ば

ア
（
》
０

（
８
）

明
ら
か
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
言
語
が
本
当
の
意
味
で
抽
象
性
を
獲
得
し
て

く
る
の
は
『
古
今
集
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
、
言
語
は
実
生
活
か
ら

独
立
し
た
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
現
実
と
の
接
解
を
し
っ
か
り
と
保

っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
現
実
」
は
「
幻
視
の
眼
」
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
た
そ
れ
で
は
あ
っ
た
が
…
…
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
麻
呂
に
と
っ
て
神
話
的
世
界
観
は
そ
の
心
に
深
く
染
承

こ
ん
で
い
た
観
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
神
話
的
世
界
観
と

い
え
ば
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
生
成
の
世
界
観
」
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
世
界
観
を
確
信
し
な
が
ら
も
、
な
お
人
麻
呂
は
、
日
並
皇
子
、

或
い
は
高
市
皇
子
の
死
を
深
刻
に
受
け
と
め
悲
し
ん
だ
。
人
麻
呂
に
と
っ
て
神

話
的
世
界
観
は
ゆ
る
ぎ
な
い
現
実
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
「
死
」
も
ま
た
現
実

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
生
成
の
世
界
観
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
全
く
「
死
」
が
排
除

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
古
事
記
』
に
は
、
黄
泉
比
良
坂
で
の
伊
耶
那

美
の
命
の
「
愛
し
き
あ
が
な
せ
の
命
。
か
く
せ
ば
、
な
が
国
の
人
草
、
一
日
に

千
頭
絞
り
殺
さ
む
」
と
い
う
呪
言
と
、
伊
耶
那
岐
の
命
の
「
愛
し
ぎ
あ
が
な
に

妹
の
命
。
な
れ
し
か
せ
ぱ
、
あ
れ
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
立
て
む
」
と
い
う
応

答
の
あ
と
で
、
「
こ
こ
を
も
ち
て
、
一
日
に
必
ず
千
人
死
に
、
一
日
に
必
ず
千

五
百
人
生
る
る
ぞ
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
人
間
の
生
死
の
起
源
説

話
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
、
「
死
」
を
含
承
つ
つ
、
な
お
こ
の
生

成
の
世
界
で
あ
る
こ
と
の
理
由
説
明
と
も
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
生
成
の
世
界

観
と
は
、
一
方
で
い
く
ら
死
ん
で
も
他
方
で
生
ま
れ
る
者
が
多
い
の
で
結
局
は

成
り
ゆ
く
と
い
う
形
で
死
を
内
包
す
る
発
想
で
あ
り
、
死
よ
り
も
生
の
力
強
き

を
確
信
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
の
で
あ
っ
た
。

五



し
た
が
っ
て
、
生
成
を
確
信
す
る
神
話
的
世
界
観
と
人
間
の
死
を
悲
し
む
意

識
が
、
一
首
の
う
ち
に
同
時
に
表
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議

な
こ
と
で
は
な
い
。
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
神
話
的
世
界
観
の
時
代
で
あ

っ
て
も
、
個
々
の
人
間
の
死
は
、
重
大
事
で
あ
り
、
悲
し
む
べ
き
こ
と
と
し
て

捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
「
死
」
、
つ
ま
り
「
滅
び
」
に
対
す
る
意
識
は
、
生
と
死
の
断

絶
感
が
す
す
む
に
つ
れ
て
強
め
ら
れ
て
く
る
。
即
ち
、
第
一
期
よ
り
第
二
期
が

よ
り
強
く
な
る
。
人
麻
呂
は
、
日
並
皇
子
挽
歌
や
高
市
皇
子
挽
歌
な
ど
の
、
い

わ
ゆ
る
蹟
宮
挽
歌
の
他
に
も
、
妻
の
死
を
傷
ん
だ
泣
血
哀
働
歌
を
は
じ
め
、
種

々
の
挽
歌
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
人
事
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
都
の
荒
廃
へ
の
嘆
き
を
主
想
と
す
る
近

江
荒
都
歌
も
、
広
い
意
味
で
人
間
の
「
滅
び
」
を
凝
視
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
。
近
江
荒
都
歌
の
長
歌
は
、
日
並
皇
子
挽
歌
の
長
歌
な
ど
と
極
め
て
似
た
構

造
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
前
半
部
に
お
い
て
、
ま
ず
神
話
的
世
界
観
が
描
か

れ
た
う
え
で
、
後
半
部
で
は
、
大
津
の
宮
の
荒
廃
と
そ
れ
に
対
す
る
嘆
き
が
歌

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
近
江
荒
都
歌
の
反
歌
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
人
間
の
「
滅
び
」
は
、

自
然
の
不
変
と
対
比
し
て
歌
わ
れ
る
。

楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
舟
待
ち
か
れ
つ
（
三
○
）

楽
浪
の
志
賀
の
牢
韮
坐
吟
批
良
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
逢
は
め

や
も
跨
韮
卸
「
壁
碓
馳
と
（
三
一
）

志
賀
の
唐
崎
は
、
現
在
も
ま
さ
し
く
人
麻
呂
の
眼
前
に
存
在
す
る
。
そ
れ

は
、
天
智
天
皇
の
在
世
の
こ
ろ
と
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
世

界
は
滅
亡
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
の
「
滅
び
」
も
ま
た
眼
前
の
事

実
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
承
て
く
る
と
、
人
麻
呂
に
代
表
さ
れ
る
第
二
期
は
、
生
成
の
神
話

的
世
界
観
と
滅
び
を
不
可
避
と
す
る
人
間
観
が
微
妙
に
交
錯
し
、
バ
ラ
ン
ス
を

保
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
人
間
の
「
滅
び
」
に
対
す
る
意
識

は
、
「
生
成
」
の
世
界
観
の
内
に
お
い
て
も
、
確
実
に
万
葉
歌
人
た
ち
の
心
に

そ
の
根
を
お
ろ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
こ
そ
が
、
万
葉
後

期
（
第
三
期
及
び
第
四
期
）
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
「
無
常
」
の
観
念
を
成

り
立
た
し
め
る
基
盤
を
用
意
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
人
間
に
負

わ
さ
れ
た
「
死
」
を
嘆
き
悲
し
む
挽
歌
の
精
神
が
契
機
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
無
常
」
の
観
念
は
万
葉
歌
人
た
ち
の
う
ち
に
入
り
こ
む
こ
と
が
で
き
た

よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
実
際
に
「
無
常
」
の
観
念
が
現
わ
れ
は
じ
め
た
時
期

の
歌
に
考
察
を
加
え
、
そ
の
仮
説
を
検
証
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

ｊ
一
一
一く

和
銅
三
年
（
七
一
○
）
か
ら
お
お
よ
そ
天
平
五
年
（
七
三
三
）
ま
で
の
第
三

期
に
至
る
と
、
仏
教
思
想
の
影
響
の
も
と
、
明
確
に
「
無
常
」
の
観
念
が
歌
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
、
巻
五
に
は
、
山
上
憶
良
の
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

世
間
の
す
べ
な
き
も
の
は
年
月
は
流
る
る
ご
と
し
と
り
続
き

追
ひ
来
る
も
の
は
百
種
に
迫
め
寄
り
来
る
娘
子
ら
が
娘
子
さ
び

す
と
韓
玉
を
手
本
に
巻
か
し
繊
掛
帷
莚
四
句
準
、
淑
津
紳
弥
語
宅
蛎
唖
ふ

よ
ち
子
ら
と
手
た
づ
さ
は
り
て
遊
び
け
む
時
の
盛
り
を
留
承
か

ね
過
ぐ
し
や
り
つ
れ
蝿
の
腸
か
黒
き
髪
に
い
つ
の
間
か
霜
の
降
り

一
ハ



け
む
紅
の
涯
邦
奄
蜀
蝸
麺
ほ
面
の
上
に
い
づ
く
ゆ
か
雛
が
来
り
し

壬
韮
恥
吟
硫
肱
り
蝉
間
罐
ま
沁
帽
函
蓉
な
罐
Ⅸ
乖
如
い
鐘
ま
す
ら
を
の
男
さ
び
す

と
剣
大
刀
腰
に
取
り
側
き
さ
つ
弓
を
手
握
り
持
ち
て
赤
駒

に
倭
文
鞍
う
ち
置
き
這
ひ
乗
り
て
遊
び
あ
る
き
し
世
間
や
常

に
あ
り
け
る
娘
子
ら
が
さ
寝
す
板
戸
を
押
し
開
き
い
辿
り
寄
り

て
真
玉
手
の
玉
手
さ
し
交
へ
さ
寝
し
夜
の
い
く
だ
も
あ
ら
ね

ば
手
束
杖
腰
に
た
が
ね
て
か
行
け
ば
人
に
厭
は
え
か
く
行
け

ば
人
に
憎
ま
え
老
よ
し
男
は
か
く
の
承
な
ら
し
た
ま
き
は
る

命
惜
し
け
ど
為
む
す
べ
も
な
し

（
八
○
四
）

反
歌

常
磐
な
す
か
く
し
も
が
も
と
思
へ
ど
も
世
の
事
理
な
れ
ば
留
承
か
れ
つ
も

（
八
○
五
）

こ
の
歌
は
、
題
詞
に
「
世
間
の
住
承
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
」
と
あ

り
、
ま
さ
し
く
世
の
中
の
う
つ
る
い
や
す
く
無
常
な
こ
と
を
悲
し
ん
だ
作
で
あ

る
が
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
「
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
」
の
「
哀
し
」
承

は
、
「
二
毛
の
嘆
（
白
髪
交
り
の
老
醜
の
嘆
き
）
」
と
も
捉
え
ら
れ
、
そ
の
嘆
き

を
「
綾
ふ
」
だ
め
に
、
．
章
の
歌
」
を
作
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
歌
の
長
歌
は
、
三
段
に
分
か
れ
た
構
成
を
示
し
て
い
る
。
第
一

段
は
、
冒
頭
八
句
か
ら
な
る
。
ま
ず
、
一
篇
の
導
入
部
と
し
て
、
「
世
間
の
す

べ
な
き
も
の
は
」
と
、
全
体
の
問
題
を
提
示
す
る
形
で
歌
い
起
こ
さ
れ
、
以
下

六
句
「
年
月
は
流
る
る
ご
と
し
と
り
続
き
追
ひ
来
る
も
の
は
百
種

に
迫
め
寄
り
来
る
」
が
一
応
の
答
え
を
示
す
。

第
二
段
は
、
第
一
段
を
う
け
て
さ
ら
に
詳
し
く
具
体
的
叙
述
に
は
い
る
の
だ

が
、
こ
れ
は
、
ま
た
三
部
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
部
は
「
娘
子
ら
が
娘

子
さ
び
す
と
」
か
ら
「
い
づ
く
ゆ
か
雛
が
来
り
し
」
ま
で
の
十
八
句
で
、
二

部
は
「
ま
す
ら
を
の
男
さ
び
す
と
」
か
ら
「
世
間
や
常
に
あ
り
け
る
」
ま

、
、

、
、
、
、

で
の
十
二
句
で
あ
る
。
一
部
で
娘
子
、
二
部
で
ま
す
ら
を
を
そ
れ
ぞ
れ
対
比
し

て
叙
し
、
と
も
に
盛
年
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
老
い
の
至
る
こ
と
を
描
写
し
て

い
る
。
続
く
第
三
部
は
「
娘
子
ら
が
さ
寝
す
板
戸
を
」
か
ら
「
老
よ
し
男

は
か
く
の
承
な
ら
し
」
ま
で
の
十
六
句
で
、
盛
年
男
女
の
我
が
世
の
春
を
誇

る
姿
を
叙
し
、
た
ち
ま
ち
に
老
醜
の
姿
を
写
し
出
し
て
い
る
。

第
二
段
で
は
、
人
関
の
老
い
に
い
た
る
様
、
つ
ま
り
、
世
間
の
常
無
き
様

が
、
壮
老
の
対
比
・
対
照
に
よ
っ
て
鮮
明
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ

け
、
「
手
束
杖
腰
に
た
が
ね
て
か
行
け
ば
人
に
厭
は
え
か
く
行
け

ば
人
に
憎
ま
え
老
よ
し
男
は
か
く
の
象
な
ら
し
」
の
件
は
、
実
に
リ
ア

ル
な
老
い
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
段
は
、
末
尾
の
三
句
で
あ
る
。
命
の
惜
し
い
こ
と
を
総
叙
的
に
述
べ
る

と
と
も
に
、
結
句
は
冒
頭
二
句
の
「
世
間
の
す
べ
な
き
も
の
は
」
に
照
応
さ

せ
て
結
ん
で
い
る
。
即
ち
、
こ
の
長
歌
は
「
す
べ
な
し
」
に
始
ま
り
「
す
べ
な

し
」
に
終
わ
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
二
毛
の
嘆
を
溌
ふ
」
と
い

う
こ
と
の
解
決
は
何
ら
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
長
歌
は
「
二
毛
の

嘆
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
溌
ふ
」
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
の
「
確
認
」

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
反
歌
に
は
、
そ
の
長
歌
の
要
旨
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

無
常
が
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
世
の
理
で
あ
る
こ
と
が
重
ね
て
確
認
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
理
の
前
に
は
有
限
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
決
着
が
与
え
ら

れ
て
い
る
の
だ
。

憶
良
は
、
「
俗
道
の
仮
合
即
離
し
、
去
り
や
す
く
留
め
か
た
き
こ
と
を
悲
歎
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し
ぶ
る
詩
一
首
丼
せ
て
序
」
に
お
い
て
も
「
無
常
」
を
嘆
じ
て
お
り
、
無
常
を

世
の
理
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
だ
が
、
憶
良
と
並
ぶ
第

三
期
の
代
表
的
歌
人
・
大
伴
旅
人
も
、
そ
の
う
ち
に
「
無
常
」
の
観
念
を
抱
い

て
い
た
。
例
え
ば
、
巻
五
に
は
、

世
間
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り

（
七
九
三
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
ま
た
、
旅
人
に
は
「
讃
酒
歌
」
と
呼
ば
れ
る
享
楽
的
心
情

を
歌
っ
た
作
品
群
（
巻
三
・
三
三
八
’
三
五
○
）
が
あ
る
が
、
そ
の
心
情
も

「
無
常
」
の
認
識
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
こ
の
世
に
あ
る
間
は
楽
し
て
あ

ら
な
（
三
四
九
）

と
い
う
歌
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
期
の
歌
人
た
ち
が
「
無
常
」
を
歌
う
時
に
は
、
右
の
旅
人

の
讃
酒
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
、
人
間
の
う
つ
る
い
、
と
り
わ
け

そ
の
死
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
自
然
の
う
つ
る
い
に
対
し
て
は
あ
ま
り
目
を

向
け
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

旅
人
に
関
し
て
は
、
七
九
三
番
歌
に
も
そ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、

「
世
間
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
」
と
い
う
表
現
は
、
自
分
に
近
い
者
の
死

に
直
面
し
て
の
無
常
詠
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
序
か
ら
知
ら
れ
、
こ
こ
で
の
「
世

間
」
は
、
人
事
と
自
然
の
総
体
と
し
て
の
こ
の
世
と
い
う
よ
り
も
、
「
人
の
世
」

と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
旅
人
に
は
妻
を
失
っ
た
嘆
き
を
詠
ん
だ
一
連
の
作
品
群
（
巻
三
・

四
三
八
’
四
四
○
、
四
四
六
’
四
五
三
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
群
で
は
、

妻
の
不
在
が
、
「
む
ろ
の
木
」
や
「
敏
馬
の
崎
」
や
「
梅
の
木
」
な
ど
、
変
わ

ら
ず
に
あ
る
自
然
と
の
対
比
に
お
い
て
嘆
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
は

そ
の
不
変
性
に
お
い
て
「
無
常
」
な
る
人
間
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
旅
人
に
は
自
然
を
「
無
常
」

の
相
に
お
い
て
捉
え
る
意
識
が
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
ょ

矛
呵
／
０

億
良
の
品
合
も
、
「
無
常
」
の
認
識
は
、
ほ
と
ん
ど
が
人
間
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
八
○
四
番
歌
の
「
世
間
の
す
べ
な
き
も
の
は
」
を
う
け
て
展

、
、
、
、
、
、

開
さ
れ
る
具
体
的
叙
述
は
、
娘
子
及
び
ま
す
ら
を
の
老
い
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ

り
、
最
後
の
三
句
に
お
い
て
、
そ
の
老
い
の
果
て
の
死
が
提
示
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
世
間
」
も
、
や
は
り
「
人
の
世
」
と
い
う
色
合
い
が
濃

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
無
常
」
は
、
ま
ず
、
主
と
し
て
、
人
間
の
う
つ
る
い
、
殊

に
そ
の
死
を
不
可
避
と
す
る
観
念
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

「
無
常
」
の
観
念
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
「
滅
び
」
を
逃
れ
え
な
い
と
い
う
認

識
と
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

前
節
に
お
い
て
、
人
麻
呂
ら
に
代
表
さ
れ
る
前
期
万
葉
歌
人
た
ち
は
既
に
相

当
強
く
人
間
の
「
滅
び
」
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
が
「
無
常
」
の
観
念

の
形
成
さ
れ
る
基
盤
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
出
し
た
が
、

こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
が
裏
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
即
ち
、
何

は
さ
て
お
き
、
既
に
万
葉
歌
人
た
ち
の
心
に
根
づ
い
て
い
た
人
間
の
「
滅
び
」

を
不
可
避
と
す
る
観
念
が
、
仏
教
思
想
に
触
れ
た
第
三
期
の
歌
人
た
ち
に
よ
り

「
無
常
」
と
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
「
無
常
」
は
、
と
ぎ
に
、
ま
さ
し
く
「
人
の
死
」
の
意

味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
傾
向
は
、
『
万
葉
集
』
の
段
階
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で
既
に
決
定
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
『
万
葉
集
』
に
承
ら

れ
る
「
無
常
」
の
観
念
の
形
成
過
程
は
、
日
本
人
の
無
常
意
識
を
考
え
る
う
え

で
意
外
に
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
三
期
に
お
い
て
も
、
万
葉
歌
人
た
ち
の
う
ち
に
は
神
話

的
な
伝
統
が
生
き
て
い
た
。
例
え
ば
、
自
然
を
不
変
の
相
に
お
い
て
捉
え
る
の

も
、
人
麻
呂
の
時
代
の
捉
え
方
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
生
の
力
強
ぎ
を

確
信
し
た
「
成
り
ゆ
く
」
世
界
に
お
い
て
は
、
自
然
の
う
ち
に
あ
る
不
変
な
る

も
の
は
、
そ
の
確
信
の
証
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
神
話
の
世
界
は
ま
だ
自
然
の
う
ち
に
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ

る
。

ま
た
、
憶
良
の
「
好
去
好
来
の
歌
」
（
巻
五
・
八
九
四
’
八
九
六
）
の
長
歌

に
は
、
「
神
代
よ
り
言
ひ
伝
て
来
ら
く
そ
ら
承
つ
大
和
の
国
は
皇
神

の
…
…
」
と
い
っ
た
叙
述
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
滅
び
」
の
意
識
と
し
て
の
「
無
常
」
の
観
念
は
、
ま
だ
神

話
的
世
界
観
を
完
全
に
凌
駕
し
て
は
い
な
い
が
、
第
三
期
に
お
い
て
は
、
も
は

や
、
人
麻
呂
の
よ
う
に
、
一
首
の
う
ち
に
神
話
的
世
界
観
と
人
間
の
「
滅
び
」

を
不
可
避
と
す
る
認
識
が
微
妙
に
交
錯
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
第
三

期
の
歌
人
た
ち
は
、
神
話
の
世
界
か
ら
疎
外
さ
れ
た
境
で
、
人
間
の
「
滅
び
」

を
見
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
よ
り
切
実
な
問
題
と
し
て
彼
ら

の
胸
に
迫
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ｊ四く

前
節
に
お
い
て
、
「
無
常
」
の
観
念
は
、
第
三
期
の
こ
ろ
に
、
主
と
し
て
人

間
の
「
滅
び
」
を
不
可
避
と
す
る
意
識
と
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
段
階
で
は
自

然
の
う
つ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。し

か
し
な
が
ら
自
然
の
「
変
化
」
の
相
が
全
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
作
者
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
長
屋
王
の
子
で
あ
り
父
に
殉

じ
て
自
尽
し
た
膳
部
王
を
傷
む
、

世
間
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
ぞ
こ
の
照
る
月
は
満
ち
欠
け
し
け
る

（
巻
三
・
四
四
二
）

と
い
う
歌
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
折
か
ら
照
る
月
も
「
変
化
」
の

相
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
自
然
の
不
変
を
人
間
の
無
常
と
対
比
す
る

の
と
は
違
っ
た
意
識
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
う
に
、
人
間
の
「
無

常
」
を
鮮
烈
に
認
識
す
る
こ
と
が
、
自
然
の
「
変
化
」
の
相
に
対
す
る
意
識
を

も
鋭
敏
に
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
、
自
然
を
「
変
化
」
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
る
意
識
は
、
お
お
よ

そ
天
平
五
年
（
七
三
三
）
ご
ろ
か
ら
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
ま
で
の
第
四

期
に
な
る
と
、
い
っ
そ
う
強
く
な
る
。
そ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
い

る
の
は
、
第
四
期
の
代
表
的
歌
人
、
大
伴
家
持
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
家
持
の
う
ち
に
は
、
「
無
常
」
の
観
念
が
相
当
に
深
く
染
承
こ

ん
で
い
た
よ
う
で
、
無
常
詠
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い

の
は
、
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首
丼
せ
て
短
歌
」
（
巻
十
九
・
四
一

六
○
’
四
一
六
二
）
の
長
歌
で
あ
る
。

天
地
の
遠
き
初
め
よ
世
間
は
常
な
き
も
の
と
語
り
継
ぎ
流
ら

へ
来
れ
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ぽ
照
る
月
も
満
ち
欠
け
し
け

り
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
も
春
さ
れ
ば
花
咲
き
に
ほ
ひ
秋
づ

け
ば
露
霜
負
ひ
て
風
交
り
も
ゑ
ち
散
り
け
り
う
つ
せ
み
も
か
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く
の
承
な
ら
し
紅
の
色
も
う
つ
る
ひ
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
髪
変
り

朝
の
笑
み
夕
変
ら
ひ
吹
く
風
の
見
え
ぬ
が
ご
と
く
行
く
水
の

止
ま
ら
ぬ
ご
と
く
常
も
な
く
う
つ
る
ふ
見
れ
ば
に
は
た
づ
承
流

る
る
涙
留
め
か
れ
つ
も

（
四
一
六
○
）

こ
の
作
品
は
憶
良
の
「
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
」
の
影
響

を
う
け
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
憶
良
の
作
品
が
専
ら
「
人
間
」

の
無
常
を
歌
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
家
持
の
場
合
は
「
自
然
」
の
無
常
か
ら

歌
い
起
こ
し
て
い
る
。
即
ち
、
ま
ず
「
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
照
る
月

も
満
ち
欠
け
し
け
り
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
も
春
さ
れ
ば
花
咲
き

に
ほ
ひ
秋
づ
け
ば
露
霜
負
ひ
て
風
交
り
も
ゑ
ち
散
り
け
り
」
と
、
自

然
を
「
無
常
」
の
相
に
お
い
て
捉
え
、
そ
れ
を
う
け
た
形
で
、
「
う
つ
せ
象

も
か
く
の
承
な
ら
し
紅
の
色
も
う
つ
る
ひ
ぬ
ぱ
た
ま
の
黒
髪
変

り
朝
の
笑
承
夕
変
ら
ひ
」
と
、
人
間
の
「
無
常
」
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

家
持
に
お
い
て
は
、
自
然
も
ま
た
「
う
つ
る
ひ
」
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
人
間

と
等
し
く
「
無
常
」
を
物
語
る
側
面
を
も
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
意

識
が
相
当
強
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
長
歌
に
お
い
て

は
、
人
間
と
自
然
の
総
体
と
し
て
の
「
世
間
」
を
「
無
常
」
と
と
ら
え
た
の
で

あ
る
。
憶
良
の
「
世
間
」
が
「
人
の
世
」
と
い
う
色
合
い
が
濃
か
っ
た
の
と

は
、
い
さ
さ
か
異
っ
た
意
識
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
「
無
常
」
の
観
念
に
お
い
て
、
家
持
が
、
畢
寛
、
逃
れ
が

た
い
「
滅
び
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
自
然
の
描
写

は
、
「
秋
づ
け
ば
露
霜
負
ひ
て
風
交
り
も
ゑ
ち
散
り
け
り
」
と
、
「
滅

び
」
に
集
約
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
間
は
、
「
紅
の
色
も
う
つ
る
ひ
ぬ
ぱ
た

ま
の
黒
髪
変
り
」
と
、
衰
微
の
方
向
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
背
後
に

は
、
当
然
、
迫
り
く
る
「
死
」
が
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

ゆ
え
に
、
長
歌
の
結
び
に
「
に
は
た
づ
承
流
る
る
涙
留
め
か
れ
つ
も
」
と

い
う
悲
嘆
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
少
な
く
と
も
こ
の
歌

を
詠
ん
だ
時
点
の
家
持
に
と
っ
て
は
、
自
然
と
人
間
の
総
体
と
し
て
の
「
世

間
」
は
、
容
赦
な
く
「
滅
び
ゆ
く
」
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
長
歌
に
関
し
て
は
、
「
天
地
の
遠
き
初
め
よ
世

間
は
常
な
ぎ
も
の
と
語
り
継
ぎ
流
ら
へ
来
れ
」
と
い
う
冒
頭
も
留
意
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
天
地
初
め
て
発
り
し
時
に
、
高
天
の
原
に
成

り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
天
之
御
中
主
の
神
。
」
に
は
じ
ま
る
『
古
事
記
』
の
冒

頭
と
は
、
お
よ
そ
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
あ
り
方
と
い
え
よ
う
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
で
は
「
天
之
御
中
主
の
神
」
に
続
い

て
次
々
に
神
が
「
成
」
っ
て
ゆ
き
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
「
成
り
ゆ

く
』
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
無
窮
の
生
成
力
を
確
信
し
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
「
幻
視
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家

持
の
歌
に
お
い
て
は
、
「
天
地
の
遠
き
初
め
よ
」
と
い
う
原
初
の
イ
メ
ー
ジ

に
、
す
ぐ
さ
ま
「
世
間
は
常
な
き
も
の
と
」
と
「
滅
び
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
世
界
は
そ
の
初
め
よ
り
「
滅
び
」
ゆ
く
も
の
と
し
て
展

開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
成
力
の
確
信
と
は
正
反
対
の
・
へ
シ
ミ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
語
り
継
ぎ
流
ら
へ
来
れ
」

と
続
く
こ
と
で
、
そ
う
し
た
「
無
常
」
な
る
有
様
が
今
の
世
の
あ
り
方
を
も
規

定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

こ
う
し
て
ゑ
て
く
る
と
、
こ
の
歌
に
お
け
る
家
持
は
、
も
は
や
全
く
神
話
的

世
界
を
観
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
歌
に
い
た

一
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っ
て
、
第
一
節
で
考
察
し
た
よ
う
な
神
話
的
な
「
生
成
」
の
世
界
観
は
、
「
滅

び
」
の
世
界
観
と
し
て
の
「
無
常
」
の
観
念
に
完
全
に
凌
駕
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
家
持
の
眼
に
映
る
世
界
は
、
も
は
や
、
つ
ぎ
つ
ぎ

、
、
、
、

に
「
成
り
ゆ
く
」
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
滅
び
ゆ
く
」
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
家
持
も
ま
た
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
い
さ
さ
か
も
神
話
の
世
界

を
意
識
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
族
を
噸
す
歌
」
（
巻
二
十
・
四
四
六

五
）
な
ど
に
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
持
の
場
合
、
大
伴
氏
と
し
て
の
政
治
意
識

は
、
神
話
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
し
か
し
、
家
持
の
時
代
は
、

既
に
神
話
の
世
界
に
連
な
る
伝
統
意
識
を
切
り
す
て
た
藤
原
氏
の
時
代
で
あ

り
、
そ
の
政
治
意
識
は
挫
折
を
見
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
不
如
意
な

政
治
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
は
、
神
話
は
現
実
的
な
意
味
を
も
ち
え
ず
、
そ
れ
が

ゆ
え
に
、
伝
統
意
識
を
も
ち
な
が
ら
も
大
勢
と
し
て
は
「
無
常
」
の
世
界
観
に

傾
い
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
も
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
な
推
察
で
は
な
か
ろ
う
。

「
族
を
職
す
歌
」
な
ど
は
、
い
わ
ば
「
心
の
不
安
を
か
く
す
自
慰
的
な
空
転
の

（
ｎ
コ
）

『
文
学
』
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｊ五ｔ

前
節
に
お
い
て
は
、
最
初
は
主
と
し
て
人
間
の
「
滅
び
」
を
不
可
避
と
す
る

観
念
で
あ
っ
た
「
無
常
」
は
、
第
四
期
の
家
持
に
な
る
と
、
人
間
と
自
然
の
総

体
と
し
て
の
「
世
間
」
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
万
葉
歌
人
た
ち
は
、
基
本
的
に
は
、
「
無
常
」
を
超
克
し
た
理

想
境
を
志
向
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
は
、

憶
良
の
「
世
間
の
住
承
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
」
や
家
持
の
亡
妾
悲
傷
歌

群
中
の
長
歌
（
巻
三
・
四
六
六
）
な
ど
に
承
ら
れ
る
「
す
べ
な
し
」
と
い
う
詠

嘆
で
あ
る
。
本
来
、
仏
教
に
お
け
る
「
無
常
」
の
観
念
、
即
ち
「
諸
行
無
常
』

の
教
説
は
、
．
切
皆
華
巳
「
諸
法
無
我
」
「
浬
梁
寂
静
」
と
並
ん
で
四
法
印

の
一
つ
で
あ
り
、
現
実
の
不
完
全
さ
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
人
間
を
「
浬

梁
」
と
い
う
最
高
の
理
想
境
へ
と
導
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

「
無
常
」
の
現
実
を
超
え
出
で
た
「
救
済
」
へ
と
人
を
導
く
た
め
に
説
か
れ
た

の
で
あ
る
。
二
具
万
葉
歌
人
た
ち
は
、
「
す
べ
な
し
」
と
嘆
く
こ
と
に
沈
潜

し
こ
の
世
に
留
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
「
す
べ
な
し
」
と
い
う
受
け
と
め
方
は
、

一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
本
来
の
教
説
と
照
ら
し
あ
わ
せ
た
と
き
、

理
解
の
程
度
が
浅
か
っ
た
と
い
う
評
価
が
く
だ
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
の
は
、
何
故
そ
う
し
た
浅
い
と
さ

れ
る
理
解
が
生
永
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問

題
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
仏
教
の
あ
り

方
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
な
ど
の
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
え
て
そ
の
困
難
な
問
題
に
対
し
内
面
的
な
思
惟
形
式
と

い
う
視
点
か
ら
一
つ
の
考
察
を
試
み
て
ゑ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
手
が
か
り
と
し
て
「
無
常
」
の
観
念
が
入

り
こ
ん
で
く
る
以
前
に
万
葉
歌
人
た
ち
の
う
ち
に
あ
っ
た
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り

ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
神
話
的
世
界
観
に
つ
い
て
今
一
度
注
目
し
て
承
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
も
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」

と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
お
の
づ
か
ら
」
「
つ
ぎ

つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
と
ら
え
る
自
然
的
生
成
の
観
念
で
あ
っ
た
と

（
、
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
成
り
ゆ
く
」
と
い
う
神
話
的
世

界
観
の
う
ち
に
は
、
よ
り
根
源
的
な
契
機
と
し
て
、
「
お
の
づ
か
ら
」
と
い
う

一
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思
惟
形
式
を
ゑ
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
お
の
づ
か
ら
」
と
い
う
思
惟
形
式
は
、
日
本
神
話
に
は
究
極
的

な
絶
対
神
が
登
場
し
て
こ
な
い
こ
と
と
不
可
分
の
関
係
が
あ
る
。
最
も
神
聖
な

神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
天
照
大
神
で
さ
え
も
、
「
忌
服
屋
に
坐
し
て
神
御

衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
に
」
（
『
古
事
記
』
）
と
、
自
ら
が
忌
服
屋
に
て
神
に

奉
る
衣
を
織
っ
て
お
り
、
世
界
を
自
ら
の
意
志
で
支
配
す
る
神
と
し
て
は
描
か

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

古
代
日
本
人
に
は
宇
宙
の
究
極
を
限
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
発
想
を
見

い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
に
お
け
る
究
極
者
は
不
定
で
あ
る
。
と
い
う

よ
り
、
不
定
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
究
極
的
な
も
の
が
不
定
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
宇
宙
の
究
極
性
は
、
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
世
界
が
内
包
す
る
背
後

の
も
の
と
し
て
の
ゑ
と
ら
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
お
の
づ
か
ら
」
成
り
ゆ
く
と

い
う
論
理
が
う
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
お
の
づ
か
ら
」
成
り
ゆ
く
と
い
う

自
然
的
生
成
の
論
理
と
は
、
畢
寛
、
無
限
定
な
究
極
的
な
る
も
の
と
の
か
か
わ

り
に
お
け
る
「
お
の
づ
か
ら
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
お
の
づ
か
ら
」
成
り
ゆ
く
と
い
う
神
話
的
な
世
界
観
は
、
次

第
に
「
滅
び
」
を
説
く
「
鉦
禅
厘
の
観
念
に
圧
倒
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
そ
う
し
た
事
態
に
お
い
て
も
、
実
は
、
「
お
の
づ
か
ら
」
と
い
う
思
惟

形
式
が
基
層
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
「
鉦
馨
凹
も
ま
た
無
限

定
な
究
極
的
な
る
も
の
の
「
お
の
づ
か
ら
」
の
あ
り
方
で
あ
り
、
「
無
常
」
で

あ
る
と
は
、
「
お
の
づ
か
ら
」
滅
び
ゆ
く
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
「
無
常
」
は
、
超
克
す
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
「
す
べ
な
し
」
と
随
順
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

逆
に
言
え
ば
「
無
常
」
が
無
限
定
な
究
極
的
な
る
も
の
の
「
お
の
づ
か
ら
」

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
救
済
」
を
も
た
な
い
「
す
べ
な
し
」
と
い
う
受
け
と

め
方
に
お
い
て
も
、
な
お
、
生
き
続
け
る
精
神
的
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
え
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
無
常
」
の
現
実
か
ら
の
解
放
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
浬
樂
」
と
い
う
「
救
済
」
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
「
無
常
」
の
苦
し
み
か

ら
は
解
放
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
悲
嘆
を
残
し
な
が
ら
も
、
一
種
の
心
の
安
定
を

得
て
い
た
状
態
が
「
す
べ
な
し
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

万
葉
歌
人
た
ち
は
、
「
無
常
」
を
超
え
た
境
地
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
「
無

常
」
を
「
無
常
」
の
ま
ま
に
承
つ
め
た
。
『
万
葉
集
』
の
「
無
常
」
は
「
す
べ

な
き
」
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
無
常
」
は
、
「
お
の
づ
か
ら
」
の
こ
と

と
し
て
、
そ
の
背
後
に
無
限
定
な
究
極
的
な
る
も
の
が
見
て
と
ら
れ
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
「
す
べ
な
き
」
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
本
稿
筆
者
は
そ
う
考

え
る
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
万
葉
集
』
、
昭
和
別
ｌ
開
。
以
下
、
『
万
葉

集
』
の
引
用
は
こ
れ
に
従
う
。

（
２
）
こ
の
他
、
中
大
兄
皇
子
の
三
山
歌
（
巻
一
・
一
三
’
一
五
）
な
ど
の

例
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
神
代
の
伝
説
は
過
去
の
事
実
と
さ
れ
、
し

か
も
そ
れ
が
現
在
の
行
為
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
川
口
勝
康
「
鋳
明
御
製
と
国
見
歌
の
源
流
」
『
万
葉
集
を
学
ぶ
１
』

（
有
斐
閣
、
昭
和
馳
）
参
照
。

（
４
）
益
田
勝
実
『
火
山
列
島
の
思
想
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
鮒
）
参
照
。

（
５
）
こ
こ
で
い
う
現
人
神
の
思
想
と
は
後
世
い
わ
れ
る
も
の
と
は
全
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

異
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
背
後
に
究
極
的
な
る
も
の
を
も
つ
も
の
で
あ
る

一
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が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
６
）
丸
山
真
男
「
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
」
『
歴
史
思
想
集
・
日
本
の
思

想
６
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
卿
）
参
照
。

（
７
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
、
昭
和
別
。
以
下
、
『
古
事
記
』

の
引
用
は
こ
れ
に
従
う
。

（
８
）
平
野
仁
啓
『
続
古
代
日
本
人
の
精
神
構
造
』
（
未
来
社
、
昭
和
別
）

（
９
）
久
米
常
民
『
万
葉
集
の
文
学
論
的
研
究
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
妬
）
、

（
蛆
）
相
良
亨
『
日
本
の
思
想
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
１
）
参
照
。
以
下
、

「
お
の
づ
か
ら
」
に
つ
い
て
は
相
良
先
生
か
ら
多
大
の
教
示
を
う
け
た
。

な
お
、
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
中
、
一
書
に
は
、
ま
さ
に
「
自
づ
か

ら
」
と
い
う
話
が
認
め
ら
れ
る
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
院
生
）

参
照
。
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