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胡
　
　
　
潁
　
芝

は
じ
め
に

　
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜
一
九
一
六
）
は
、
明
治
時
代
の
代
表
的
な
小
説
家
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
残
さ
れ
た
二
百
余

首
の
漢
詩
も
評
価
さ
れ
て
お
り

（
1
）

、
多
く
の
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
漱
石
漢
詩
研
究
は
、
主
に
そ
の
題
画
詩
と
隠
逸

思
想
、
ま
た
『
明
暗
』
時
代
の
漢
詩
や
晩
年
の
「
則
天
去
私
（
天
に
則
っ
て
、
私
を
去
る
）
」
思
想
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た

（
2
）

。

　
一
方
、「
神
仙
」
や
「
仙
境
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、
彼
の
小
説
『
草
枕
』、『
虞
美
人
草
』
や
『
三
四
郎

（
3
）

』
に
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
漢
詩
に
も
見
ら
れ
る
の
は
、
注
目
に
値
す
る
。

　
神
仙
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
は
、
中
国
に
お
い
て
「
神
仙
詩
」「
遊
仙
詩
」
と
呼
ば
れ
、
文
人
た
ち
の
理
想
世
界
・
精
神
的
な
避
難
所
と

し
て
の
「
仙
境
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
秀
雄
は
そ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
の
読
書
人
が
夢
見
た
理
想
の
世
界
と
は
、
結
局
、
神
仙
世
界
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
紀
元
前
屈
原
の
「
離
騒
」
に
始

ま
り
、
遥
か
後
代
の
明
・
清
小
説
に
至
る
ま
で
、
仙
界
が
中
国
文
学
の
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
俗
界
の

官
僚
社
会
に
呪
縛
さ
れ
た
彼
等
が
、
唯
一
自
由
に
精
神
を
飛
翔
さ
せ
ら
れ
る
心
の
解
放
の
場
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の

大
い
な
る
発
見
者
と
開
拓
者
は
、
外
な
ら
ぬ
六
朝
士
大
夫
で
あ
っ
た

（
4
）

。

　
漱
石
は
、
中
国
の
士
大
夫
の
よ
う
に
、
詩
の
み
な
ら
ず
、
小
説
に
お
い
て
も
「
仙
境
」
を
理
想
世
界
・
精
神
的
な
避
難
所
と
し
て
描
い
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て
い
る
。
本
稿
で
は
、「
神
仙
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
漱
石
漢
詩
に
お
け
る
神
仙
や
仙
界
の
モ
チ
ー
フ
を
分
析
し
、
さ
ら
に
漱
石
と
同
時

代
の
漢
詩
人
の
遊
仙
・
神
仙
詩
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱
石
文
学
に
お
け
る
精
神
的
な
救
い
と
し
て
の
「
仙
境
」
を
考
察
し
た
い
。

一
、
漱
石
漢
詩
に
お
け
る
「
仙
」

　
漱
石
が
描
い
た
「
仙
境
」
は
、
す
で
に
そ
の
小
説
『
草
枕
』
と
『
虞
美
人
草
』
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
漱
石
の
小
説
に
見
ら
れ
る
仙

境
の
最
大
の
特
色
は
、
仙
境
の
イ
メ
ー
ジ
を
漂
わ
せ
つ
つ
も
実
体
を
備
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仙
境
は
、
①
た
だ
暫

時
の
精
神
的
な
避
難
所
に
す
ぎ
ず
、
②
現
実
世
界
で
の
悩
み
に
対
す
る
解
決
策
を
示
し
た
り
、
主
人
公
を
近
代
化
の
軋
轢
か
ら
完
全
に
解

放
し
て
く
れ
る
場
所
と
は
な
ら
な
い

（
5
）

。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
漱
石
の
漢
詩
に
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
漱
石
漢
詩
の
実

作
に
則
し
て
見
て
み
よ
う
。

23
　「
（
木
屑
錄
よ
り
）
十
四
首
」
其
六
　
　
明
治
二
十
二
年
九
月

脱
却
塵
懷
百
事
閑
　
　
塵
懷
を
脱
却
し
て
　
百
事
閑
な
り

儘
遊
碧
水
白
雲
間
　
　
遊
ぶ
に
儘
す
　
碧
水
白
雲
の
間

仙
郷
自
古
無
文
字
　
　
仙
郷
古
え
よ
り
　
文
字
無
く

不
見
青
編
只
見
山
　
　
青
編
を
見
ず
し
て
　
只
だ
山
を
見
る

（
6
）

　
こ
の
一
首
は
、
俗
念
や
す
べ
て
の
雑
事
を
捨
て
去
り
、
碧
水
白
雲
の
大
自
然
の
中
に
存
分
に
遊
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仙
郷
に
は
昔

か
ら
文
字
な
ど
な
い
た
め
、
私
も
本
な
ど
は
読
ま
ず
に
山
ば
か
り
見
て
い
る
と
あ
る
。

　
一
海
知
義
は
、「
碧
水
」「
白
雲
」
を
「
俗
世
間
か
ら
隔
絶
し
た
境
界
の
象
徴
と
し
て
、
と
も
に
漱
石
の
詩
に
し
ば
し
ば
見
え
る
語
」
と

指
摘
し
、
ま
た
『
荘
子
』
天
地
篇
に
も
「
彼
の
白
雲
に
乗
り
て
帝
郷
に
至
ら
ん
」
が
見
ら
れ
、
こ
の
「
帝
郷
」
は
第
三
句
の
「
仙
郷
」
と

同
義
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
7
）

。
漱
石
は
明
治
二
十
二
年
に
友
人
と
と
も
に
房
総
・
上
総
・
下
総
へ
旅
行
し
、
そ
の
旅
を
紀
行
文
『
木
屑
録
』
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に
記
録
し
た
。
こ
の
詩
は
そ
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
8
）

。
つ
ま
り
、
漱
石
は
①
当
時
遊
ん
で
い
た
碧
水
白
雲
の
大
自
然
を
「
仙
境
」

と
見
な
し
、
②
俗
界
か
ら
離
れ
る
旅
に
よ
っ
て
し
ば
ら
く
精
神
的
に
「
仙
境
」
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
た
、
そ
れ
を
詠
ん
だ
も
の
が
こ
の
詩

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
次
は
明
治
二
十
三
年
に
書
か
れ
た
二
首
の
詩
で
あ
り
、
両
詩
か
ら
は
漱
石
が
自
ら
を
仙
人
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

35
　「
無
題
」　
　
　
　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
八
月
末

仙
人
墮
俗
界
　
　
仙
人
　
俗
界
に
墮
つ
れ
ば

遂
不
免
喜
悲
　
　
遂
に
喜
悲
を
免
れ
ず

啼
血
又
吐
血
　
　
啼
血
　
又
た
吐
血

憔
悴
憐
君
姿
　
　
憔
悴
　
君
が
姿
を
憐
れ
む

漱
石
又
枕
石
　
　
漱
石
　
又
た
枕
石

固
陋
歓
吾
痴
　
　
固
陋
　
吾
が
痴
を
歓
ぶ

君
痾
猶
可
癒
　
　
君
が
痾
　
猶
お
癒
す
可
く

僕
痴
不
可
医
　
　
僕
が
痴
　
医
す
可
か
ら
ず

素
懐
定
沈
鬱
　
　
素
懐
　
定
め
て
沈
鬱
な
ら
ん

愁
緒
乱
如
糸
　
　
愁
緒
　
乱
れ
て
糸
の
如
し

…
中
略
…
　
　
　
…
中
略
…

嗤
者
亦
泯
滅
　
　
嗤
う
者
も
亦
た
泯
滅
す

得
喪
皆
一
時
　
　
得
喪
　
皆
一
時

寄
語
功
名
客
　
　
語
を
寄
す
　
功
名
の
客
に

役
役
欲
何
為
　
　
役
役
　
何
を
か
為
さ
ん
と
欲
す
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最
初
の
対
句
は
、
仙
人
で
あ
り
な
が
ら
も
俗
界
に
堕
ち
た
ら
、
喜
び
と
悲
し
み
か
ら
超
然
た
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
村
宏
は
「
仙
骨
が
あ
り
な
が
ら
も
俗
世
間
で
暮
す
。
陶
淵
明
の
い
う
『
誤
っ
て
塵
網
の
中
に
落
つ
』
で
あ
る
」
と
補

足
し
て
い
る

（
9
）

。
ま
た
、
漱
石
は
自
分
の
頑
固
が
こ
の
世
に
同
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
喜
ん
で
お
り
、
こ
の
性
癖
を
改
め
よ
う
と
も
し
な
い
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
分
に
は
「
仙
骨
」
が
あ
り
、
俗
界
の
人
々
と
は
違
う
と
漱
石
が
主
張
し
て
い
て
も
、
俗
界
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
「
仙
骨
」
は
逆
に
心
の
愁
い
と
鬱
を
生
じ
る
原
因
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
「
利
害
損
得
」
と
「
世
間
の
功
名
心
」
に

対
す
る
執
着
を
戒
め
る
こ
と
も
、
俗
世
界
の
欲
望
へ
の
嫌
悪
を
表
し
て
お
り
、
漱
石
の
「
脱
俗
」
志
向
を
窺
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

47
　「
帰
途
口
號
二
首
」 

其
一
　
　
　
　

明
治
二
十
三
年
九
月

得
閑
廿
日
去
塵
寰
　
　
閑
を
得
て
　
廿
日
　
塵
寰
を
去
り

囊
裡
無
銭
自
識
還
　
　
囊
裡
　
銭
無
な
く
し
て
　
自
ら
還
る
を
識
る

自
称
仙
人
多
俗
累
　
　
自
ら
仙
人
と
称
す
る
も
俗
累
多
く

黄
金
用
尽
出
青
山
　
　
黄
金
　
用
い
尽
く
し
て
　
青
山
を
出
づ

　
暇
を
得
て
二
十
日
間
ほ
ど
俗
世
界
を
離
れ
て
も
、
自
ら
仙
人
と
称
し
て
も
、
わ
ず
ら
わ
し
い
俗
事
が
多
い
し
、
お
金
が
な
く
な
っ
た
ら
、

自
然
と
青
々
と
し
げ
る
山
を
下
り
、
人
間
世
界
に
戻
る
し
か
な
い
。
中
村
は
「
青
山
は
文
字
通
り
青
い
山
で
あ
る
と
共
に
、
俗
塵
を
超
越

し
た
所
の
象
徴
で
も
あ
る

）
10
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
も
ま
た
35
「
無
題
」
の
よ
う
に
、
仙
人
と
自
称
し
て
「
俗
塵
を
超
越
し
た
」
青
山

に
行
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
俗
界
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
（
「
俗
累
」、
金
銭
）
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
詩
に
対
す
る
子
規
の
評
は
「
ひ
や
か
し
気
味
に
『
仙
中
に
俗
有
り
、
仙
未
だ
必
ず
し
も
仙
な
ら
ず
。
漱
石
は
猶
お
是

れ
俗
界
の
人
な
り
矣
。
呵
々
』
と
い
う
。
漱
石
が
子
規
を
功
名
場
裏
の
人
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
お
返
し

）
11
（

」
と
も
あ
る
。

　
続
い
て
以
下
の
四
首
は
、「
仙
境
」
に
救
い
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
求
め
よ
う
も
し
な
い
と
う
た
う
。
ま
ず
は
72
「
失
題
」

か
ら
見
て
み
よ
う
。



七
三

漱
石
漢
詩
と
神
仙
世
界

72
　「
失
題
」　
　
　
　
　
　
明
治
三
十
二
年
四
月

…
前
略
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
前
略
…

古
意
寄
白
雲
　
　
永
懐
撫
朱
絃
　
　
古
意
　
白
雲
に
寄
す
　
　
永
懐
　
朱
絃
を
撫
す

興
尽
何
所
欲
　
　
曲
肱
空
堂
眠
　
　
興
尽
き
て
　
何
の
欲
す
る
所
ぞ
　
　
肱
を
曲
げ
て
　
空
堂
に
眠
る

鼾
声
撼
屋
梁
　
　
炊
粱
颺
黄
烟
　
　
鼾
声
　
屋
梁
を
撼
か
し
　
　
炊
粱
　
黄
烟
を
颺
く

寥
泬
崑
崙
巓
　
　
被
髮
駕
神
飆
　
　
寥
泬
た
り
　
崑
崙
の
巓
　
　
被
髮
　
神
飆
に
駕
す
れ
ば

長
嘯
抱
珠
去
　
　
飲
泣
蛟
龍
淵
　
　
長
嘯
　
珠
を
抱
い
て
去
り
　
　
泣
を
飲
む
　
蛟
龍
の
淵

寤
寐
終
帰
一
　
　
盈
歇
自
後
先
　
　
寤
寐
　
終
に
一
に
帰
し
　
　
盈
歇
　
自
ら
後
先
あ
り

胡
僧
説
頓
漸
　
　
老
子
談
太
玄
　
　
胡
僧
　
頓
漸
を
説
き
　
　
老
子
　
太
玄
を
談
ず

物
命
有
常
理
　
　
紫
府
孰
求
仙
　
　
物
命
　
常
理
有
る
に
　
　
紫
府
　
孰
か
仙
を
求
め
ん

眇
然
無
倚
托
　
　
俛
仰
地
与
天
　
　
眇
然
と
し
て
　
倚
托
無
く
　
　
俛
仰
す
　
地
と
天
と

　
古
意
を
白
雲
に
寄
せ
、
琴
を
撫
し
て
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
世
離
れ
し
た
生
活
を
過
ご
し
、
そ
れ
に
も
飽
き
た
ら
一
睡
の
夢

に
よ
っ
て
仙
境
に
遊
ぼ
う
と
し
た
が
、
結
局
夢
も
現
実
も
同
じ
こ
と
に
帰
着
し
、
盛
衰
は
自
ら
交
替
・
循
環
す
る
。
仏
教
で
は
頓
悟
や
漸

悟
を
説
き
、
老
子
は
太
玄
（
無
為
自
然
の
道
）
を
論
ず
る
。
物
の
命
運
に
は
一
定
の
理
法
が
あ
り
、
天
上
の
仙
人
を
求
め
よ
う
と
し
て
も

仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
は
微
小
な
も
の
で
何
の
よ
り
所
も
な
く
、
天
地
を
俯
仰
し
て
感
慨
に
ひ
た
る
。
こ
こ
は
ま
た
、

俗
世
離
れ
し
た
生
活
を
過
ご
し
て
み
て
も
、
夢
で
仙
境
に
遊
ん
で
み
て
も
、
結
局
人
間
は
、
万
物
の
定
理
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
述
べ
て
お
り
、
運
命
に
対
す
る
無
力
感
を
表
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
炊
粱
　
黄
烟
を
颺
く
」
と
の
一
句
は
、
唐
の
伝
奇
「
枕
中
記
」

に
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
黄
粱
夢
・
邯
鄲
夢
」
に
よ
る
。
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122
　「
閑
居
偶
成
　
似
臨
風
詞
兄
」　
　
　
　
　
　
大
正
三
年

野
水
辞
花
塢
　
　
野
水
　
花
塢
を
辞
し

春
風
入
草
堂
　
　
春
風
　
草
堂
に
入
る

徂
徠
何
澹
淡
　
　
徂
徠
　
何
ぞ
澹
淡
た
る

無
我
是
仙
郷
　
　
無
我
　
是
れ
仙
郷

　
花
咲
く
堤
の
下
を
流
れ
去
る
川
も
、
粗
末
な
わ
が
家
に
入
っ
て
く
る
春
風
も
、
行
き
来
が
あ
っ
さ
り
と
し
て
拘
泥
し
な
い
、
こ
の
よ
う

に
私
心
の
な
い
お
の
れ
を
忘
れ
る
姿
こ
そ
、
ま
さ
に
仙
郷
と
い
う
も
の
だ
。

　
つ
ま
り
、
無
我
の
境
地
に
至
れ
ば
、
わ
が
家
（
俗
界
）
に
い
て
も
「
仙
郷
」
と
同
様
に
精
神
的
な
慰
藉
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
は
幻
想
世

界
で
あ
る
仙
境
の
一
種
の
変
容
だ
と
考
え
ら
れ
、
漱
石
の
現
実
世
界
に
お
い
て
救
い
を
求
め
る
傾
向
が
窺
え
る
。
ま
た
、
佐
古
と
中
村
が

指
摘
し
た
よ
う
に
、
類
似
す
る
概
念
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
無
我
」
を
使
っ
た
の
は
は
じ
め
て
で
あ
る

）
12
（

。

141
　「
無
題
」　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年
八
月
二
十
一
日

尋
仙
未
向
碧
山
行
　
　
仙
を
尋
ぬ
る
も
　
未
だ
碧
山
に
向
か
っ
て
行
か
ず

住
在
人
間
足
道
情
　
　
住
み
て
人
間
に
在
り
て
　
道
情
足
る

明
暗
双
双
三
万
字
　
　
明
暗
双
双
　
三
万
字

撫
摩
石
印
自
由
成
　
　
石
印
を
撫
摩
し
て
　
自
由
に
成
る

　
仙
境
を
求
め
て
い
て
も
ま
だ
深
山
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
な
い
。
深
山
に
入
ら
ず
人
間
に
住
ん
で
い
て
も
、
超
俗
の
心
は
満
ち
足
り
る

と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
詩
は
、
大
正
五
年
八
月
二
十
一
日
付
の
久
米
・
芥
川
宛
書
簡
の
中
に
あ
り
、
漱
石
は
こ
の
頃

午
前
に
は
小
説
『
明
暗
』
を
執
筆
し
て
お
り
、「
大
い
に
俗
了
さ
れ
た
心
持
に
な
る
」
た
め
、
午
後
に
は
漢
詩
作
り
を
日
課
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
脱
俗
の
心
情
を
得
よ
う
と
し
た

）
13
（

と
い
う
。
つ
ま
り
、
漱
石
に
と
っ
て
漢
詩
創
作
は
「
道
情
」
を
心
に
満
た
す
方
法
だ
と
い
う
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
中
村
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
こ
の
詩
の
前
半
が
示
す
よ
う
に
、
漱
石
は
塵
界
に
在
っ
て
内
面
的
な
救
い
を
求
め
た
の
で
あ
っ
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て
、
し
ば
し
ば
詠
ず
る
隠
棲
的
な
詩
句
は
実
生
活
上
よ
り
も
心
理
的
な
超
越
を
求
め
た
も
の

）
14
（

」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仙
境
と
隠
棲
は
「
精

神
的
な
救
い
」
の
シ
ン
ボ
ル
だ
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
ち
ら
側
（
俗
界
）
に
い
な
が
ら
向
う
側
（
仙
境
・
隠
棲
）
の
精
神
的
な
救
い

を
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
二
首
も
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

180
　「
無
題
」　
　
　
　
　
大
正
五
年
十
月
一
日

誰
道
蓬
萊
隔
万
濤
　
　
誰
か
道
う
　
蓬
萊
　
万
濤
を
隔
つ
と

于
今
仙
境
在
春
醪
　
　
今
に
于
て
　
仙
境
　
春
醪
に
在
り

風
吹
靺
鞨
虜
塵
尽
　
　
風
は
靺
鞨
を
吹
い
て
　
虜
塵
　
尽
き

雨
洗
滄
溟
天
日
高
　
　
雨
は
滄
溟
を
洗
い
て
　
天
日
　
高
し

大
岳
無
雲
輝
積
雪
　
　
大
岳
　
雲
無
く
し
て
　
積
雪
に
輝
き

碧
空
有
影
映
紅
桃
　
　
碧
空
　
影
有
り
て
　
紅
桃
に
映
ず

擬
将
好
謔
消
佳
節
　
　
好
謔
を
将
に
　
佳
節
を
消
さ
ん
と
擬
し

直
下
長
竿
釣
巨
鼇
　
　
直
ち
に
長
竿
を
下
し
て
　
巨
鼇
を
釣
る

206
　「
無
題
」　
　
　
　
　
大
正
五
年
十
一
月
十
三
日

自
笑
壺
中
大
夢
人
　
　
自
ら
笑
う
　
壺
中
　
大
夢
の
人

雲
寰
縹
緲
忽
忘
神
　
　
雲
寰
　
縹
緲
と
し
て
　
忽
ち
神
を
忘
る
を

三
竿
旭
日
紅
桃
峽
　
　
三
竿
の
旭
日
　
紅
桃
の
峽

一
丈
珊
瑚
碧
海
春
　
　
一
丈
の
珊
瑚
　
碧
海
の
春

鶴
上
晴
空
仙
翮
静
　
　
鶴
は
晴
空
に
上
り
て
　
仙
翮
静
か
に

風
吹
霊
草
薬
根
新
　
　
風
は
霊
草
を
吹
い
て
　
薬
根
新
た
な
り
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長
生
未
向
蓬
萊
去
　
　
長
生
　
未
だ
蓬
萊
に
向
か
っ
て
去
か
ず

不
老
只
当
養
一
真
　
　
不
老
　
只
だ
当
に
一
真
を
養
う
べ
し

　
180
詩
は
、
神
仙
の
住
む
蓬
莱
山
は
遥
か
な
波
の
彼
方
に
あ
る
と
誰
が
い
う
か
、
仙
境
は
今
醸
し
た
て
た
春
の
酒
の
中
に
も
あ
る
と
あ
り
、

206
詩
は
、
不
老
長
生
を
求
め
る
に
は
、
蓬
莱
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
心
の
中
に
真
を
養
う
こ
と
だ
と
い
う
。
な
お
、「
養
真
」
と
い
う

語
は
、「
天
か
ら
授
か
っ
た
本
真
の
性
を
大
切
に
そ
だ
て
る
こ
と
を
い
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
曹
植
も
陶
淵
明
も
俗
世
を
離
れ
た
生

活
と
関
わ
っ
て
用
い
て
い
る

）
15
（

。
こ
こ
で
も
ま
た
向
う
側
（
蓬
萊
＝
仙
境
）
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
側
に
お
い
て
「
長
生
＝
救
い
」
を
求
め
よ

う
と
説
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
漱
石
漢
詩
に
お
い
て
、
碧
水
白
雲
の
大
自
然
を
仙
境
と
同
一
視
す
る
傾
向
は
あ
る
が
、
た
と
え
仙
人
を
自
称

し
て
も
、
塵
俗
を
超
越
し
た
よ
う
な
青
山
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
は
俗
界
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。
ま
た

漱
石
は
、「
仙
境
」
に
救
い
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
求
め
よ
う
と
も
し
な
い
と
う
た
い
、
一
方
、
俗
界
に
あ
っ
て
も
「
仙
郷
」

＝
精
神
的
な
慰
藉
は
求
め
う
る
と
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漱
石
漢
詩
に
お
け
る
仙
境
あ
る
い
は
神
仙
に
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
は
、
漱

石
に
と
っ
て
一
種
の
精
神
的
な
救
い
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
彼
の
脱
俗
の
願
望
を
託
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
幕
末
・
明
治
期
の
遊
仙
詩
・
神
仙
詩
と
漱
石
漢
詩

　
こ
こ
ま
で
は
、
漱
石
漢
詩
に
お
け
る
「
神
仙
」
の
モ
チ
ー
フ
を
考
察
し
て
き
た
。
本
節
は
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、「
神
仙
」

を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
詠
じ
ら
れ
た
作
品
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
漱
石
漢
詩
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱
石
の
「
神
仙
詩
」「
遊
仙
詩
」

の
特
色
を
論
じ
て
み
た
い
。

　
日
本
に
お
い
て
も
、
上
代
か
ら
「
神
仙
」
に
関
連
す
る
言
葉
を
用
い
、
仙
境
へ
遊
ぶ
こ
と
を
詠
う
詩
が
多
く
詠
わ
れ
た
。
漱
石
の
生
き

た
幕
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
も
、「
神
仙
詩
」「
遊
仙
詩
」
に
関
心
を
持
つ
詩
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
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た
と
え
ば
、
鱸
松
塘
（
一
八
二
三
〜
一
八
九
八
）
の
「
空
中
」
に
「
危
楼
百
尺
倚
高
寒
、
孤
月
當
天
清
夜
闌
。
聴
得
空
中
声
忽
落
、
仙

人
吹
笛
過
欄
干
（
危
楼
百
尺
高
寒
に
倚
り
、
孤
月
天
に
当
っ
て
清
夜
闌
け
た
り
。
聴
き
得
た
り
空
中
よ
り
声
の
忽
ち
落
つ
る
を
、
仙
人
笛

を
吹
い
て
欄
干
を
過
ぐ
）
」
と
あ
り
、
高
楼
を
仙
人
に
出
会
う
場
所
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
蓼
處
（
一
八
三
三
〜
一
八
七
八
）

の
「
題
風
船
図
」
に
は
、「
見
得
謫
仙
詩
句
是
、
孤
帆
眞
個
日
辺
来
…
…
自
今
縱
使
夢
游
仙
、
不
駕
尋
常
鸞
鳳
背
（
見
得
た
り
謫
仙
の
詩

句
の
是
な
る
を
、
孤
帆
は
真
個
に
日
辺
よ
り
来
た
る
…
…
自
今
た
と
い
游
仙
を
夢
み
し
む
る
も
、
駕
せ
ず
尋
常
の
鸞
鳳
の
背
）
」
と
あ
り
、

仙
境
に
行
く
に
は
神
鳥
の
鸞
鳳
に
乗
る
で
は
な
く
、
西
洋
人
の
軽
気
球
で
行
く
べ
き
だ
と
異
色
あ
る
漢
詩
が
作
ら
れ
て
い
る

）
16
（

。

　
し
か
し
、
明
治
漢
詩
壇
と
い
え
ば
、
そ
の
主
流
を
形
成
し
た
森
春
濤
・
槐
南
父
子
を
略
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
合
山
林
太
郎
は
、
幕
末
・

明
治
初
期
の
遊
仙
詩
の
制
作
状
況
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
合
山
は
、
当
時
、
遊
仙
詩
と
神
仙
詩
だ
け
で
は
な
く
、
遊
興
・
詠
物

の
詩
な
ど
に
お
い
て
も
神
仙
に
関
わ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
常
套
手
段
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
表
現
を
も
っ
と
も
積
極
的
に
取

り
上
げ
、
一
家
を
成
し
た
の
は
、
森
春
濤
（
一
八
一
九
〜
一
八
八
九
）
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
春
濤
の
「
游
仙
集
唐

三
首
」
は
曹
唐
、
李
商
隠
、
白
居
易
ら
中
晩
唐
の
詩
人
が
仙
境
を
詠
じ
た
詩
句
を
集
め
、
三
首
の
集
句
詩
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
「
小
游
仙
詩
效
曹
唐
」
詩
は
亡
児
が
神
仙
世
界
の
詩
人
と
し
て
活
躍
す
る
と
詠
じ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
楚
辞
』
に
由
来
す
る

表
現
を
積
極
的
に
詩
に
用
い
て
、
た
と
え
ば
「
湘
夫
人
」
か
ら
発
想
を
得
て
、
女
神
の
湘
君
を
詠
じ
た
詩
も
い
く
つ
か
あ
り
、
遊
女
を
仙

女
に
喩
え
る
詩
も
見
ら
れ
る

）
17
（

と
述
べ
て
い
る
。
以
下
、
春
濤
の
二
首

）
18
（

の
「
神
仙
詩
」「
遊
仙
詩
」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
①
　「
哭
児
真
」
其
一
　
　
　
　
　
　
森
春
濤

天
風
一
道
歩
虚
声
　
　
天
風
　
一
道
　
歩
虚
の
声

鏡
大
春
蟾
空
裏
明
　
　
鏡
大
の
春
蟾
　
空
裏
に
明
か
に

好
去
碧
桃
花
発
処
　
　
好
し
去
れ
　
碧
桃
　
花
発
く
処

定
応
逢
我
許
飛
瓊
　
　
定
め
て
応
に
我
に
逢
ふ
べ
し
　
許
飛
瓊
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②
　「
小
游
仙
詩
效
曹
唐
」
其
一
　
　
　
　
　
　

森
春
濤

玉
皇
御
在
鳳
凰
台
　
　
玉
皇
　
御
在
す
　
鳳
凰
の
台

九
醞
流
霞
賜
一
杯
　
　
九
醞
　
流
霞
　
一
杯
を
賜
ふ

不
分
劉
安
多
眷
属
　
　
分
か
た
ず
　
劉
安
　
眷
属
の
多
き
を

頑
鶏
犬
亦
躡
雲
来
　
　
頑
た
る
鶏
犬
も
亦
た
雲
を
躡
み
て
来
る

　
春
濤
の
遊
仙
詩
と
神
仙
詩
に
は
、
典
故
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
①
人
界
に
密
か
に
遊
び
に
行
っ
た
西
王
母
の
侍
女
で
あ
る
許

飛
瓊
、
②
後
漢
『
論
衡
』
に
お
い
て
登
仙
し
た
淮
南
王
劉
安
の
典
故
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。

　
ま
た
、
仙
境
の
風
景
や
仙
人
の
行
動
に
対
す
る
描
写
も
見
ら
れ
る
。
①
の
「
歩
虚
の
声
」
は
、
仙
人
が
空
中
を
歩
む
足
音
で
あ
り
、
な

お
「
碧
桃
」
は
西
王
母
が
漢
の
武
帝
に
与
え
て
い
た
と
言
わ
れ
る
神
仙
世
界
の
桃
で
あ
り
、
最
後
の
一
句
に
見
え
る
西
王
母
の
侍
女
許
飛

瓊
の
登
場
に
繋
い
で
い
る
。
②
の
「
九
醞
流
霞
」
は
重
ね
て
醸
さ
れ
た
美
酒
で
あ
る
流
霞
酒
（
仙
人
が
飲
む
と
言
わ
れ
る
酒
）
の
こ
と
。

天
帝
で
あ
る
「
玉
皇
」
が
上
等
の
流
霞
酒
を
振
る
舞
う
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
仙
境
の
楽
し
げ
な
雰
囲
気
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
以
下
の
森
槐
南
（
一
八
六
三
〜
一
九
一
一
）
の
「
反
遊
仙
」
詩
に
は
、
そ
の
テ
ー
マ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
仙
界
も
安
逸
の
地

と
し
て
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、「
天
界
に
も
人
界
と
同
様
に
別
離
や
困
難
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

）
19
（

。
こ
こ
に
も
ま
た
、
春
濤
の
詩
と
同

じ
く
典
故
（
女
媧
）
を
用
い
ら
れ
る
が
、
仙
境
は
美
し
い
が
も
の
寂
し
い
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

「
反
遊
仙
」
其
一
　
　
　
　
　
　

森
槐
南

紅
牆
秋
徹
媧
皇
笙
　
　
　
　
　
　
　
紅
牆
　
秋
は
徹
す
　
媧
皇
の
笙

絳
雨
啼
石
天
吞
声
　
　
　
　
　
　
　
絳
雨
　
石
を
啼
か
し
め
　
天
　
声
を
吞
む

仙
之
人
兮
夢
亦
幻
　
　
　
　
　
　
　
仙
の
人
か
　
夢
も
亦
た
幻
な
り

蕙
佩
乍
砕
叢
鈴
鳴
　
　
　
　
　
　
　
蕙
佩
　
乍
ち
砕
け
　
叢
鈴
　
鳴
る

銀
河
無
影
渺
烏
鵲
　
　
　
　
　
　
　
銀
河
　
影
無
く
　
烏
鵲
　
渺
た
り
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参
商
空
隔
澹
雲
碧
　
　
　
　
　
　
　
参
商
　
空
し
く
隔
た
り
　
澹
雲
　
碧
た
り

露
凝
珠
樹
警
花
魂
　
　
　
　
　
　
　
露
は
珠
樹
に
凝
り
て
　
花
魂
を
警
か
せ

霜
裹
星
衣
蘇
月
魄
　
　
　
　
　
　
　
霜
は
星
衣
を
裹
み
　
月
魄
を
蘇
ら
す

嗚
呼
人
天
何
処
無
別
離
　
　
　
　
　
嗚
呼
　
人
天
　
何
れ
の
処
に
か
　
別
離
　
無
か
ら
ん

仙
家
亦
賦
長
相
思
　
　
　
　
　
　
　
仙
家
　
亦
賦
す
　
長
相
思

君
不
見
媧
皇
補
恨
天
無
迹
　
　
　
　
君
見
ず
や
　
媧
皇
　
恨
を
補
す
る
も
　
天
に
迹
無
し

誰
知
裂
作
望
夫
石
　
　
　
　
　
　
　
誰
か
知
ら
ん
　
裂
け
て
望
夫
石
と
作
る
を

）
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さ
て
、
漱
石
漢
詩
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、「
実
体
の
な
い
」
遊
仙
詩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
仙
世
界
を
連
想
さ
せ

る
表
現
を
し
た
り
、
ま
た
「
仙
境
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
仙
境
の
風
景
や
仙
人
の
生
活
な
ど
に
つ
い
て
は
詳
し

く
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
れ
は
、
ま
ず
、
遊
仙
詩
と
神
仙
詩
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
山
奥
＝
仙
境
」、
つ
ま
り
山
々
が
脱
俗
の
場
所
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

神
仙
境
と
し
て
も
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
引
し
た
23
詩
と
47
詩
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
漱
石
漢
詩
に
は
、
伝
説
の
仙
山
で
あ
る
崑
崙
山
、
三
神
山
の
瀛
洲
と
蓬
莱
が
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
72
詩
の

「
被
髮
　
神
飆
に
駕
す
れ
ば
、
寥
泬
た
り
　
崑
崙
の
巓
」
や
180
と
206
詩
の
「
蓬
莱
」
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
漱
石
漢
詩
に
お
い
て
仙
丹
・
仙
薬
の
モ
チ
ー
フ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
表
現
の
み
が
断
片
的
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
漱
石
晩
年
の
206
詩
に
は
「
三
竿
の
旭
日
　
紅
桃
の
峽
、
一
丈
の
珊
瑚
　
碧
海
の
春
。
鶴
は
晴
空
に
上

り
て
　
仙
翮
静
か
に
、
風
は
霊
草
を
吹
い
て
　
薬
根
新
た
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
次
の
句
の
「
蓬
莱
」
を
喚
起
さ
せ
る
風
景
描
写
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
結
局
最
後
に
「
蓬
莱
に
向
か
っ
て
行
か
ず
」
と
い
う
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
初
期
の
漢
詩
と
し
て
、「
錬
丹
」
に
言

及
し
て
い
る
詩
も
あ
る
。
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62
　「
丙
申
五
月
　
恕
卿
所
居
　
庭
前
生
靈
芝
　
恕
卿
因
徵
余
詩 

明
治
二
十
九
年
十
一
月
十
五
日
　
　

　

余
辭
以
不
文
　
恕
卿
不
聽
　
賦
以
為
贈
　
恕
卿
者
片
嶺
氏
　
余
僚
友
也
　
五
首
」
其
四

茯
苓
今
懶
採
　 

茯
苓
　
今
　
採
る
に
懶
く

石
鼎
那
烹
丹
　 

石
鼎
　
那
ぞ
丹
を
烹
ん
や

日
對
霊
芝
坐
　 

日
に
霊
芝
に
対
し
て
坐
せ
ば

道
心
千
古
寒
　 

道
心
　
千
古
に
寒
し

　
こ
の
一
首
は
、
茯
苓
を
採
り
、
丹
を
煮
て
仙
人
に
な
ろ
う
と
す
る
気
は
な
い
が
、
日
々
霊
芝
に
向
か
っ
て
坐
っ
て
い
れ
ば
、
千
古
の
道

心
に
触
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
も
ま
た
「
茯
苓
」
を
「
採
」
る
こ
と
も
「
烹
丹
」
も
否
定
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
霊
芝
」
も
仙
薬
で
あ

る
た
め
、
日
々
む
か
っ
て
座
れ
ば
悟
道
・
求
道
と
い
う
超
俗
の
心
が
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
。

　
こ
う
し
て
、
漱
石
の
漢
詩
は
、
伝
統
的
な
遊
仙
詩
の
要
素
を
取
り
上
げ
て
山
中
の
仙
境
に
見
立
て
た
り
、
伝
説
の
仙
山
や
練
丹
術
に
関

わ
る
言
葉
と
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
仙
境
の
風
景
や
仙
人
の
生
活
を
詳
し
く
描
写
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
仙
境
の
象
徴
で
あ
る
表
現

を
断
片
的
に
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
仙
境
が
「
実
体
の
な
い
」
よ
う
に
、
そ
の
要
素
だ
け
が
詩
の
中
に
鏤

め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
一
方
、
幕
末
・
明
治
期
の
漢
詩
人
の
作
品
は
、
た
と
え
ば
森
春
濤
の
遊
仙
詩
「
小
游
仙
詩
效
曹
唐
」
で
は
仙
境
を
亡
児
に
と
っ
て
安
住

の
地
と
し
て
描
き
、
ま
た
森
槐
南
の
「
反
遊
仙
」
詩
で
は
、
仙
境
が
塵
界
と
同
じ
く
別
離
と
困
難
が
存
す
る
安
住
の
地
な
ら
ざ
る
世
界
と

し
て
描
か
れ
て
お
り
、
仙
境
に
対
す
る
見
方
が
は
っ
き
り
と
対
照
的
で
は
あ
る
が
、
詩
の
な
か
に
仙
境
が
美
し
く
色
彩
豊
か
に
描
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
同
様
に
見
出
せ
る

）
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。
つ
ま
り
、
映
画
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
に
、
空
想
世
界
で
あ
る
仙
境
の
人
物
や
風

景
を
読
者
の
目
の
前
に
現
出
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
ら
は
典
故
を
借
り
て
、
ま
た
は
過
去
の
詩
人
の
表
現
を
継
承
し
、
仙
境
に
つ
い
て
細
か

く
華
や
か
に
描
写
し
て
い
る
。

　
仙
境
は
空
想
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
詩
人
た
ち
は
そ
れ
を
描
く
と
き
は
、
参
考
と
な
る
モ
デ
ル
を
必
要
と
す
る
。
た
と
え
ば
仙
境
に
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関
わ
る
典
故
や
民
間
伝
説
、
過
去
の
詩
人
の
遊
仙
詩
と
神
仙
詩
か
ら
表
現
や
描
写
を
選
び
出
し
、
自
分
の
詩
に
使
う
。

　
も
し
仙
境
が
詩
人
の
理
想
郷
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
作
品
に
描
か
れ
た
仙
境
の
風
景
や
仙
人
の
生
活
は
、
少
な
く
と
も
詩
人
の
理
想
生
活

に
相
当
す
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石
詩
に
お
い
て
は
、
仙
境
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
漱
石
に
と
っ
て

模
倣
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
仙
境
の
モ
デ
ル
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
前
人
の
詩
に
描
か
れ
た
仙
境
は
、
漱
石

の
思
う
理
想
生
活
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
漱
石
に
と
っ
て
、
精
神
世
界
に
理
想
郷
を
求
め
る
と
き
、
身
に
つ
い
た
伝
統
文
化
の
影
響
か
ら
、
中
国
文
学
の
な
か
に
し
ば
し

ば
描
か
れ
て
き
た
神
仙
境
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
に
近
代
化
に
進
ん
で
い
る
明
治
日
本
に
生

き
て
い
た
と
言
っ
て
も
、
系
統
的
な
漢
学
教
育
を
受
け
た
伝
統
的
な
漢
詩
人
で
あ
る
森
春
濤
と
森
槐
南
は
、
仙
境
の
存
在
を
信
じ
る
か
ど

う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
感
情
を
託
す
対
象
と
し
て
、
仙
境
を
詩
に
取
り
上
げ
、
豊
か
に
表
現
し
詠
じ
る
こ
と
に
対
し
て
、
あ
ま
り

抵
抗
感
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
英
文
学
者
か
つ
海
外
留
学
経
験
者
で
あ
る
漱
石
は
、
西
洋
と
東
洋
的
な
教
養
も

身
に
つ
い
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
当
時
の
現
実
世
界
は
い
か
に
住
み
に
く
い
と
考
え
て
い
て
も
、
伝
統
的
な
仙
境
は
そ
の
代
わ
り
に
は
な

り
え
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
漱
石
は
そ
の
詩
に
お
い
て
、「
仙
境
」
に
救
い
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
求
め
よ
う
も
し
な
い
と
う
た
い
、
俗
界
に

い
て
も
「
仙
郷
」
＝
精
神
的
な
慰
藉
が
求
め
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
現
実
世
界
の
悩
み
や
問
題
を
直
面
す
る
と
き
、
東
洋
伝
統
に
慰

藉
を
求
め
る
と
し
て
も
、
西
欧
知
識
の
豊
か
な
近
代
人
と
し
て
の
漱
石
は
、
や
は
り
現
実
世
界
で
し
か
答
え
を
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
姿

勢
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
回
路
は
、
前
述
し
た
72
、
122
、
141
と
206
詩
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
漱
石
が
小
説
の
な
か
で
近
代
人

の
孤
独
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
追
究
し
続
け
る
理
由
だ
と
思
う
。

　
ち
な
み
に
、
漱
石
漢
詩
に
見
ら
れ
る
神
仙
世
界
に
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
描
き
方
の
曖
昧
さ
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
彼
の
脱
俗
願
望
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
ち
ら
側
に
住
む
彼
に
と
っ
て
、
仙
境
は
実
際
の
救
済
の
場
で
は
な
く
、
た

だ
「
空
想
的
な
向
う
側
＝
精
神
的
な
一
時
の
救
い
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
小
説
に
お
い
て
も
一
貫
し
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め
ら
れ
る
。

　『
草
枕
』
の
構
成
と
女
主
人
公
那
美
さ
ん
も
、
漢
文
学
に
お
け
る
神
仙
譚
に
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
小
説
に
は
は
っ
き
り

と
神
仙
譚
だ
と
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
暗
示
が
残
さ
れ
て
い
る
。『
虞
美
人
草
』
に
も
、「
縹
緲
」
と
の
表
現
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
、
主
人
公
甲
野
の
憧
れ
る
世
界
が
仙
境
で
あ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
、
小
説
に
表
さ
れ
て
い
る
仙

境
は
、
た
だ
仙
境
の
イ
メ
ー
ジ
を
漂
わ
せ
つ
つ
も
実
体
を
備
え
な
い
の
で
あ
る

）
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。
ち
な
み
に
、『
草
枕
』
の
舞
台
で
あ
る
温
泉
郷
「
那
古
井
」

は
、
漱
石
の
小
説
に
お
い
て
唯
一
の
架
空
の
地
名
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
と
思
う
。
こ
う
し
て
見
れ
ば
、
漱
石
の
漢
詩
も
ま
た
、
彼
の

小
説
に
お
け
る
仙
境
と
同
じ
よ
う
に
、「
実
体
を
備
え
な
い
」
と
い
う
特
徴
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
漱
石
の
小
説
と
漢
詩
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
描
き
方
に
よ
っ
て
、
と
も
に
仙
境
の
虚
し
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

む
す
び

　
以
上
、
漱
石
漢
詩
に
お
け
る
「
仙
」
の
モ
チ
ー
フ
を
分
析
し
て
み
た
。
漱
石
の
漢
詩
は
、
そ
の
小
説
に
現
れ
る
「
実
体
を
備
え
な
い
仙

境
」
と
一
致
し
、
そ
れ
は
、
①
た
だ
暫
時
の
精
神
的
な
避
難
所
に
す
ぎ
ず
、
②
現
実
世
界
で
の
悩
み
に
対
す
る
解
決
策
を
示
し
た
り
、
主

人
公
を
近
代
化
の
軋
轢
か
ら
完
全
に
解
放
し
て
く
れ
る
場
所
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
漱
石
漢
詩
に
は
神
仙
世
界
の
要
素
が
見
ら
れ
、
仙
境
は
理
想
の
世
界
・
精
神
的
な
避
難
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
彼
は
中
国
の
道
士
や
隠
士
の
よ
う
に
仙
丹
・
仙
薬
を
練
り
上
げ
た
り
、
山
中
に
修
行
し
た
り
、
仙
界
（
向
う
側
）
に
向
か
っ
た
り
し

た
訳
で
は
な
い
。「
仙
境
」
の
モ
チ
ー
フ
は
結
局
、
脱
俗
願
望
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
漱
石
の
漢
詩
と
小
説
に
用
い
ら
れ
、
あ
く
ま
で
も
一

時
精
神
的
に
俗
世
を
忘
れ
さ
せ
る
東
洋
的
な
空
想
世
界
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
小
説
に
お
け
る
仙
境
は
「
実
体
の
な
い
」
と
い
う
特
徴
を
持
っ

て
い
る
が
、
漢
詩
に
描
か
れ
る
仙
境
も
ま
た
、「
向
う
側
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
仙
境
の
風
景
と
仙
人
の
生
活
に
関

す
る
描
写
に
は
、
ほ
と
ん
ど
筆
が
費
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
彼
の
内
面
世
界
に
お
け
る
「
東
洋
と
西
洋
の
衝
突
」
を
表
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し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
代
化
に
歩
み
を
進
め
て
お
り
、
西
洋
文
化
や
思
想
を
貪
欲
に
探
究
し
て
吸
収
し
て
い
る
明
治
日
本
の

人
々
―
も
ち
ろ
ん
漱
石
も
そ
の
一
員
で
あ
る
―
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
東
洋
的
な
理
想
郷
は
あ
く
ま
で
も
た
ど
り
着
き
得
な
い
「
向
う

側
」
に
過
ぎ
ず
、
現
実
世
界
（
こ
ち
ら
側
）
で
の
悩
み
の
解
決
策
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
漢
学
素
養
の
高
い
江
戸
っ
子
、
か
つ

イ
ギ
リ
ス
留
学
経
験
の
あ
る
英
文
学
者
の
漱
石
が
、
幻
想
的
な
仙
境
を
追
求
し
な
か
っ
た
一
つ
の
理
由
だ
と
思
う
。
漱
石
は
東
洋
伝
統
で

あ
る
「
仙
境
」
に
よ
っ
て
慰
藉
を
得
た
と
し
て
も
、
明
治
日
本
に
生
き
て
い
る
知
識
人
と
し
て
、
や
は
り
現
実
世
界
の
問
題
は
現
実
世
界

に
し
か
答
え
を
追
求
で
き
な
い
と
覚
悟
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
漱
石
は
漢
詩
に
お
い
て
「
隠
棲
」
と
「
仙
境
」
を
し
ば
し
ば
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
脱
俗
願
望
を
表
出
し
て
い
る
。
文
部
省
か
ら
の
文
學

博
士
号
の
授
与
を
拒
む
こ
と
も
彼
の
反
権
威
主
義
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
講
演
、
小
説
創
作
や
弟
子
た
ち
と
開
く
「
木
曜
会
」

な
ど
の
社
会
活
動
を
頻
繫
に
行
っ
て
お
り
、
決
し
て
俗
世
か
ら
完
全
に
離
れ
て
山
林
に
隠
棲
し
よ
う
と
す
る
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
権
威

へ
の
反
発
と
脱
俗
へ
の
願
望
を
持
ち
な
が
ら
も
人
間
世
界
に
あ
っ
て
活
動
し
続
け
る
の
は
、
む
し
ろ
明
治
日
本
の
知
識
人
と
し
て
の
漱
石

が
選
ん
だ
生
き
方
で
あ
り
、
近
代
化
の
軋
轢
の
中
に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

注
（
１
）　
吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
頁
。

　「
第
二
は
、
そ
の
詩
が
、
日
本
人
の
作
っ
た
漢
語
の
詩
と
し
て
、
す
ぐ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
歩
を
進
め
て
い
う
な
ら
ば
、
日
本
人
の
漢
語

の
詩
と
し
て
、
め
ず
ら
し
く
す
ぐ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」

（
２
）　
た
と
え
ば
、范
淑
文
『
文
人
の
系
譜
―
王
維
〜
田
能
村
竹
田
〜
夏
目
漱
石
』（
三
和
書
籍
、二
〇
一
二
年
）、田
中
邦
夫
『
漱
石
「
明
暗
」
の
漢
詩
』

（
翰
林
書
房
、二
〇
一
〇
年
）、安
部
成
得「
漱
石
漢
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
則
天
去
私
に
つ
い
て
」『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
　
国
語
国
文
学
』第
十
号（
帝

京
大
学
文
学
部
、
一
九
七
八
年
十
月
一
日
）、
佐
古
純
一
郎
「
漢
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
漱
石
の
『
道
』
に
つ
い
て
」『
東
洋
学
研
究
所
集
刊
』
第
１
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四

お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
　
第
三
十
九
号

集
（
二
松
学
舎
大
学
東
洋
学
研
究
所
、
一
九
七
一
年
三
月
一
日
）、
黒
田
真
美
子
「
夏
目
漱
石
の
中
国
文
学
受
容
―
南
画
趣
味
時
代
の
漢
詩
を
中

心
と
し
て
―
」〈
上
篇
〉〈
下
篇
〉『
日
本
文
学
誌
要
』
第
九
十
五
号
・
第
九
十
六
号
（
法
政
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
一
七
年
三
月
・
二
〇
一
七
年

七
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）　
胡
潁
芝
「
漱
石
文
学
に
お
け
る
「
縹
緲
」
―
『
虞
美
人
草
』
の
「
縹
緲
の
あ
な
た
」
あ
る
い
は
仙
境
と
し
て
の
『
草
枕
』
に
つ
い
て
」『
人

間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
二
十
一
巻
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
九
年
）。
ま
た
、
王
小
林
「
漱
石
・

魯
迅
・
桃
源
郷
」『
日
中
比
較
神
話
学
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
４
）　
金
秀
雄
『
中
国
神
仙
詩
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
五
六
頁
。

（
５
）　
同
前
注
（
３
）
拙
論
。
四
九
頁
。

（
６
）　
漱
石
漢
詩
の
番
号
、
原
文
と
書
き
下
し
文
は
す
べ
て
一
海
知
義
注
『
漱
石
全
集
　
第
十
八
巻
　
漢
詩
文
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
に

よ
る
。

（
７
）　
同
前
書
。
一
二
六
頁
。

（
８
）　
佐
古
純
一
郎
『
漱
石
詩
集
全
釈
』（
二
松
学
舎
大
学
出
版
部
、
一
九
八
三
年
）
三
四
頁
。

（
９
）　
中
村
宏
『
漱
石
漢
詩
の
世
界
』（
第
一
書
房
、
一
九
八
三
年
）
五
五
頁
。

（
10
）　
同
前
書
。
七
三
頁
。

（
11
）　
同
前
。

（
12
）　
佐
古
純
一
郎
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
同
前
注(
８
）
書
。
一
五
九
〜
一
六
〇
頁
。

　「
こ
の
詩
に
至
っ
て
は
じ
め
て
〈
無
我
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
点
注
目
す
べ
き
詩
で
あ
り
、
晩
年
の
漢
詩
に
み
ら
れ
る
詩
境
を
内
包
し
て
い
る
。」

　
ま
た
、
中
村
宏
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
同
前
注(

９
）
書
。
一
九
八
〜
一
九
九
頁
。

　「
無
我
は
執
わ
れ
の
な
い
心
、
無
心
、
無
私
。
無
我
に
な
り
き
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
が
塵
埃
を
離
れ
た
仙
郷
、
理
想
郷
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
類
似
の
理
念
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
詩
に
見
ら
れ
る
が
、
無
我
の
語
を
用
い
た
の
は
始
め
で
あ
る
。」
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五

漱
石
漢
詩
と
神
仙
世
界

（
13
）　
同
前
注
（
８
）
書
。
一
七
九
〜
一
八
〇
頁
。

（
14
）　
同
前
注
（
９
）
書
。
二
二
七
頁
。

（
15
）　
同
前
注
（
６
）
書
。
四
七
三
頁
。

　「
不
老
の
句
　
不
老
長
生
の
た
め
に
は
、た
だ
ひ
と
つ
の
真
実
を
養
い
そ
だ
て
る
べ
き
で
あ
る
。「
養
真
」
と
い
う
語
、た
と
え
ば
魏
の
曹
植
の
「
弁

問
」
に
、「
君
子
隠
居
し
て
真
を
養
う
な
り
」、
ま
た
陶
淵
明
の
詩
「
辛
丑
の
歳
七
月
云
々
」
に
、「
真
を
養
う
衡
茅
の
下
」
な
ど
と
見
え
、
天
か

ら
授
か
っ
た
本
真
の
性
を
大
切
に
そ
だ
て
る
こ
と
を
い
う
。」

（
16
）　
鱸
松
塘
詩
と
鈴
木
蓼
處
詩
の
原
文
と
書
き
下
し
文
は
原
田
憲
雄
訳
『
日
本
漢
詩
選
』（
人
文
書
院
。
一
九
七
四
年
）
に
よ
る
。

（
17
）　
合
山
林
太
郎「
幕
末
・
明
治
初
期
の
遊
仙
詩
―
森
春
濤
と
そ
の
周
辺
」、同
氏
著『
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
文
の
研
究
』（
和
泉
書
院
。

二
〇
一
四
年
）
所
収
。

（
18
）　
原
文
は
、『
春
濤
詩
鈔
』（
巻
八
）
富
士
川
英
郎
・
松
下
忠
・
佐
野
正
巳
編
『
詩
集
日
本
漢
詩
　
第
十
九
巻
』（
汲
古
書
院
。
一
九
八
九
年
）、「
哭

児
真
」
詩
の
書
き
下
し
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
明
治
篇
２
　
漢
詩
文
集
』（
岩
波
書
店
。
二
〇
〇
四
年
）、「
小
游
仙
詩
效
曹
唐
」
詩
の

書
き
下
し
文
は
前
注
（
17
）
合
山
林
太
郎
書
に
よ
る
。

（
19
）　
同
前
注
（
17
）
の
論
文
。

（
20
）　
原
文
は
、『
槐
南
集
』（
巻
一
）
富
士
川
英
郎
・
松
下
忠
・
佐
野
正
巳
編
『
詩
集
日
本
漢
詩
　
第
二
〇
巻
』（
汲
古
書
院
。
一
九
九
〇
年
）、

書
き
下
し
文
は
前
注
（
17
）
合
山
林
太
郎
書
に
よ
る
。

（
21
）　
詳
し
く
は
注
（
17
）
の
論
文
参
照
。

（
22
）　
詳
し
く
は
前
注
（
３
）
拙
論
、
ま
た
拙
論
「『
草
枕
』
と
遊
仙
文
学
」『
第
三
十
七
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』（
人
間
文
化
研
究

機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
一
四
年
三
月
三
十
一
日)

参
照
。


