
神
と
自
然

│
│
自
然
を
め
ぐ
る
東
洋
と
西
洋
の
問
題
│
│

小

畑
　
　
　
　
進

第
一
章
　
鈴
木
大
拙
の
キ
リ
ス
ト
教
評

盧
　
千
代
女
の
〝
朝
顔
〞
論

盪
〝
朝
顔
に
〞
か
ら
〝
朝
顔
や
〞
へ

蘯
　
千
代
女
と
テ
ニ
ス
ン

盻
　
植
村
正
久
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

第
二
章
　
友
な
る
自
然
・
敵
な
る
自
然

盧
　
敵
対
力
か
友
人
伴
侶
か

盪
　
つ
く
ら
れ
た
る
も
の
た
ち

蘯
　
共
に
う
め
き
共
に
望
む

盻
　
造
化
に
し
た
が
い
〈
芭
蕉
〉

眈
　
日
は
上
り
、
日
は
沈
み

眇
　
空
の
鳥
・
野
の
百
合
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第
三
章
　
人
格
神
の
恵
み
の
世
界

盧
「
日
々
是
好
日
」
観

盪
〝
お
か
げ
さ
ま
で
〞
考

蘯
〝
釣
瓶
と
ら
せ
て
〞
の
境
地

盻
　
フ
ラ
ン
シ
ス
の
賛
歌

〈
注
〉

第
一
章
　
鈴
木
大
拙
の
キ
リ
ス
ト
教
評

鈴
木
大
拙
老
漢
は
一
九
六
六
年（
昭
和
四
十
一
年
）七
月
十
二
日
早
暁
、
急
死
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
ま
こ
と
に
老
人
ら
し
か
ら
ぬ
絞

扼
性
腸
閉
塞
で
し
た
。
彼
の
学
問
、
殊
に
そ
の
教
説
が
全
佛
教
を
代
表
し
て
い
る
か
否
か
は
問
題
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
九
十
五

年
に
わ
た
る
生
涯
の
長
さ
と
言
い
、
東
洋
の
宗
教
思
想
を
西
欧
世
界
に
ひ
ろ
め
る
た
め
の
行
動
半
径
の
広
さ
と
言
い
、
そ
の
影
響
力
は
、

と
う
て
い
象
牙
の
塔
の
住
人
の
及
び
も
つ
か
ぬ
大
き
さ
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
著
作
も
、
い
わ
ゆ
る
学
者
的
で
な
く
、
達
人
的
で
、

一
般
に
も
多
く
の
愛
読
者
を
有
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
佛
教
徒
と
し
て
欧
米
世
界
で
活
躍
し
、
そ
の
夫
人
も
英
国
人
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
し
て
、
当
然
、
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
と
の
対
比
を
試
み
、
そ
の
〝
日
本
的
霊
性
〞
な
る
立
場
か
ら
す
る
比
較
論
、
佛
教
の
キ
リ
ス
ト
教

に
対
す
る
優
越
論
は
、
手
放
し
な
ほ
ど
の
日
本
び
い
き
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
と
り
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
一
つ
で
し
ょ
う
。

盧
　
千
代
女
の
〝
朝
顔
〞
論

さ
て
、
大
拙
老
が
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
と
の
比
較
、
ひ
い
て
は
、
後
者
の
前
者
に
対
す
る
優
越
を
説
く
際
に
、
よ
く
使
わ
れ
た
の
が
、

千
代
女
の
〝
朝
顔
〞
の
俳
句
で
し
た
。
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朝
顔
や
釣
瓶
つ
る
べ

と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水
　
　
千
代
女

一
九
五
九
年
六
月
の
ハ
ワ
イ
大
学
に
お
け
る
第
三
回
東
西
哲
学
者
会
議
で
も
、
八
十
九
才
の
彼
は
、
こ
の
〝
朝
顔
や
〞
を
巧た
く

み
に
英
訳

引
用
し
て
、「
禅
と
パ
ラ
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
（
超
心
理
学
）」
を
、
二
時
間
に
わ
た
っ
て
語
り
、
最
後
に
は
、
西
洋
流
の
合
理
主
義
の
論
理
だ

け
で
は
、
ど
う
し
て
も
説
明
し
が
た
い
こ
と
が
我
れ
わ
れ
の
人
生
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
う
い
う
場
合
の
禅
者
の
解
答
は
こ
う
だ

と
し
て
、「
喝か
つ

！
」
と
大
声
を
発
し
、
満
場
ハ
ッ
と
息
を
の
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
講
演
に
対
し
て
は
、「
ワ
ン
ダ
フ
ル
」
と
い
う
反
響
が
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
シ
ド
ニ
ー
・
フ
ッ
ク
教
授

は
、「
自
分
は
今
夜
の
話
を
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
思
う
」
と
、
語
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
漓
。
私
は
、
何
か
こ
の
フ
ッ
ク
教
授
の
「
ナ

ン
セ
ン
ス
」
な
る
言
葉
に
心
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
自
然
を
め
ぐ
る
大
拙
の
佛
基
両
教
対
比
論
を
見

て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

そ
の
〝
朝
顔
や
〞
の
一
句
に
つ
い
て
、
大
拙
は
ど
ん
な
所
感
を
有
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
次
の
「
佛
教
の
象
徴
主
義
」
な
る
一
文

は
、
よ
く
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

象
徴
に
つ
い
て
の
佛
教
的
な
見
方
を
示
す
俳
句
を
、
も
う
一
つ
出
そ
う
。
そ
れ
は
第
十
九
世
紀
の
一
女
流
詩
人
が
作
っ
た
も
の
で
、

次
の
や
う
に
な
っ
て
い
る
。

朝
顔
や

釣
瓶
と
ら
れ
て

も
ら
ひ
水

詩
人
が
朝
早
く
戸
外
の
井
戸
か
ら
水
を
汲
ま
う
と
出
て
み
る
と
、
釣
瓶
は
花
咲
く
朝
顔
の
蔓つ
る

に
か
ら
み
つ
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
花

の
美
し
さ
に
深
く
心
を
奪
は
れ
、
何
を
し
に
来
た
の
か
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
た
だ
花
の
前
に
た
た
ず
む
ば
か
り
で
あ



っ
た
。
い
わ
ば
恍
惚
忘
我

こ
う
こ
つ
ぼ
う
が

の
境
地
か
ら
我
に
返
っ
た
と
き
、
彼
女
の
発
し
え
た
言
葉
は
、『
お
お
！
朝
顔
よ
！
』
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
女

は
花
を
敍
述
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
感
嘆
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
深
く
、
ど
ん
な
に
完
全
に
心
う
た
れ
た
か
を

示
す
と
こ
ろ
の
、
そ
の
花
の
美
し
さ
、
そ
の
霊
妙
な
美
し
さ
へ
の
言
及
を
、
彼
女
は
少
し
も
や
っ
て
い
な
い
。
事
実
、
彼
女
は
全
く
花

に
魅
了
み
り
ょ
う

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
彼
女
が
花
で
あ
り
、
花
が
彼
女
で
あ
っ
た
。
両
者
は
完
全
に
一
と
な
り
、
彼
女
を
彼
女
と
認
め
ら
れ

な
く
な
っ
た
。
固
定
の
意
識
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
覚
め
た
と
き
、
彼
女
は
始
め
て
立
っ
て
そ
の
美
し
さ
を
た
た
へ
る
詩

人
な
ら
ば
、『
お
お
！
朝
顔
よ
！
』
と
は
決
し
て
叫
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
自
覚
を
取
戻
と
り
も
ど

す
や
否
や
、
そ
れ
か
ら
来
る
す
べ
て

の
事
が
避
け
が
た
く
継
起
し
、
彼
女
は
突
如
、
朝
の
臺
所
仕
事
に
必
要
な
水
を
も
と
め
て
井
戸
の
側
に
い
る
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
。
そ

こ
で
次
の
残
り
二
行
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

釣
瓶
と
ら
れ
て

も
ら
ひ
水

特
記
す
べ
き
は
、
纏ま
と

ひ
つ
い
て
い
る
蔓つ
る

を
詩
人
が
ほ
ど
か
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
つ
も
り
が
彼
女
に
あ
っ
た
な
ら
、

そ
れ
は
容
易
に
な
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。
朝
顔
と
い
ふ
も
の
は
、
い
た
め
つ
け
ら
れ
ず
に
、
わ
け
な
く
さ
う
さ
せ
る
花
な
の
で
あ
る
。
然

し
、
明
ら
か
に
、
彼
女
は
、
自
分
の
世
俗
的
な
手
を
花
に
触
れ
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
。
愛
情
深
く
も
、
花
を
あ
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ
た
。

彼
女
は
必
要
な
水
を
も
ら
ひ
に
隣
家
へ
赴
い
た
。
釣
瓶
が
花
に
と
ら
れ
た
と
彼
女
は
い
っ
て
い
る
。
眼
前
に
見
る
事
物
の
超
絶
的
な
美

し
さ
を
け
が
す
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
女
が
何
の
言
及
も
し
て
い
な
い
事
実
は
、
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
釣
瓶
が
と
ら
れ
た
と
だ
け
い
っ
て

い
る
の
は
、
い
か
に
も
女
ら
し
い
や
さ
し
さ
と
受
動
性
の
あ
ら
は
れ
だ
。

こ
こ
で
ふ
た
た
び
吾
々
は
何
の
象
徴
主
義
も
無
い
事
実
を
了
悟
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
詩
人
に
と
っ
て
、
朝
顔
は
美
を
象
徴
し
て
は
い

な
い
。
そ
れ
は
美
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
美
し
い
も
の
、
或
は
価
値
あ
る
も
の
を
指
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
価
値
そ
の
も
の
な

の
だ
。
朝
顔
以
外
に
探
し
求
め
ら
る
べ
き
何
の
価
値
も
無
い
。
美
は
花
の
彼
方
か
な
た

に
認
め
ら
る
べ
き
何
も
の
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
朝

顔
の
中
に
象
徴
さ
れ
又
は
具
象
化
さ
る
べ
き
単
な
る
観
念
で
は
な
い
。
朝
顔
が
全
部
な
の
だ
。
吾
々
の
感
覚
や
理
智
が
個
々
の
対
象
と

し
て
辨
別
す
る
も
の
を
た
よ
り
に
、
詩
人
は
美
を
認
識
し
た
の
で
は
な
い
。
詩
人
は
、
そ
の
前
に
た
た
ず
ん
だ
と
き
の
朝
顔
以
外
に
、
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何
の
美
を
も
知
ら
ぬ
。
花
が
美
そ
の
も
の
、
詩
人
が
美
そ
の
も
の
な
の
だ
。
美
は
美
そ
の
も
の
、
詩
人
が
美
そ
の
も
の
な
の
だ
。
美
は

美
を
認
識
し
、
美
は
美
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
す
。
吾
々
が
美
を
剖
割
し
た
り
、
美
し
い
対
象
を
見
る
人
に
つ
い
て
語
っ
た
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
的
な
感
覚
や
理
智
の
所
為
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
考
へ
方
に
執
着
す
る
か
ぎ
り
、
象
徴
主
義
が
つ
き
ま
と
ふ
。

だ
が
、
佛
教
哲
学
は
い
は
ゆ
る
感
覚
の
対
象
に
よ
っ
て
迷
は
さ
れ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
迷
は
さ
れ
た
が
最
後
、
実
在
と
の

つ
な
が
り
は
断
ち
切
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
…
…
佛
教
哲
学
に
お
け
る
象
徴
主
義
は
、
哲
学
者
が
一
般
に
そ
の
名
で
了
解
し
て
い
る
も
の

と
は
異
な
る
内
容
を
含
意
す
る
と
い
へ
よ
う
滷
。

ま
こ
と
に
、
能
弁
な
る
風
雅
の
心
の
説
法
と
言
う
べ
き
で
す
！
そ
し
て
、「
基
督
教
と
佛
教
」
な
る
一
文
で
は
、
つ
い
に
、
こ
の
〝
朝

顔
〞
の
一
句
が
基
督
教
と
佛
教
と
の
比
較
論
の
題
材
と
な
り
ま
す
。

加
賀
の
千
代
女
の
句
に
、

朝
顔
や
、
釣
瓶
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水

と
い
ふ
の
が
あ
る
。
第
一
句
を
普
通
に
「
朝
顔
に
」
と
す
る
が
、
そ
れ
は
間
違
ひ
で
、「
に
」
は
「
や
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。「
に
」

に
す
る
と
、
こ
の
句
に
何
ら
の
意
味
も
無
い
。
千
代
女
の
恍
惚
と
し
て
「
美
」
の
世
界
に
吸
ひ
込
ま
れ
た
様
子
が
少
し
も
見
え
な
い
。

極
め
て
通
俗
の
十
七
字
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。

そ
れ
で
千
代
女
は
「
や
」
の
一
字
で
自
分
と
朝
顔
と
の
圓
融
無
礙
底

え
ん
ゆ
う
む
げ
て
い

を
う
た
ひ
だ
し
、
絶
対
美
の
世
界
か
ら
出
る
と
、
自
分
が
井
戸

ば
た
に
何
し
に
立
っ
た
の
か
に
気
が
つ
く
。
そ
こ
で
「
永
遠
」
は
「
今
時
」
に
戻
る
、「
時
間
」
が
這
入
は

い

っ
て
来
る
。「
も
ら
ひ
水
」
に

出
か
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
歴
史
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

こ
こ
で
特
に
留
意
し
た
い
の
は
、
千
代
女
が
花
に
触ふ

れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
テ
ニ
ス
ン
の
や
う
に
垣
根
の
花
を
摘つ
み

取
っ
て
、
こ
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れ
を
分
析
的
に
な
が
め
て
、
天
地
の
秘
密
を
そ
こ
か
ら
う
か
が
ひ
だ
さ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
女
性
と
男
性
と
の
相
違
と
い

へ
ば
い
は
れ
ぬ
こ
と
も
な
か
ら
う
が
、
私
は
む
し
ろ
東
西
思
想
の
相
違
と
見
た
い
。
そ
の
ま
ま

、
、
、
、

に
し
て
お
く
の
が
東
洋
で
あ
る
。
こ
れ

に
手
を
加
へ
、
力
を
加
へ
、
薬
を
注
ぎ
、
試
験
管
に
入
れ
て
、
そ
れ
か
ら
ど
う
な
る
と
見
て
ゆ
く
の
が
西
洋
で
あ
る
。「
美
」
に
手
を
触

れ
て
は
い
け
な
い
。「
美
」
は
「
聖
」
だ
。

芭
蕉
の
俳
句
な
ど
に
い
ひ
し
れ
ぬ
深
さ
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
作
者
自
身
こ
の
思
想
と
し
て
の
深
さ
に
自
覚
し
た
か
ど
う
か
は
別
問

題
と
し
て
、
そ
の
心
理
の
奥
に
ひ
そ
む
も
の
を
、
読
者
は
各
自
に
抉
出

け
っ
し
ゅ
つ
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

〈
朝
顔
や
〉
に
東
洋
底
が
あ
り
、
テ
ニ
ス
ン
の
〈
垣
根
の
花
〉
に
西
洋
底
が
あ
る
と
い
っ
て
は
ど
う
か
。、

基
督
教
と
佛
教
と
の
相
違
に
も
何
か
こ
の
や
う
な
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
へ
な
い
か
し
ら
ん
。

そ
ん
な
ら
、
こ
の
二
つ
の
思
想
の
「
交
流
」
な
る
も
の
を
ど
う
す
べ
き
か
、
こ
の
問
題
は
「
時
間
」
が
お
の
づ
か
ら
解
決
す
る
で
あ

ら
う
。
歴
史
の
途
上
に
あ
る
吾
ら
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
を
虚
心
坦
懐
に
提
出
し
て
検
討
す
れ
ば
い
い
。
そ
こ
に
お
の
づ
か
ら
の
『
交

流
』
が
あ
る
で
あ
ら
う
澆
。

盪
〝
朝
顔
に
〞
か
ら
〝
朝
顔
や
〞
へ

と
こ
ろ
が
、
加
賀
の
千
代
女
（
一
七
○
三
〜
一
七
七
五
）
の
〝
朝
顔
〞
の
句
は
、
は
た
し
て
大
拙
老
漢
が
し
き
り
に
強
調
し
て
い
る
よ

う
に
、〝
朝
顔
や、
〞
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、〝
朝
顔
に
〞
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
私
が
考
証
し
え
た
限
り
で

は
、〝
朝
顔
に、
〞
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
大
拙
自
身
、
そ
の
六
十
才
代
の
名
著
『
禅
と
日
本
文
化
』
中
の
「
禅
と
俳
句
」
の
中
で
は
、
や
は
り

〝
朝
顔
に、
〞
と
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

朝
顔
に

つ
る
べ
と
ら
れ
て

貰
ひ
水
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朝
顔
の
句
の
作
者
は
加
賀
の
千
代
女
（
一
七
○
三
〜
一
七
七
五
）
で
あ
っ
た
。
散
文
的
な
批
評
家
の
記
す
や
う
に
、
此
女
流
詩
人
が

朝
顔
の
釣
瓶
に
絡か
ら

ん
で
い
る
の
を
見
て
水
を
貰
ひ
に
ゆ
く
の
は
不
必
要
な
業
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
千
代
女
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

彼
女
が
朝
早
く
近
く
の
井
戸
か
ら
水
を
汲
ま
う
と
出
て
き
て
、
其
花
を
見
た
時
、
そ
れ
は
美
の
体
現
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
今
一
人

の
平
安
朝
の
女
詩
人
も
夏
の
朝
を
挙
げ
て
日
本
の
一
年
中
で
も
最
も
爽
快
な
時
刻
の
一
つ
に
し
て
い
る
が
実
際
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

夏
の
早
朝
の
雰
囲
気
を
一
層
生
々
さ
せ
る
も
の
こ
そ
咲
き
開
く
朝
顔
の
花
で
あ
る
が
、
そ
の
麗
し
さ
が
た
っ
た
一
ト
朝
し
か
続
か
な
い

の
も
誠
に
之
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
故
に
、
朝
早
く
朝
顔
の
花
を
見
る
の
は
、
美
そ
の
も
の
を
、

│
か
く
も
新
鮮
な
、
か
く
も
心
を

恍
惚
た
ら
し
め
る
、
か
く
も
神
聖
に
し
て
近
寄
り
が
た
い
、
神
秘
に
充
ち
た
る
、
神
の
手
よ
り
来
た
ま
ゝ
の
最
初
の
創
作
品
を
見
る
こ

と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
此
女
詩
人
が
、
彼
女
の
地
上
の
生
存
に
関
は
る
実
用
的
な
理
由
だ
け
で
、
そ
れ
に
手
を
触
れ
て
動
か
し
得
よ
う

か
…
…
潺
。

と
は
言
え
、
千
代
女
の
原
句
が
、
大
方
の
定
説
の
よ
う
に
、〝
朝
顔
に
釣
瓶
と
ら
れ
て
貰
ひ
水
〞
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、〝
朝
顔
に
〞
で

は
、
あ
ま
り
に
も
説
明
的
で
、「
い
わ
ば
風
雅
の
何
た
る
か
を
理
智
的
に
説
明
し
た
や
う
な
浅
い
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
随
っ
て
わ

ざ
と
ら
し
い
臭
味
す
ら
感
ぜ
ら
れ
る
潸
」（
潁
原
え
い
は
ら

退
蔵
）
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
や
」
に
直
し
、「
や
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
と

こ
ろ
な
ど
は
、
ま
こ
と
に
同
感
で
膝
を
打
ち
た
く
な
り
ま
す
。

蘯
　
千
代
女
と
テ
ニ
ス
ン

か
く
て
、
問
題
は
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
で
す
。
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
「
基
督
教
と
佛
教
」
に
お
い
て
は
、

特
に
留
意
し
た
い
の
は
、
千
代
女
が
花
に
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
テ
ニ
ス
ン
の
や
う
に
垣
根
の
花
を
摘
取
っ
て
、
こ
れ
を
分

析
的
に
な
が
め
て
、
天
地
の
秘
密
を
そ
こ
か
ら
う
か
が
ひ
だ
さ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
女
性
と
男
性
と
の
相
違
と
い
へ
ば
い

は
れ
ぬ
こ
と
も
な
か
ら
う
が
、
私
は
む
し
ろ
東
西
思
想
の
相
違
と
見
た
い
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が
東
洋
で
あ
る
。
こ
れ
に
手
を



加
へ
、
力
を
加
へ
、
薬
を
注
ぎ
、
試
験
管
に
入
れ
て
、
そ
れ
か
ら
ど
う
な
る
と
見
て
ゆ
く
の
が
西
洋
で
あ
る
。
美
に
手
を
触
れ
て
は
い

け
な
い
。「
美
」
は
「
聖
」
だ
。

と
し
、〈

朝
顔
や
〉
に
東
洋
底
が
あ
り
、
テ
ニ
ス
ン
の
〈
垣
根
の
花
〉
に
西
洋
底
が
あ
る
と
い
っ
て
は
ど
う
か
。

と
な
り
、
つ
い
に
は
、
東
洋
底
が
佛
教
、
西
洋
底
が
基
督
教
と
吹
き
か
え
ら
れ
て
、

基
督
教
と
佛
教
と
の
相
違
に
も
何
か
こ
の
や
う
な
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
へ
な
い
か
し
ら
ん
。

と
、
も
た
れ
か
か
っ
て
行
く
の
で
す
。

こ
の
勢
い
に
よ
る
と
、
西
洋
、
ひ
い
て
は
最
も
重
大
な
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
花
を
見
れ
ば
「
摘
取
り
」、「
手
を
加
へ
」、「
薬
を
注

ぎ
」、「
試
験
管
に
入
れ
」
て
し
ま
う
も
の
の
よ
う
に
印
象
づ
け
ら
れ
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
美
」
に
も
、
や
た
ら
に
手
を
触
れ
、「
美
」
は

「
聖
」
に
あ
ら
ず
と
で
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
次
第
で
す
。
こ
う
し
た
《
俗
見
》
を
裏
が
え
す
と
、
日
本
人
の
西

洋
科
学
に
対
す
る
劣
等
感
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
事
は
そ
の
事
と
し
て
、
こ
の
ナ
ン
セ
ン
ス

な
論
法
を
逆
に
日
本
に
向
け
る
と
し
た
ら
、
ど
う
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
西
洋
人
た
ち
が
死
せ
る
石
材
を
も
っ
て
家
を
建
て
る
の
に
対
し
て
、

日
本
人
、
東
洋
人
が
生
き
て
い
る
木
を
切
り
倒
し
て
家
を
建
て
た
り
、〝
華
道
〞
と
称
し
て
、
せ
っ
か
く
自
然
に
生
き
て
い
る
の
を
、「
摘

取
り
」、「
手
を
加
へ
」、「
薬
を
注
ぎ
」、
試
験
管
で
は
な
い
と
し
て
も
剣
山
に
刺
し
貫
い
て
、
若
死
に
さ
せ
て
し
ま
う
。
或
い
は
〝
紅
葉
狩

も
み
じ
か

り
〞
と
称
し
、
或
い
は
〝
桜
の
枝
を
か
ざ
し
て
〞
と
言
う
と
風
流
で
す
が
、
要
す
る
に
、
生
木
な
ま
き

を
さ
い
て
折
り
取
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
れ
も
、「
こ
れ
を
分
析
的
に
な
が
め
て
、
天
地
の
秘
密
を
そ
こ
か
ら
う
か
が
ひ
だ
さ
う
と
」
い
う
思
想
性
は
な
い
。
第
一
、「
美
に
は
手

128
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を
触
れ
て
は
い
け
な
い
」
の
で
は
な
か
っ
た
か
し
ら
ん
…
…
。

し
か
も
、
論
よ
り
証
拠
、
現
実
問
題
と
し
て
、
日
本
が
世
界
の
ど
こ
よ
り
も
自
然
を
大
切
に
し
て
い
る
な
ど
と
は
、
当
の
日
本
人
の
誰

も
が
思
っ
て
は
い
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
む
し
ろ
、
全
く
逆
で
、
大
拙
が
云
々
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
欧
米
の
方
が
自
然
を
大
事

に
保
護
し
て
い
る
こ
と
は
知
る
人
ぞ
知
る
な
の
で
す
。
日
本
の
国
立
公
園
と
、
欧
米
の
一
般
公
園
と
を
比
べ
て
も
、
比
較
に
な
ら
な
い
格

差
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ま
た
、
テ
ニ
ス
ン
の
〈
垣
根
の
花
〉
に
西
洋
底
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
テ
ニ
ス
ン
の
詩
と
は
、
彼
の
『
禅
と
日
本
文
化
・
続
篇
』
中
の
「
禅
と
日
本
人
の
自
然
愛
鴟
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

花
は
小
さ
い
が
、
自
分
が
若
し

そ
の
真
の
姿
を
、
根
か
ら
何
か
ら
一
切
、

知
り
え
た
な
ら
ば

神
と
人
と
の
真
を
知
る
こ
と
と
な
ら
う
澁
。

と
い
う
詩
を
指
す
も
の
の
よ
う
で
す
。

も
っ
と
も
、
ま
だ
こ
の
『
禅
と
日
本
文
化
』
の
項
で
は
、
こ
の
詩
は
、

華
厳
け
ご
ん

哲
学
の
や
う
に
、
一
と
多
の
調
和
、
と
言
ふ
よ
り
、
主
と
客
の
融
合
が
、
自
然
の
美
的
理
解
に
取
っ
て
は
絶
対
に
必
要
で
あ

る
澀
。

と
い
う
好
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
！
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土
塀
ど
べ
い

の
割
目
に
咲
け
る
細さ
さ

や
か
な
花
の
美
も
、
た
ゞ
そ
れ
が
萬
物
と
究
竟

く
っ
き
ょ
う
の
源
を
同
じ
う
し
て
い
る
と
せ
ら
れ
る
時
の
み
、
真
に
味

わ
ひ
得
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
単
に
哲
学
的
乃
至
な
い
し

概
念
的
な
方
法
で
は
駄
目
で
、
禅
の
遂と

げ
ん
と
す
る
方
法
に
よ
ら
な
く
て

は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
萬
有
神
論

パ
ン
セ
テ
イ
シ
ズ
ム

の
立
場
で
も
静
観
主
義

ク
ワ
イ
エ
テ
イ
シ
ズ
ム
の
立
場
で
も
な
く
、
南
泉
及
び
禅
一
派
の
行
ふ
と
こ
ろ
の
『
生
き
た
』
立
場
に

よ
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
潯
。

例
と
し
て
引
用
・
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
す
！

し
た
が
っ
て
、
テ
ニ
ス
ン
の
詩
の
味
わ
い
か
た
に
お
い
て
、
大
拙
は
ま
っ
た
く
矛
盾
撞
着

む
じ
ゅ
ん
ど
う
ち
ゃ
く
し
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
だ
け
大
拙
老
が
晩
年
に
は
反
動
化
し
た
と
言
う
一
つ
の
証
左
な
り
、
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
、
右
の
引
用
箇
所
で

は
、
彼
自
身
、
テ
ニ
ス
ン
の
詩
に
、
日
本
人
の
自
然
愛

、
、
、
、
、
、
、

が
、
そ
し
て
、
禅
的
な
奥
義

、
、
、
、
、

さ
え
も
、
み
と
め
て
い
た
の
で
す
か
ら
。

盻
　
植
村
正
久
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
彼
が
テ
ニ
ス
ンA
lfred,L

ord
T
ennyson

（
一
八
○
九
〜
一
八
九
二
）
を
選
ん
だ
の
は
、
偶
然
か
、
そ
れ
と
も
作

為
か
、
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
ビ
ク
ト
リ
ア
王
朝
に
生
ま
れ
た
詩
人
テ
ニ
ス
ン
は
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
詩
人
で
、
た
し
か

に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
スW

illiam
W
ordsw

orth

（
一
七
七
○
〜
一
八
五
○
）
等
の
自
然
感
に
動
か
さ
れ
ま
し
た
が
、
自
然
詩
人
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
「
宇
宙
自
然
の
忠
実
な
観
察
者
、
精
密
な
画
を
詩
筆
で
描
く
人
潛
」
で
あ
っ
た
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
組
織
神
学
者
で
あ
り

詩
人
で
も
あ
っ
た
。
Ａ
・
Ｈ
・
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
テ
ニ
ス
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
評
価
を
く
だ
し
て
い
ま
す
。「
テ
ニ
ス
ン
に
と
っ
て

は
、
自
然
は
む
し
ろ
不
在
の
神
を
証
し
す
べ
く
巧
妙
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
幻
影
で
あ
る
。
自
然
に
は
生
命
な
く
、
ま
し
て
や
神
的
な
生
命

は
な
い
。
神
を
ほ
か
に
し
て
、
宇
宙
に
存
在
す
る
生
命
は
、
た
だ
人
間
の
霊
魂
の
中
に
の
み
発
見
さ
れ
る
。
自
然
は
、
教
え
、
さ
と
す
絵

画
も
し
く
は
象
徴
で
あ
っ
て
、
現
在
す
る
神
性
を
啓
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
こ
の
自
然
観
を
テ
ニ
ス
ン
の
不
可
知
論
へ
の
一
般
的

傾
斜
と
結
び
つ
け
た
い
と
思
う
。
こ
の
点
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
や
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
両
詩
人
が
、
テ
ニ
ス
ン
を
遥
か
に
越
え
て
、
活
き
活
き

と
し
た
明
確
な
信
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
不
可
知
論
が
観
念
論
と
相
ま
っ
て
、
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
よ
り
も
主
観
主
義
的
と
な
り
、
時
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と
し
て
、
そ
の
観
念
論
が
、
い
か
な
る
世
界
の
真
実
在
な
る
こ
と
を
疑
わ
し
め
、
畢
竟
、
世
界
は
感
じ
と
思
い
の
も
の
で
し
か
な
い
よ
う

に
見
え
た
の
で
あ
る
。
世
界
は
、
現
在
す
る
神
の
直
接
の
産
物
と
い
う
よ
り
も
、
遥
る
か
な
る
神
の
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
濳
」
と
。

こ
れ
を
知
っ
て
か
、
知
ら
ず
で
か
、
大
拙
は
テ
ニ
ス
ン
を
と
り
あ
げ
、
し
か
も
こ
の
反
自
然
生
命
論
的
な
テ
ニ
ス
ン
に
加
担
し
て
い
た
の

で
す
か
ら
皮
肉
と
言
え
ば
皮
肉
で
す
。

こ
の
際
、
テ
ニ
ス
ン
の
源
流
と
し
て
、
彼
に
自
然
感
の
影
響
を
与
え
た
ビ
ク
ト
リ
ア
王
朝
最
大
の
詩
人
、
し
か
も
英
国
の
生
ん
だ
最
も

偉
大
な
自
然
詩
人
、
自
然
を
生
け
る
も
の
と
し
て
歌
い
、
自
然
へ
の
愛
ゆ
え
に
、
人
間
も
そ
の
自
然
の
一
部
と
し
て
、
人
間
を
愛
し
た
ワ

ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
テ
ニ
ス
ン
一
人
が
西
欧
の
詩
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
西
欧
全
詩
人
の
名
誉
の

た
め
に
。
た
と
え
ば
、〝
早
春
の
歌
〞、〝
テ
ィ
ン
タ
ン
寺
よ
り
数
マ
イ
ル
上
流
に
て
詠
め
る
詩
〞、〝
郭
公
に
〞、〝
虹
〞、〝
胡
蝶
に
〞、〝
決
意

と
独
立
（
水
蛭ひ
る

取
る
人
）〞、〝
美
し
き
夕
べ
な
り
〞、〝
水
仙
〞、〝
幼
年
時
代
を
追
想
し
て
不
死
を
知
る
頌
〞、〝
比
い
な
き
輝
き
と
美
と
の
夕

べ
に
作
れ
る
〞、〝
ト
ロ
サ
ッ
ク
ス
の
山
道
〞
な
ど
な
ど
潭
。
殊
に
、〝
決
意
と
独
立
〞
は
、
実
在
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
水
蛭
取
り
の
一

老
人
を
中
心
と
す
る
自
然
詩
で
、
言
う
と
こ
ろ
の
東
洋
的
感
興
を
お
こ
さ
せ
て
く
る
こ
と
は
、
驚
き
の
声
を
あ
げ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。

日
本
の
文
語
訳
聖
書
の
詩
篇
は
、
植
村
正
久
牧
師
の
労
す
る
と
こ
ろ
多
し
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
彼
は
英
詩
を
よ
く
し
、
バ
ー
ン
ズ
、
テ

ニ
ス
ン
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
関
す
る
評
論
は
、
お
そ
ら
く
日
本
の
英
文
学
史
上
で
も
古
典
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
澂
。
そ

の
中
で
も
、
特
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
関
す
る
文
章
は
、
も
っ
と
も
熱
情
的
な
傑
作
で
、「
自
然
界
の
預
言
者
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
潼
」、「『
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
集
』
を
読
む
潘
」
の
二
篇
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
前
者
の
中
で
、
詩
人
・
植
村
正
久
牧
師
は
語
り
ま
す
。

慣
る
る
と
い
う
恐
ろ
し
き
銹さ
び

は
、
自
然
界
を
反
映
す
べ
き
吾
人
の
心
境
を
曇
ら
せ
た
り
。
日
月
も
陳
腐
と
は
な
り
ぬ
。
花
も
新
鮮
の

色
を
失
え
り
。
鳥
も
好
音
よ
き
ね

を
伝
え
ず
。
天
地
は
僅
か
に
一
大
機
関
と
は
な
り
ぬ
。
自
然
は
風
致
な
き
割
烹
店

か
っ
ぽ
う
て
ん

の
ご
と
く
た
だ
多
忙
の
み
、

奔
走
の
み
、
混
雑
の
み
。
吾
人
の
風
流
は
盆
卉
、
奇
形
な
る
石
、
生
薑

せ
い
き
ょ
う
の
ご
と
き
山
岳
を
写
せ
る
墨
画
も
し
く
は
瓢
箪

ひ
ょ
う
た
ん
を
携
え
て
酔
歌

す
る
花
見
遊
山
と
は
な
り
に
け
り
。
そ
の
歌
は
足
曳
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
を
の
長
々
し
き
冠
辞
、
枕
詞
の
た
め
に
囚
え
ら
れ
、
そ
の
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風
雅
は
古
人
の
句
調
を
学
び
て
た
だ
鸚
鵡
お
う
む

の
ご
と
く
に
わ
が
美
わ
し
き
音
調
を
臚
列
ろ
れ
つ

す
る
の
み
。
今
人
の
風
流
は
景
樹
の
風
流
な
り
。

甚
だ
し
き
は
貫
之
つ
ら
ゆ
き

、
人
麿
の
風
流
な
り
。
古
語
、
歌
格
、
典
故
は
、
詩
人
と
自
然
界
と
の
間
に
一
大
牆
壁

し
ょ
う
へ
き
を
築
き
出
だ
せ
り
。
あ
あ
大

和
歌
は
化
石
と
変
し
た
る
に
あ
ら
ず
や
。
真
個
の
自
然
界
の
預
言
者
起
り
て
、
ア
ダ
ム
、
エ
バ
が
初
め
て
天
日
を
仰
ぎ
、
楽
園
の
花
鳥

を
楽
し
め
る
時
の
風
情
と
同
様
な
る
眼
光
を
も
っ
て
物
界
の
光
景
を
観
、
も
っ
て
真
実
に
か
つ
高
尚
に
こ
れ
を
吟
詠
す
る
に
あ
ら
ざ
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
も
の
の
あ
わ
れ
は
こ
れ
よ
り
変
う
る
こ
と
な
ら
ん
澎
。

と
も
申
し
て
い
る
の
で
す
。

景
樹
、
貫
之
、
人
麿
の
風
流
、
行
儀
作
法
に
銹さ

び
つ
き
、
跼
蹐

き
ょ
く
せ
い

し
て
、
つ
い
に
「
詩
人
と
自
然
界
と
の
間
に
一
大
牆
壁
を
築
く
」
風
潮

に
反
対
し
て
、
あ
の
ア
ダ
ム
、
エ
バ
が
初
め
て
天
日
を
仰
い
だ
心
の
大
和
歌
の
出
現
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
、

生
き
生
き
と
し
た
自
然
詩
歌
の
源
泉
な
り
と
し
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、「『
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
集
』
を
読
む
」
の
中
で
は
、
西
行
の
『
山
家
集
』
を
評
釈
し
、
西
行
が
自
然
を
以
て
佛
意
の
顕
現
と
み
る

態
度
で
う
た
っ
た
と
は
言
え
、
た
と
え
ば
、

心
な
き
身
に
も
哀あ
わ

れ
は
し
ら
れ
け
り

鴫し
ぎ

立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮

と
い
う
歌
と
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
〝
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
橋
上
に
て
〞C

om
posed

upon
W
estm

inster
B
ridge

と
を
、
ひ
き
く
ら

べ
て
、
西
行
の
「
蒼
然
た
る
暮
色
」
は
、
つ
い
に
「
希
望
と
光
明
と
怡
悦
い
え
つ

と
に
て
充
つ
る
朝
気
色
げ
し
き

」
に
し
か
ざ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の

で
す
澑
。

〈
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
橋
上
に
て
〉

現
世
う
つ
し
よ

に
か
く
ま
で
美
し
き
も
の
は
な
し
、

い
と
も
気
高
け
だ
か

き
心
う
つ
こ
の
光
景
な
が
め

に
、
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心
ひ
か
れ
ざ
る
人
は
魂
の
鈍に
ぶ

れ
る
も
の
。

い
ま
、
こ
の
市
街
ま

ち

は
暁
の

　
あ
か
つ
き
　

美
を
、

衣こ
ろ
もの
ご
と
く
身
に
ま
と
う
。

船
、
塔
、
高
楼
こ
う
ろ
う

、
劇
場
、
寺
院
は
静
か
に
あ
か
ら
さ
ま
に
、

遙
か
な
る
平
野
へ
い
や

と
空
に
向
っ
て
開
き
、

す
べ
て
み
な
、
烟
け
む
り
な
き
大
気
の
中
に
燦
然
さ
ん
ぜ
ん

と
輝
や
く
。

か
く
も
美
し
く
陽ひ

は
そ
の
最
初
の
輝
や
き
に
、

谷
、
岩
、
丘
を
染
め
な
せ
し
こ
と
は
あ
ら
じ
。

げ
に
、
か
く
も
深
き
静
け
さ
を
わ
れ
見
し
こ
と
も
、
感
ぜ
し
こ
と
も
な
し
。

テ
ム
ス
河
は
悠
々
ゆ
う
ゆ
う

と
心
の
ま
ま
に
流
れ
行
く
。

あ
ゝ
、
家
々
す
ら
も
眠
れ
る
ご
と
く
、

大
都
市
の
心
も
な
お
静
か
に
眠
る
。

（
田
部
重
治
訳
）

以
上
、
と
も
か
く
も
、
キ
リ
ス
ト
教
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
、
大
拙
老
漢
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

朝
早
く
朝
顔
の
花
を
見
る
の
は
、
美
そ
の
も
の
を
、

│
か
く
も
新
鮮
な
、
か
く
も
心
を
恍
惚
た
ら
し
め
る
、
か
く
も
神
聖
に
し
て
近

寄
り
が
た
い
、
神
秘
に
充
ち
た
る
、
神
の
手
よ
り
来
た
ま
ゝ
の
最
初
の
創
作
品
を
、
見
る
こ
と
潦

に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
も
異
和
感
を
有
し
な
い
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
彼
の
言
う
通
り
、「
神
の
手
よ
り
来
た
ま
ゝ
の
最
初
の
創
作
品
」

と
し
て
見
る
者
と
し
て
は
、
そ
の
最
た
る
者
な
の
で
す
。



第
二
章
　
友
な
る
自
然
・
敵
な
る
自
然

盧
　
敵
対
力
か
友
人
伴
侶
か

さ
ら
に
、
よ
く
西
欧
文
明
批
判
の
例
と
し
て
、〝
宇
宙
征
服
〞
と
か
、〝
山
岳
征
服
〞
な
ど
と
い
う
表
現
が
取
沙
汰
さ
れ
ま
す
が
、
御
多

分
に
も
れ
ず
、
大
拙
の
「
禅
と
日
本
人
の
自
然
愛
鴣
」
の
中
で
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
東
洋
人
は
自
然
を
敵
対
力
と
い
う
形
で
考
へ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
自
然
は
自
分
達
に
は
不
断
の
友

人
・
伴
侶
で
あ
り
、
こ
の
国
土
に
は
屡
々
地
震
を
見
舞
は
せ
た
が
、
尚
ほ
絶
対
に
信
頼
す
る
に
足
る
と
し
て
き
た
。
征
服
と
い
ふ
観
念

は
忌
は
し
い
。
登
山
に
成
功
し
た
ら
『
山
と
仲
よ
し
に
な
っ
た
』
と
何
故
言
は
な
い
の
か
。
征
服
す
べ
き
対
象
を
探
し
求
め
る
の
は
自

然
に
対
す
る
東
洋
的
態
度
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
富
士
山
に
も
登
る
が
、
そ
の
目
的
は
富
士
を
『
征
服
す
る
』
の
で
は
な
く
て
、
富
士
の
美
麗
・
壮
大
・
孤
高
に
打
た
れ

る
に
あ
る
。
五
彩
の
雲
の
後
ろ
か
ら
華
や
か
に
昇
る
荘
厳
な
旭
日

│
御
来
光
を
拝
む
に
あ
る
。
こ
れ
は
精
神
的
に
堕
落
し
て
い
る
点

は
少
し
も
な
い
が
、
さ
り
と
て
必
ず
し
も
太
陽
崇
拝
の
行
為
で
は
な
い
。
太
陽
は
地
上
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
偉
大
な
恩
恵
で
あ
り
、

人
間
が
深
い
感
謝
と
味
到
ま
い
と
う

の
心
を
も
っ
て
、
一
切
の
生
物
非
生
物
の
恩
恵
者
に
近
づ
く
の
は
当
然
な
事
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、

こ
の
気
持
は
わ
れ
わ
れ
だ
け
許
さ
れ
た
も
の
で
、
他
の
生
物
に
は
か
ゝ
る
繊
細
な
情
緒
を
缺
い
て
い
る
や
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
睨
。

と
い
う
風
に
。
こ
う
し
た
言
葉
の
揚
げ
足
を
と
ら
え
て
の
印
象
批
評
は
、
語
る
ほ
ど
に
、
い
よ
い
よ
好
い
気
持
に
な
る
も
の
で
、
彼
の
最

晩
年
の
『
大
拙
つ
れ
づ
れ
草
』
で
も
、
く
り
か
え
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
洋
の
人
た
ち
は
、
何
事
に
も
征
服
感
が
先
だ
つ
ら
し
い
。
山
へ
登
れ
ば
山
の
征
服
、
海
の
底
へ
は
い
れ
ば
、
海
の
征
服
、
な
ん
で
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も
か
で
も
、
対
峙
的
に
見
よ
う
と
す
る
か
ら
、
し
か
し
て
そ
れ
が
自
分
の
敵
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
打
ち
勝
っ
て
や
ろ
う

と
決
心
す
る
。
山
登
り
の
人
に
『
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
に
危
険
な
山
の
上
へ
登
り
た
い
と
い
う
考
え
に
な
っ
た
か
』
と
尋
ね
る
と
、
そ

の
人
い
わ
く
『
何
か
自
分
の
目
の
前
に
立
っ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
そ
れ
に
登
っ
て
見
た
く
て
し
よ
う
が
な
い
』
と
い
っ
た
と
の
こ

と
澳
。

ま
た
同
じ
文
中
、

西
洋
の
ネ
ー
チ
ュ
ア
は
、
い
つ
も
人
間
に
対
蹠
た
い
し
ょ

し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
両
者
の
間
に
は
相
剋
そ
う
こ
く

的
性
格
が
出
る
。
わ
れ
克か

た
ざ
れ

ば
、
彼
の
た
め
に
敗
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
洋
で
は
自
然
（
ネ
ー
チ
ュ
ア
）
を
征
服
す
る
な
ど
と
い
う
。

東
洋
の
「
自
然
」
は
人
間
に
征
服
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
人
間
は
「
自
然
」
の
も
と
に
所
在
す
る
も
の
で
、
も
し
そ
れ
に
そ
む
く
こ

と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
か
ら
仕
か
け
た
の
で
、
結
局
敗
れ
る
の
は
人
間
の
方
に
あ
る
。
西
洋
の
ネ
ー
チ
ュ
ア
の
二
元
的
な
る
に
対

し
て
、
東
洋
の
「
自
然
」
は
一
元
的
包
攝
性
で
あ
る
。「
自
然
」
に
打
ち
克
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
東
洋
に
は
無
い
考
え
で
あ
る
。

「
自
然
」
に
は
隨
順
す
る
こ
と
澣
。

と
い
う
風
に
。

盪
　
つ
く
ら
れ
た
る
も
の
た
ち

し
か
し
な
が
ら
、
大
拙
老
が
語
り
ま
く
る
よ
う
な
西
洋
人
は
、
は
た
し
て
全
西
洋
人
の
何
割
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
自
然
を
敵
対
力

と
し
て
、
敵
視
ば
か
り
す
る
よ
う
な
。
ま
し
て
や
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
、
聖
書
そ
の
も
の
が
自
然
を
仇
敵
視
す
る
な
ど
と
い
う
と
す

れ
ば
、
は
な
は
だ
見
当
ち
が
い
な
こ
と
、
と
申
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
聖
書
は
自
然
を
も
っ
て
、
む
し
ろ
、
大
拙
が
語
る
と
こ
ろ

の
「
不
断
の
友
人
・
伴
侶
」
と
し
て
、
描
い
て
い
る
の
で
す
。

135



136

ま
ず
、
何
よ
り
も
、
人
間
に
対
す
る

、
、
、

、
或
い
は
敵
対
す
る

、
、
、
、

自
然
と
い
う
一
般
概
念
を
、
聖
書
は
知
ら
な
い
の
で
す
。

│
人
間
に
対
す

る
自
然
と
い
っ
た
よ
う
な
思
想
は
、
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ャ
思
想
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

│
た
と
え
ば
、
聖
書
は
人

間
と
自
然
と
い
う
用
語
で
は
な
く
、
動
物
も
植
物
も
、
虫
も
魚
も
、
太
陽
も
月
も
、
土
も
水
も
、
山
も
海
も
、
み
な
ひ
と
し
く
、
人
間
と

一
緒
に
「
被
造
物

ク
リ
エ
イ
チ
ャ
ー
ズ
」・「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
一
括
し
て
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
共
に
同
一
の
創
造
主

ク
リ
エ
イ
タ
ー

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た

仲
間
と
し
て
。

あ
の
、
ノ
ア
の
洪
水
の
時
に
し
て
も
、
神
は
、「
わ
た
し
が
創
造
し
た
人
を
地
の
お
も
て
か
ら
ぬ
ぐ
い
去
ろ
う
。
人、
も
獣、
も
、
這
う
も
の

、
、
、
、

も
、
空
の
鳥

、
、
、

ま
で
も
。」〈
創
世
記
６：

７
〉
と
、
総
括
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、「
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら

、
、
、

を
造
っ
た
こ
と
を
悔
い
る
」
と
も
言

わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
す
で
に
御
存
知
の
よ
う
に
、
ノ
ア
の
箱
舟
の
中
に
乗
っ
た
の
は
、
ノ
ア
と
そ
の
家
族
八
名
の
人
間
だ
け

で
な
く
、
動
物
た
ち
も
ひ
と
し
く
同
乗
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
神
の
命
令
で
あ
っ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
神
は
ノ
ア
に
語
り

ま
す
。わ

た
し
は
、
あ
な
た
と
契
約
を
結
ぼ
う
。
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
息
子
た
ち
、
あ
な
た
の
妻
、
そ
れ
に
あ
な
た
の
息
子
た
ち
の
妻
と

い
っ
し
ょ
に
箱
舟
に
は
い
り
な
さ
い
。
ま
た
す
べ
て
の
生
き
物
、
す
べ
て
の
肉
な
る
も
の
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
匹
ず
つ
箱
舟
に
連

れ
て
は
い
り
、
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ
に
生
き
残
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
そ
れ
ら
は
、
雄
と
雌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
各
種
類

の
鳥
、
各
種
類
の
動
物
、
各
種
類
の
地
を
は
う
も
の
す
べ
て
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
二
匹
ず
つ
が
、
生
き
残
る
た
め
に
、
あ
な
た
の
と
こ

ろ
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は
、
食
べ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
食
糧
を
取
っ
て
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
集
め
、
あ
な
た
と
そ
れ
ら
の

動
物
の
食
物
と
し
な
さ
い
〈
創
世
記
６：

18
〜
21
〉。

そ
し
て
、
洪
水
後
も
同
様
で
す
。

神
は
ノ
ア
に
告
げ
て
仰
せ
ら
れ
た
。「
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
妻
と
、
あ
な
た
の
息
子
た
ち
と
、
息
子
た
ち
の
妻
と
い
っ
し
ょ
に
い
る



キリストと世界　第10号（2000年）

す
べ
て
の
肉
な
る
も
の
の
生
き
物
、
す
な
わ
ち
鳥
や
家
畜
や
地
を
は
う
す
べ
て
の
も
の
を
、
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ
に
連
れ
出
し
な
さ
い
。

そ
れ
ら
が
地
に
群
が
り
、
地
の
上
で
生
み
、
そ
し
て
ふ
え
る
よ
う
に
し
な
さ
い
〈
創
世
記
８：

15
〜
17
〉。

い
や
、
こ
れ
よ
り
も
前
、
人
祖
ア
ダ
ム
が
ま
だ
一
人
で
あ
っ
た
と
き
、
ま
だ
エ
バ
が
つ
く
ら
れ
な
か
っ
た
頃
、
鳥
や
獣
は
、
彼
の
助
け

手
に
擬ぎ

せ
ら
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

神
で
あ
る
主
は
仰
せ
ら
れ
た
。「
人
が
、
ひ
と
り
で
い
る
の
は
良
く
な
い
。
わ
た
し
は
彼
の
た
め
に
、
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
助
け
手
を
造

ろ
う
。」
神
で
あ
る
主
が
、
土
か
ら
あ
ら
ゆ
る
野
の
獣
と
、
あ
ら
ゆ
る
空
の
鳥
を
形
造
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
ど
ん
な
名
を
彼
が
つ
け
る

か
を
見
る
た
め
に
、
人
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
。
人
が
、
生
き
物
に
つ
け
る
名
は
、
み
な
、
そ
れ
が
、
そ
の
名
と
な
っ
た
。
こ

う
し
て
人
は
、
す
べ
て
の
家
畜
、
空
の
鳥
、
野
の
あ
ら
ゆ
る
獣
に
名
を
つ
け
た
〈
創
世
記
２：

18
〜
20
〉。

し
か
し
、
結
局
、
ア
ダ
ム
は
エ
バ
に
よ
っ
て
、
真
の
助
け
手
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
神
の
意
中
に
お
い
て
は
、
動
物
た

ち
が
、
い
か
に
人
間
と
親
密
な
間
柄
に
あ
る
か
は
、
十
分
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
ダ
ム
が
生
き
物
に
名
を
つ
け
た
こ
と
、
ノ
ア
が
生
き
物

の
保
護
に
あ
た
っ
た
こ
と
か
ら
、
聖
書
の
中
で
動
物
園
の
園
長
に
な
れ
る
資
格
を
有
す
る
人
物
を
あ
げ
よ
、
と
問
わ
れ
た
ら
、
こ
の
二
名

が
あ
げ
ら
れ
る
次
第
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
ノ
ア
の
洪
水
の
あ
と
で
結
ば
れ
た
〝
ノ
ア
の
契
約
〞
は
、
人
間
と
の
み
か
わ
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
て
、
す
べ
て
の
生
き
物
と
の
間
の
約
束
だ
っ
た
の
で
す
。

虹に
じ

が
雲
の
中
に
あ
る
と
き
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
見
て
、
神
と
、
す
べ
て
の
生
き
物
、
地
上
の
す
べ
て
肉
な
る
も
の
と
の
間
の
永
遠
の

契
約
を
思
い
出
そ
う
。
こ
う
し
て
神
は
ノ
ア
に
仰
せ
ら
れ
た
。「
こ
れ
が
、
わ
た
し
と
、
地
上
の
す
べ
て
の
肉
な
る
も
の
と
の
間
に
立
て

た
契
約
の
し
る
し
で
あ
る
」〈
創
世
記
９：

16
、
17
〉。
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と
。
そ
し
て
、
や
が
て
キ
リ
ス
ト
再
臨
と
共
に
出
現
す
る
千
年
王
国
の
状
景
に
も
、
動
物
は
決
し
て
忘
れ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

千
年
王
国
は
人
間
と
動
物
た
ち
と
の
楽
園
な
の
で
す
。

お
お
か
み
は
小
羊
と
共
に
や
ど
り
、
ひ
ょ
う
は
子
や
ぎ
と
共
に
伏
し
、
子
牛
、
若
じ
し
、
肥
え
た
る
家
畜
は
共
に
い
て
、
小
さ
い
わ

ら
べ
に
導
か
れ
、
雌
牛
は
熊
と
は
食
い
物
を
共
に
し
、
牛
の
子
と
熊
の
子
と
共
に
伏
し
、
し
し
は
牛
の
よ
う
に
わ
ら
を
食
い
、
乳
の
み

子
は
毒
蛇
の
ほ
ら
に
戯
れ
、
乳
ば
な
れ
の
子
は
手
を
ま
む
し
の
穴
に
入
れ
る
。
彼
ら
は
わ
が
聖
な
る
山
の
ど
こ
に
お
い
て
も
、
そ
こ
な

う
こ
と
な
く
、
や
ぶ
る
こ
と
が
な
い
〈
イ
ザ
ヤ
11：

６
〜
９
〉。

見
事
な
被
造
物
仲
間
同
士
の
一
致
で
す
。
も
と
よ
り
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
あ
の
犬
公
方
く
ぼ
う

・
綱
吉
将
軍
の
よ
う
な
生
類
憐

し
ょ
う
る
い
あ
わ
れ
み
の
令
で
は

な
く
し
て
、「
動
植
物
は
神
の
光
栄
の
た
め
に
創
ら
れ
た
が
、
た
だ
そ
れ
は
人
間
を
仲
介
と
し
て
（
人
間
に
よ
っ
て
賞
讃
さ
れ
、
知
ら
れ
、

使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
十
分
に
実
現
さ
れ
る
」
も
の
な
の
で
あ
り
、
か
か
る
が
ゆ
え
に
、「
動
植
物
に
対
し
て
人
間
が
権
利
と
同
時

に
義
務
を
も
も
つ
」
と
い
う
重
要
な
事
実
も
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
す
。「
人
間
は
動
植
物
を
、
そ
れ
ら
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
利
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
人
間
は
動
植
物
を
『
生
か
さ
』
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
故
、
動
物
や
す
べ
て
の
被
造
物
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
は
、
根
本
的
に
尊
敬
、
、

の
態
度
な
の
で
あ
る
澡
」（
ジ
ャ
ン
・
フ
リ
ッ
シ

ュ
）。

蘯
　
共
に
う
め
き
共
に
望
む

そ
の
ほ
か
、
あ
の
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
８
章
に
展
開
さ
れ
た
被
造
物
全
体
の
運
命
観
も
、
そ
の
意
義
た
る
や
重
大
で
す
。

今
の
時
の
い
ろ
い
ろ
の
苦
し
み
は
、
将
来
私
た
ち
に
啓
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
栄
光
に
比
べ
れ
ば
、
取
る
に
足
り
な
い
も
の
と
私

は
考
え
ま
す
。
被
造
物
も
、
切
実
な
思
い
で
神
の
子
ど
も
た
ち
の
現
れ
を
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
被
造
物
が
虚
無
に
服
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し
た
の
が
自
分
の
意
志
で
は
な
く
、
服
従
さ
せ
た
方
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
望
み
が
あ
る
か
ら
で
す
。
被
造
物
自
体
も
、
滅
び
の
束
縛
そ
く
ば
く

か
ら
解
放
さ
れ
、
神
の
子
ど
も
た
ち
の
栄
光
の
自
由
の
中
に
入
れ
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
被
造
物
全
体
が
今
に
至
る
ま
で
、
と
も
に

う
め
き
、
と
も
に
産
み
の
苦
し
み
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
〈
ロ
ー
マ
８：

18
〜
22
〉。

実
に
聖
書
は
、
人
間
と
全
自
然
と
を
、
ま
ず
〝
被
造
物
〞
と
し
て
把
握
し
、
共
通
の
運
命
を
に
な
い
、
共
に
賛
美
し
、
共
に
苦
し
み
、

共
に
回
復
の
時
を
待
望
し
合
っ
て
い
る
も
の
と
、
一
貫
し
て
見
て
い
る
の
で
す
。〝
山
岳
征
服
〞
論
的
に
、
自
然
を
敵
対
物
と
し
て
い
る
と

言
っ
た
俗
説
は
、
そ
の
ま
ま
お
返
し
し
た
い
の
で
す
。
聖
書
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
逆
な
の
で
す
か
ら
。
い
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
自

然
へ
の
愛
情
と
保
護
と
に
貢
献
し
て
来
た
こ
と
か
は
、
あ
の
小
川
の
魚
や
、
小
枝
の
鳥
と
語
ら
っ
た
と
い
う
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
や
、

バ
ラ
を
賞め

で
つ
つ
涙
し
た
イ
グ
ナ
チ
オ
・
ロ
ヨ
ラ
や
、
動
物
た
ち
の
無
邪
気
な
満
足
と
喜
び
に
、
あ
く
な
き
人
間
の
欲
心
を
反
省
せ
し
め

た
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
、
ま
た
、
生
命
な
き
石
に
も
様
々
な
美
し
い
結
晶
の
模
様
を
恵
む
神
を
賛
め
る
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
言
っ
た
、

生
き
た
証
人
の
例
を
あ
げ
る
事
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
近
く
は
、
内
村
鑑
三
の
天
然
自
然
に
寄
す
る
所
感
、
植
村
正
久
の
詩
論
も
あ
げ
ら

れ
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
有
名
・
無
名
の
詩
人
た
ち
に
よ
る
賛
美
歌
の
歌
詞
も
。
と
も
か
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
神
論
は
、
決
し
て
自
然

を
無
視
し
、
圧
殺
し
て
、
自
然
詩
を
成
立
せ
し
め
な
い
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
の
で
す
。

論
よ
り
証
拠
、
今
日
、
む
し
ろ
自
然
を
愛
し
、
い
つ
く
し
み
、
こ
れ
を
国
力
を
も
っ
て
保
護
・
保
存
す
る
の
は
、
日
本
か
、
そ
れ
と
も
、

い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
と
言
わ
れ
る
欧
米
諸
国
か
。
一
度
で
も
海
外
旅
行
を
し
た
人
は
、
そ
の
軍
配
の
去
就

き
ょ
し
ゅ
う
に
迷
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
首
都
の
真
ん
中
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
の
庭
に
も
リ
ス
が
遊
び
ま
わ
り
、
広
場
に
鳩
が
群
れ
て
も
、
決
し
て
驚
か
さ
な
い
。
子
供
た
ち

は
自
然
に
親
か
ら
感
化
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
英
国
で
は
〝
王
立
動
物
虐
待
防
止
協
会
〞（
Ｒ
・
Ｓ
・
Ｐ
・
Ｃ
）
が
一
八
二
二
年
に
創
立
さ

れ
、
動
物
虐
待
防
止
法
は
、
単
な
る
道
徳
的
呼
び
か
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
実
、
五
○
ポ
ン
ド
以
下
の
罰
金
、
三
ヶ
月
以
下
の
禁
錮
刑
を

執
行
す
る
強
制
権
を
有
し
、
警
官
と
同
様
の
制
服
を
着
た
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
は
、
常
時
見
ま
わ
り
、
家
畜
飼
育
業
者
の
動
物
の
状
態
を
検

査
し
、
動
物
一
頭
あ
た
り
に
き
め
ら
れ
た
広
さ
の
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
れ
を
摘
発
す
る
の
で
す
。
海
外
旅
行
者
の
中

に
は
、
む
し
ろ
自
然
過
保
護
の
感
を
受
け
て
帰
国
す
る
者
も
多
い
の
で
す
。
も
し
も
、
西
洋
イ
ク
オ
ー
ル
キ
リ
ス
ト
教
、
東
洋
・
日
本
イ



ク
オ
ー
ル
佛
教
と
言
っ
た
、
大
拙
老
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
人
評
論
家
の
定
式
を
、
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る

の
で
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
、
大
拙
も
、
つ
い
に
そ
の
最
晩
年
の
著
書
『
大
拙
つ
れ
づ
れ
草
』
中
の
、「
日
本
の
再
発
見
」
で
、
こ
う
も
ら
し
て
い
ま
す
。

参
与
の
自
然
で
な
く
、
一
体
の
「
自
然
」、
ま
た
は
一
如
の
「
自
然
」
に
親
し
む
こ
と
の
で
き
る
日
本
の
心
を
再
認
識
し
て
、
こ
れ
を

長
く
失
わ
ぬ
よ
う
に
す
る
。

最
後
に
、
こ
の
心
を
持
ち
う
る
日
本
人
が
、
な
ぜ
か
、
生
け
る
「
自
然
」
物

│
犬
や
猫
、
鳥
や
虫
、
草
や
木
に
対
し
て
、
残
忍
の

仕
打
ち
を
し
て
、
平
気
で
い
る
の
が
、
不
思
議
で
な
ら
ぬ
。
狐
を
祭
り
蛇
を
祭
り
、
老
木
・
神
木
に
〆
縄
し
め
な
わ

を
か
け
る
日
本
の
人
々
が
、

な
ぜ
か
、
日
常
身
辺
に
嬉
々
と
し
て
、
と
び
あ
る
く
猫
や
犬
に
対
し
て
、
い
か
に
も
冷
酷
で
あ
る
こ
と
、
子
ど
も
の
い
た
ず
ら

、
、
、
、

を
誡
し

め
ず
に
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
不
思
議
で
な
ら
ぬ
澤
。

ま
さ
に
、〝
百
日
の
説
法
も
屁
一
つ
〞
と
言
う
か
、〝
語
る
に
落
ち
た
〞
と
言
う
か
。「
不
思
議
」、「
不
思
議
」
の
連
発
で
事
は
終
ら
せ
ず

に
、
身
び
い
き
の
日
本
礼
賛
、
外
国
侮
蔑
の
態
度
そ
の
も
の
を
、
よ
く
突
き
つ
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
知
る
人
ぞ
知
る
、
大
拙
の

夫
人
は
、
大
の
動
物
愛
好
家
で
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
は
、
鎌
倉
に
動
物
愛
護
慈
悲
園
を
建
て
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の
夫
人
こ

そ
英
国
人
ビ
ア
ト
リ
ス
女
史
で
あ
っ
た
こ
と
も
思
い
い
た
り
ま
す
。

ま
た
、
人
間
と
自
然
と
の
親
密
関
係
は
、
自
然
の
擬
人
化
と
か
、
人
間
の
擬
自
然
化
に
よ
っ
て
も
測
定
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
聖
書

が
、
こ
れ
ら
の
修
辞
に
満
ち
満
ち
て
い
る
こ
と
は
、
誰
で
も
聖
書
を
一
読
す
る
者
の
み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
事
実
で
す
。

私
は
シ
ャ
ロ
ン
の
サ
フ
ラ
ン
、
谷
の
ゆ
り
の
花
〈
雅
歌
２：

１
〉

神
こ
そ
、
わ
が
岩
。
わ
が
救
い
。
わ
が
や
ぐ
ら
。
私
は
決
し
て
、
ゆ
る
が
さ
れ
な
い
〈
詩
62：

２
〉。
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天
は
神
の
栄
光
を
語
り
告
げ
、
大
空
は
御
手
の
わ
ざ
を
告
げ
知
ら
せ
る
。
昼
は
昼
へ
、
話
を
伝
え
、
夜
は
夜
へ
、
知
識
を
示
す
。
話

も
な
く
、
こ
と
ば
も
な
く
、
そ
の
声
も
聞
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
呼
び
声
は
全
地
に
響
き
渡
り
、
そ
の
こ
と
ば
は
、
地
の
果
て
ま

で
届
い
た
。
神
は
そ
こ
に
、
太
陽
の
た
め
に
、
幕
屋
を
設
け
ら
れ
た
。
太
陽
は
、
部
屋
か
ら
出
て
く
る
花
婿
の
よ
う
だ
。
勇
士
の
よ
う

に
、
そ
の
走
路
を
喜
び
走
る
。
そ
の
上
る
の
は
、
天
の
果
て
か
ら
、
行
き
巡
る
の
は
、
天
の
果
て
果
て
ま
で
。
そ
の
熱
を
、
免
れ
る
も

の
は
何
も
な
い
〈
詩
19：

１
〜
６
〉。

主
は
私
の
羊
飼
い
。
私
は
、
乏
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
主
は
私
を
緑
の
牧
場
に
伏
さ
せ
、
い
こ
い
の
水
の
ほ
と
り
に
伴
わ
れ
ま

す
〈
詩
23：

１
、
２
〉。

空
の
鳥
を
見
な
さ
い
。
種
蒔ま

き
も
せ
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
る
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
が
た
の
天
の

父
が
こ
れ
を
養
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
〈
マ
タ
イ
６：

26
〉。

野
の
ゆ
り
が
ど
う
し
て
育
つ
の
か
、
よ
く
わ
き
ま
え
な
さ
い
。
働
き
も
せ
ず
、
紡つ
む

ぎ
も
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が

た
に
言
い
ま
す
。
栄
華
を
窮き
わ

め
た
ソ
ロ
モ
ン
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
花
の
一
つ
ほ
ど
に
も
着
飾
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
〈
マ
タ
イ

６：

28
、
29
〉。

わ
た
し
は
ま
こ
と
の
ぶ
ど
う
の
木
で
あ
り
、
わ
た
し
の
父
は
農
夫
で
す
。
わ
た
し
の
枝
で
実
を
結
ば
な
い
も
の
は
み
な
、
父
が
そ
れ

を
取
り
除
き
、
実
を
結
ぶ
も
の
は
み
な
、
も
っ
と
多
く
実
を
結
ぶ
た
め
に
、
刈
り
込
み
を
な
さ
い
ま
す
〈
ヨ
ハ
ネ
15：

１
、
２
〉。

あ
な
た
が
た
に
は
、
あ
す
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
が
た
の
い
の
ち
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
あ

な
た
が
た
は
、
し
ば
ら
く
の
間
現
わ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
消
え
て
し
ま
う
霧
に
す
ぎ
ま
せ
ん
〈
ヤ
コ
ブ
４：

14
〉。
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あ
な
た
が
た
が
新
し
く
生
ま
れ
た
の
は
、
朽
ち
る
種
か
ら
で
は
な
く
、
朽
ち
な
い
種
か
ら
で
あ
り
、
生
け
る
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
る

こ
と
の
な
い
、
神
の
こ
と
ば
に
よ
る
の
で
す
。「
人
は
み
な
草
の
よ
う
で
、
そ
の
栄
え
は
、
み
な
草
の
花
の
よ
う
だ
。
草
は
し
お
れ
、
花

は
散
る
。
し
か
し
、
主
の
こ
と
ば
は
、
と
こ
し
え
に
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。」〈
ペ
テ
ロ
第
一
１：

23
〜
25
〉。

彼
ら
は
、
あ
な
た
が
た
の
愛
餐
の
し
み
、
、

（
暗
礁
）
で
す
。
恐
れ
げ
も
な
く
と
も
に
宴
を
張
り
ま
す
が
、
自
分
だ
け
を
養
っ
て
い
る
者

で
あ
り
、
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
、
水
の
な
い
雲
、
実
を
結
ば
な
い
、
枯
れ
に
枯
れ
て
、
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
秋
の
木
、
自
分
の
恥
の

あ
わ
を
わ
き
立
た
せ
る
海
の
荒
波
、
さ
ま
よ
う
星
で
す
〈
ユ
ダ
12
、
13
〉。

以
上
、
そ
れ
こ
そ
枚
挙
ま
い
き
ょ

に
い
と
ま

、
、
、

あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
の
擬
人
化
ど
こ
ろ
か
、
神
の
擬
自
然
化
の
世
界
す
ら
開
け
て
い
る
こ
と
も
注
目

さ
れ
ま
す
。
自
然
を
人
間
に
敵
対
す
る
も
の
、
征
服
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
す
る
、
と
言
っ
た
反
キ
リ
ス
ト
教
論
が
、
全
く
い
た
だ
け
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
う
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

盻
　
造
化
に
し
た
が
い
〈
芭
蕉
〉

な
お
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
あ
の
芭
蕉
は
、「
笈お

い

の
小
文
こ
ぶ
み

」
に
お
い
て
、〝
造
化
〞
と
い
う
言
葉
を
語
っ
て
い
ま
す
。

風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化
に
し
た
が
ひ
四
時
し
い
じ

を
友
と
す
。
見
る
処
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
く
、
お
も
ふ
所
月
に
あ
ら
ず
と
い
ふ

事
な
し
。
像
か
た
ち
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
夷
狄
い
て
き

に
ひ
と
し
。
心
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
鳥
獣
に
類
す
。
夷
狄
を
出
で
、
鳥
獣
を
離
れ
て
、
造
化
に

し
た
が
ひ
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り
澹
。

と
。小

宮
豊
隆
は
、
こ
の
芭
蕉
の
言
う
「
造
化
」
と
は
、
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森
羅
万
象
の
奥
に
位
し
て
、
森
羅
万
象
を
し
て
森
羅
万
象
た
ら
し
め
る
、
根
源
の
活
力
で
あ
る
。
そ
れ
を
神
と
呼
び
佛
と
名
づ
け
る

の
は
、
名
づ
け
る
者
の
自
由
で
あ
る
が
、
然
し
芭
蕉
か
ら
言
へ
ば
、
こ
の
「
造
化
」
は
、
そ
の
神
や
佛
を
さ
へ
生
む
者
と
し
て
、
神
や

佛
の
更
に
奥
の
方
に
位
す
る
も
の
と
し
て
、
直
観
さ
れ
て
い
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
芭
蕉
に
と
っ
て
、「
造
化
」
と
「
自

然
」
と
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
濆
。

と
、
述
べ
て
い
ま
す
。

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
老
荘
風
の
色
合
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
芭
蕉
が
単
に
「
自
然
」
と
言
わ
ず
、「
造
化
」

│
英
訳
す
れ
ば
ク
リ
エ

ー
タ
ー
、「
万
物
を
創
造
し
、
化
育
し
た
神
、
造
物
主
、
造
物
者
、（
そ
の
意
味
で
の
）
天
地
宇
宙
」〈
広
辞
苑
〉

│
と
言
っ
た
と
こ
ろ

に
、
や
は
り
、
単
な
る
自
然
を
こ
え
た
背
後
に
あ
る
見
え
ざ
る
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
す
れ
ば
、〝
造
化
〞
を

信
じ
、〝
造
化
〞
の
観
点
よ
り
一
切
万
物
を
見
る
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
笈
の
小
文
」
は
、
き
わ
め
て
身
近
に
読
み
う

る
の
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
文
章
を
飜
案
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
も
の
、
創
造
主
に
し
た
が
ひ
四
時
を
友
と
す
。
見
る
処
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
く
、
お
も
ふ
所
月
に
あ
ら

ず
と
い
ふ
事
な
し
。
…
…
創
造
主
に
し
た
が
ひ
創
造
主
に
か
へ
れ
と
な
り
。

と
も
読
め
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
賛
美
歌
九
○
番
は
、
右
の
芭
蕉
の
一
文
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
文
学
的
香
気
を
も
っ
て
、
さ
ら
に
奥

の
奥
に
あ
る
造
化
・
創
造
神
を
仰
い
で
い
ま
す
。

こ
こ
も
か
み
の
　
　
み
く
に
な
れ
ば
、

あ
め
つ
ち
御
歌
を
　
う
た
い
か
わ
し
、

岩
に
樹
々
に
　
　
　
空
に
海
に
、
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た
え
な
る
御
業
ぞ
　
あ
ら
わ
れ
た
る
澪
。

決
し
て
、
聖
書
は
西
洋
的
合
理
主
義
者
風
の
無
風
流
・
没
風
雅
な
、
自
然
詩
の
成
り
立
つ
余
地
の
な
い
不
毛
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

眈
　
日
は
上
り
、
日
は
沈
み

こ
の
ほ
か
、
旧
約
聖
書
の
「
伝
道
者
の
書
」
に
は
、
有
名
な
〝
空
〞
観
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

空
の
空
。
伝
道
者
は
言
う
。
空
の
空
。
す
べ
て
は
空
。
日
の
下
で
、
ど
ん
な
に
労
苦
し
て
も
、
そ
れ
が
人
に
何
の
益
に
な
ろ
う
。

一
つ
の
時
代
は
去
り
、
次
の
時
代
が
来
る
。
し
か
し
地
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
。
日
は
上
り
、
日
は
沈
み
、
ま
た
も
と
の
上
る

所
に
帰
っ
て
行
く
。
風
は
南
に
吹
き
、
巡
っ
て
北
に
吹
く
。、
巡
り
巡
っ
て
風
は
吹
く
。
し
か
し
、
そ
の
巡
る
道
に
風
は
帰
る
。
川
は

み
な
海
に
流
れ
込
む
が
、
海
は
満
ち
る
こ
と
が
な
い
。
川
は
流
れ
込
む
所
に
、
ま
た
流
れ
る
。
す
べ
て
の
事
は
も
の
う
い
。
人
は
語

る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
目
は
見
て
飽
き
る
こ
と
も
な
く
、
耳
は
聞
い
て
満
ち
足
り
る
こ
と
も
な
い
。
昔
あ
っ
た
も
の
は
、
こ
れ
か

ら
も
あ
り
、
昔
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
起
こ
る
。
日
の
下
に
は
新
し
い
も
の
は
一
つ
も
な
い
。「
こ
れ
を
見
よ
。
こ
れ
は
新

し
い
。」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
よ
り
は
る
か
先
の
時
代
に
、
す
で
に
あ
っ
た
も
の
だ
…
…
。
私
は
、
日

の
下
で
行
な
わ
れ
た
す
べ
て
の
わ
ざ
を
見
た
が
、
な
ん
と
、
す
べ
て
が
む
な
し
い
こ
と
よ
。
風
を
追
う
よ
う
な
も
の
だ
。
…
…
知
恵

あ
る
者
は
、
そ
の
頭
に
目
が
あ
る
が
、
愚
か
な
者
は
や
み
の
中
を
歩
く
。
し
か
し
、
み
な
、
同
じ
結
末
に
行
き
着
く
こ
と
を
私
は
知

っ
た
。
私
は
心
の
中
で
言
っ
た
。「
私
も
愚
か
な
者
と
同
じ
結
末
に
行
き
着
く
の
な
ら
、
そ
れ
で
は
私
の
知
恵
は
私
に
何
の
益
に
な
ろ

う
か
。」
私
は
心
の
中
で
語
っ
た
。「
こ
れ
も
ま
た
む
な
し
い
。」
と
。
…
…
ど
ん
な
に
人
が
知
恵
と
知
識
と
才
能
を
も
っ
て
労
苦
し
て

も
、
何
の
労
苦
も
し
な
か
っ
た
者
に
、
自
分
の
分
け
前
を
譲ゆ
ず

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
む
な
し
く
、
非
常
に
悪
い
こ

と
だ
。
実
に
、
日
の
下
で
骨
折
っ
た
い
っ
さ
い
の
労
苦
と
思
い
煩
い
は
、
人
に
何
に
な
ろ
う
。
そ
の
一
生
は
悲
し
み
で
あ
り
、
そ
の

仕
事
に
は
悩な
や

み
が
あ
り
、
そ
の
心
は
夜
も
休
ま
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
む
な
し
い
〈
伝
道
者
の
書
１：

２
〜
２：

23
〉。
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145

人
生
の
無
常
、
歴
史
の
非
情
を
語
る
伝
道
者
の
語
り
く
ち
は
、
雄
大
に
し
て
、
単
調
な
、
大
自
然
の
反
復
・
く
り
か
え
し
の
調し
ら

べ
を
背

景
と
し
て
、
い
つ
ま
で
も
語
ら
れ
る
の
で
す
。
人
は
、
次
の
鴨
長
明
の
言
葉
を
連
想
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ゆ
く
河
の
な
が
れ
は
た
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ
ど
み
に
う
か
ぶ
う
た
か
た
は
か
つ
き
え
か
つ
む
す
び
て
、
ひ

さ
し
く
と
ど
ま
る
事
な
し
。
世
中
に
あ
る
、
人
と
栖
す
み
か
と
又
か
く
の
ご
と
し
。
た
ま
し
き
の
み
や
こ
の
う
ち
に
棟む
ね

を
な
ら
べ
、
い
ら
か
を

あ
ら
そ
へ
る
た
か
き
い
や
し
き
人
の
す
ま
ひ
は
世
々
を
へ
て
つ
き
せ
ぬ
物
な
れ
ど
も
、
是
を
ま
こ
と
か
と
尋
ぬ
れ
ば
、
昔
し
あ
り
し
家

は
ま
れ
な
り
。
或
は
こ
ぞ
や
け
て
、
こ
と
し
は
作
り
、
或
は
大
家
ほ
ろ
び
て
小
家
と
な
る
。
す
む
人
も
是
に
同
じ
。
と
こ
ろ
も
か
は
ら

ず
、
人
も
お
ほ
か
れ
ど
、
い
に
し
へ
見
し
人
は
二
三
十
人
が
中
に
わ
づ
か
に
ひ
と
り
ふ
た
り
な
り
。
朝
あ
し
た

に
死
に
、
夕
に
生
る
ゝ
な
ら
ひ
、

た
ゞ
水
の
泡
に
ぞ
似
り
け
る
。
不
知
、
う
ま
れ
死
ぬ
る
人
い
づ
か
た
よ
り
き
た
り
、
い
づ
か
た
へ
か
去
る
。
又
不
知
、
か
り
の
や
ど
り
、

た
が
為
に
か
心
を
な
や
ま
し
、
な
に
に
よ
り
て
か
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
。
そ
の
あ
る
じ
と
す
み
か
と
無
常
を
あ
ら
そ
ふ
さ
ま
、
い

は
ゞ
あ
さ
が
ほ
の
露
に
こ
と
な
ら
ず
。
或
は
露
お
ち
て
花
の
こ
れ
り
。
の
こ
る
と
い
へ
ど
も
あ
さ
日
に
か
れ
ぬ
。
或
は
花
し
ぼ
み
て
露

き
え
ず
。
き
え
ず
と
い
へ
ど
も
、
夕
を
ま
つ
事
な
し
濟
。

人
事
の
転
変
は
な
は
だ
し
き
様
を
、
ま
ず
、
川
の
流
れ
、
よ
ど
み
に
浮
か
ぶ
泡
沫
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
印
象
づ
け
た
点
、「
伝
道
者
の
書
」

と
同
巧
異
曲
、
い
な
同
巧
同
曲
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
、「
方
丈
記
」
の
最
後
が
、

み
づ
か
ら
心
に
と
ひ
て
い
は
く
、
よ
を
の
が
れ
て
、
山
林
に
ま
じ
は
る
心
を
ゝ
さ
め
て
、
道
を
お
こ
な
は
む
と
な
り
。
し
か
る
を
汝

す
が
た
は
聖
人
ひ
じ
り

に
似
て
心
は
に
ご
り
に
し
め
り
、
す
み
か
は
す
な
は
ち
浄
名
居
士
の
あ
と
を
け
が
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
た
も
つ
と
こ
ろ

は
わ
づ
か
に
周
梨
般
特

し
ゅ
り
は
ん
ど
く

が
行
に
だ
に
お
よ
ば
ず
。
若も
し

、
こ
れ
貧
賤
の
報
の
み
づ
か
ら
な
や
ま
す
か
、
は
た
又
妄
心
の
い
た
り
て
狂
せ
る

か
。
そ
の
と
き
、
心
更
に
こ
た
ふ
る
事
な
し
。
只
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
不
請
ふ
し
ょ
う

の
阿
弥
陀
佛
両
三
遍
申
て
、
や
み
ぬ
濕
。



と
い
う
風
に
、
閑
居
の
隠
者
ら
し
く
、
不
徹
底
な
無
常
・
厭
世
的
気
分
の
中
に
一
種
の
低
徊
趣
味
的
な
安
慰
を
も
っ
て
終
る
の
に
対
し
て
、

「
伝
道
の
書
」
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
も
う
す
べ
て
が
聞
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
神
を
恐
れ
よ
。
神
の
命
令
を
守
れ
。
こ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
す
べ
て

で
あ
る
。
神
は
、
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
隠
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
わ
ざ
を
さ
ば
か
れ
る
か
ら
だ
〈
伝
道
者
の
書

12：

13
、
14
〉。

と
い
う
風
に
、
一
転
し
て
、
人
格
的
な
運
命
の
支
配
者
な
る
神
に
対
す
る
畏
敬
へ
と
、
お
の
れ
を
ひ
き
し
め
て
い
る
の
は
、
彼
我
ひ

が

の
相
違

と
し
て
、
注
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、「
平
家
物
語
」
の
巻
頭
の
言
葉
も
思
い
出
さ
れ
ま
し
ょ
う
か
。

祇
園
精
舎

ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
あ
り
、
沙
羅
雙
樹

し
ょ
ら
そ
う
じ
ゅ

の
花
の
色
、
盛
者
必
衰

し
ょ
う
じ
ゃ
ひ
っ
す
い
の
理
を

　
こ
と
わ
り
　

あ
ら
は
す
。
驕お
ご

れ
る
も
の
久
し
か
ら
ず
、

た
ゞ
春
の
夜
の
夢
の
如
し
。
猛た
け

き
人
も
遂
に
は
滅
び
ぬ
。
ひ
と
へ
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ
。
遠
く
異
朝
を
と
ぶ
ら
ふ
に
、
秦
の
趙
高

ち
ょ
う
こ
う
、

漢
の
王
莽
お
う
も
う

、
梁
り
ょ
う
の
周
伊
、
唐
の
禄
山
ろ
く
ざ
ん

、
こ
れ
ら
は
皆
、
舊
主
先
皇
せ
ん
こ
う

の
政
に

　
ま
つ
り
ご
と

も
従
わ
ず
、
楽
を

　
　
た
の
し
み
　
　極
め
、
諌
い
さ
め
を
も
思
ひ
入
れ
ず
、
天
下
の
乱

れ
ぬ
事
を
悟
ら
ず
し
て
、
民
間
の
憂
ふ
る
所
を
知
ら
ざ
り
し
か
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
亡
じ
に
し
も
の
ど
も
な
り
。
近
く
本
朝
を
窺
ふ

に
、
承
平
の
将
門
ま
さ
か
ど

、
天
慶

て
ん
ぎ
ょ
う
の
純
友
、
康
和
の
義
親
、
平
治
の
信
頼
、
こ
れ
ら
は
驕
れ
る
事
も
、
猛
き
心
も
、
皆
と
り
ど
り
な
り
し
か
ど
も
、

ま
ぢ
か
く
は
六
波
羅

ろ
く
は
ら

の
入
道
前さ
き

の
太
政
大
臣
の
朝
臣
あ
そ
ん

清
盛
公
と
申
し
ゝ
人
の
有
様
、
伝
え
承
る

　
　
う
け
た
ま
わ
　
　こ
そ
、
心
も
こ
と
ば
も
及
ば
れ
ぬ
濬
。

こ
れ
に
対
應
す
る
も
の
と
し
て
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
モ
ー
セ
の
祈
祷
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
照
応
の
便
の
た
め
に
、
同
じ
く
文
語
文

で
。
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147

主
よ
、
な
ん
ぢ
は
往
古
い
に
し
え

よ
り
世
々
わ
れ
ら
の
居す
み

所
に
て
ま
し
ま
せ
り
。
山
い
ま
だ
生な

り
い
で
ず
、
汝
い
ま
だ
地
と
世
界
と
を
つ
く
り

給
わ
ざ
り
し
と
き
、
永
遠
よ
り
と
こ
し
へ
ま
で
、
な
ん
ぢ
は
神
な
り
。
な
ん
ぢ
人
を
塵
に
か
へ
ら
し
め
て
宣
は
く
、
人
の
子
よ
な
ん
ぢ

ら
帰
れ
と
。
な
ん
ぢ
の
目
前
に
は
千
年
ち
と
せ

も
す
で
に
す
ぐ
る
昨
日
の
如
く
、
ま
た
夜
間
の
ひ
と
ゝ
き
に
お
な
じ
、
な
ん
じ
こ
れ
ら
を
大
水

の
ご
と
く
流
れ
去
ら
し
め
給
ふ
。
か
れ
ら
は
一
夜
の
寝
ね
む
り
の
ご
と
く
、
朝
あ
し
た
に
は
え
い
づ
る
青
草
の
ご
と
し
。
朝
に
生
え
い
で
て
さ
か
え
、

夕
に
は
苅
ら
れ
て
枯
る
ゝ
な
り
。
わ
れ
ら
は
な
ん
ぢ
の
怒
に
よ
り
て
消
え
う
せ
、
汝
の
い
き
ど
ほ
り
に
よ
り
て
怖
ぢ
ま
ど
ふ
。
汝
わ
れ

ら
の
不
義
を
み
ま
へ
に
置
き
、
わ
れ
ら
の
隠
れ
た
る
つ
み
を
聖
顔
み
か
お

の
光
の
な
か
に
お
き
給
へ
り
。
我
等
の
も
ろ
も
ろ
の
日
は
な
ん
ぢ
の

怒
に
よ
り
て
過
ぎ
去
り
、
わ
れ
ら
が
凡す
べ

て
の
年
の
つ
く
る
は
一
息
の
ご
と
し
。
わ
れ
ら
が
年
を
ふ
る
日
は
七
十
才

な
な
そ
じ

に
す
ぎ
ず
、
あ
る
い

は
壮
す
こ
や

か
に
し
て
八
十
才

や

そ

じ

に
い
た
ら
ん
。
さ
れ
ど
、
そ
の
誇
る
と
こ
ろ
は
、
た
ゞ
勤
労
と
か
な
し
み
と
の
み
、
そ
の
去
り
ゆ
く
こ
と
速

す
み
や

か

に
し
て
、
我
等
も
ま
た
飛
び
去
れ
り
〈
詩
90：

１
〜
10
〉。

も
っ
と
も
、
こ
の
時
で
も
、
死
は
見
え
ざ
る
お
か
た
の
前
に
お
け
る
罪
へ
の
審
判
と
し
て
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
て
、
単
な
る
無
常

感
に
尽
き
ず
、
そ
の
奥
に
い
ま
す
神
を
視
座
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

眇
　
空
の
鳥
・
野
の
百
合

そ
れ
に
、
天
下
周
知
の
も
の
と
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
、
あ
の
山
上
の
垂
訓
の
一
節
を
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、
事
た
り
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
も
、
文
語
文
で
引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

空
の
鳥
を
見
よ
、
播ま

か
ず
、
刈
ら
ず
、
倉
に
収
め
ず
、
然
る
に
汝
ら
の
天
の
父
は
、
こ
れ
を
養
ひ
た
ま
ふ
。
汝
ら
は
之
よ
り
も
遥
か

に
優
る
る
者
な
ら
ず
や
。
汝
ら
の
中
た
れ
か
思
ひ
煩
わ
ず
ら
ひ
て
身
の
長た
け

一
尺
を
加
へ
得
ん
や
。
又
な
に
ゆ
え
衣
の
こ
と
を
思
い
煩
ふ
や
。
野

の
百
合
は
如
何
に
し
て
育
つ
か
を
思
へ
、
労
せ
ず
、
紡
が
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
我
な
ん
ぢ
ら
に
告
ぐ
、
栄
華
を
極
め
た
る
ソ
ロ
モ
ン
だ

に
、
そ
の
服
装
よ
そ
お
い

こ
の
花
の
一
つ
に
も
及
か
ざ
り
き
。
今
日
あ
り
て
明
日
、
爐
に
投
げ
入
れ
ら
る
る
野
の
草
を
も
、
神
は
か
く
装
ひ
給
へ



ば
、
ま
し
て
汝
ら
を
や
、
あ
あ
信
仰
う
す
き
者
よ
。
…
…
こ
の
故
に
明
日
の
こ
と
を
思
ひ
煩
ふ
な
、
明
日
は
明
日
み
づ
か
ら
思
ひ
煩
は

ん
。
一
日
の
苦
労
は
一
日
に
て
足
れ
り
〈
マ
タ
イ
６：

26
〜
34
〉。

こ
こ
に
お
い
て
、
自
然
愛
は
、
単
な
る
自
然
愛
と
し
て
、
水
平
的
・
平
面
的
に
た
ゆ
と
う
に
止
ま
ら
ず
、
神
の
慈
愛
、
神
の
恩
恵
、
小

雀
一
羽
、
野
花
一
本
も
、
も
れ
る
こ
と
な
き
神
の
恵
み
と
し
て
、
一
層
反
響
し
て
行
く
の
で
す
。

し
か
も
、
こ
の
「
野
の
百
合
」
は
、
決
し
て
「
摘
取
ら
れ
」、「
手
を
加
へ
」、「
力
を
加
へ
」、「
薬
を
注
ぎ
」、「
試
験
管
に
入
れ
」
て
、

ど
う
な
る
か
と
検
査
さ
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
ま
ま
で
、
野
の
百
合
は
野
の
百
合
と
し
て
、
そ
れ
こ
そ
、
そ
れ
に
「
手

を
触
れ
」
る
こ
と
な
く
、「
美
」
と
さ
れ
、「
聖
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
栄
華
を
極
め
た
る
ソ
ロ
モ
ン
だ
に
、
そ
の
服
装
よ
そ
お
い

こ
の
花
の
一

つ
に
も
及し

か
ざ
り
き
」
と
ま
で
も
！
そ
う
で
す
、
こ
こ
に
は
、
天
地
創
造
の
初
め
、「
神
そ
の
造
り
た
る
す
べ
て
の
物
を
見
た
ま
ひ
け
る

に
、
は
な
は
だ
善
か
り
き
」〈
創
世
記
１：

31
〉
と
い
う
言
葉
の
木
霊
も
聞
こ
え
て
い
ま
す
。

第
三
章
　
人
格
神
の
恵
み
の
世
界

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
拙
師
の
言
う
と
こ
ろ
の
〝
日
本
的
霊
性
〞
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
の
相
違
は
、
前
者
に
あ
る
〝
美
感
〞
や

軛同
感
〞
が
後
者
に
欠
け
て
い
る
こ
と
で
な
く
し
て
、
後
者
に
は
前
者
の
〝
美
感
〞
や
〝
同
感
〞
が
、
そ
の
ま
ま
保
有
さ
れ
て
い
る
と
共

に
、
前
者
が
行
き
つ
い
て
安
穏
た
る
と
こ
ろ
、
そ
の
終
点
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
上
の
、
人
格
的
な
神
の
恵
み
の
世
界
、

い
つ
く
し
み
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
行
く
と
い
う
事
だ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
佛
教
は
基
督
教
を
も
包
含
し
う
る
が
、
基
督
教
は
佛
教
を
包
含
し
え
な
い
濔
」
と
言
う
大
拙
の
言
葉
は
、
む
し
ろ
、
逆
に
し
て
お
返
し

し
た
い
の
で
す
。
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盧
　
「
日
々
是
好
日
」
観

な
る
ほ
ど
、
禅
の
世
界
に
も
、「
日
々
是
好
日
」
観
が
あ
り
ま
す
。
聖
書
に
、「
一
日
の
苦
労
は
一
日
に
て
足
れ
り
」〈
マ
タ
イ
６：

34
〉

と
い
う
世
界
が
あ
る
よ
う
に
。
し
か
し
、「
日
々
是
好
日
」
の
方
に
は
、
そ
の
心
境
へ
の
愉
悦
が
あ
る
だ
け
で
す
が
、「
一
日
の
苦
労
は
一

日
に
て
足
れ
り
」
の
方
に
は
、
そ
の
背
後
に
、
空
の
鳥
一
羽
、
野
の
百
合
一
本
に
も
注
が
れ
る
人
格
神
の
慈
愛
、「
汝
ら
の
天
の
父
は
す
べ

て
こ
れ
ら
の
物
の
汝
ら
に
必
要
な
る
を
知
り
給
ふ
な
り
。
…
…
す
べ
て
こ
れ
ら
の
物
は
汝
ら
に
加
へ
ら
る
べ
し
。」〈
マ
タ
イ
６：

32
、
33
〉

と
い
う
、
人
格
的
存
在
の
保
障
が
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
大
拙
師
推
奨
の
、

晴
れ
て
よ
し

曇
り
て
も
よ
し

富
士
の
山

元
の
姿
は
変
ら
ざ
り
け
り
濘

と
い
う
歌
も
、

わ
れ
山
に
む
か
ひ
て
目
を
あ
ぐ
、

わ
が
助
け
は
い
づ
こ
よ
り
き
た
る
や
。

わ
が
た
す
け
は
天
地
あ
め
つ
ち

を
つ
く
り
た
ま
へ
る

エ
ホ
バ
よ
り
き
た
る
。〈
詩
121：

１
、
２
〉
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と
い
う
詩
篇
と
並
べ
く
ら
べ
る
と
き
、
何
と
も
散
文
的
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
詩
人
・
山
々
そ
し
て
神
が
、
い
と
も
幽
微
に
響
存
す

る
を
見
よ
、
で
す
。

同
じ
く
自
然
詩
歌
と
し
て
、〝
万
葉
集
〞
中
の
、

天あ
め

の
海
に
雲
の
波
た
ち
月
の
船

星
の
林
に
漕こ

ぎ
隠か
く

る
見
ゆ
濱

の
大
き
さ
、
面
白
さ
を
賞め

で
る
者
は
、

巨
大
お
お
い

な
る
光
を
つ
く
り
た
ま
へ
る
者
に
か
ん
し
ゃ
せ
よ
、
そ
の
憐
憫
あ
わ
れ
み

は
と
こ
し
へ
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り
。
昼
を
つ
か
さ
ど

ら
す
る
た
め
に
日
を
つ
く
り
た
ま
へ
る
者
に
か
ん
し
ゃ
せ
よ
、
そ
の
憐
憫
は
と
こ
し
へ
に
た
ゆ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り
。
夜
を
つ
か
さ

ど
ら
す
る
た
め
に
月
と
も
ろ
も
ろ
の
星
と
を
つ
く
り
た
ま
へ
る
者
に
か
ん
し
ゃ
せ
よ
、
そ
の
憐
憫
は
と
こ
し
へ
に
た
ゆ
る
こ
と
な
け
れ

ば
な
り
〈
詩
136：

７
〜
９
〉。

あ
る
い
は
、

エ
ホ
バ
は
も
ろ
も
ろ
の
星
の
数
を
か
ぞ
へ
て
、
す
べ
て
こ
れ
に
名
を
あ
た
へ
た
ま
ふ
。
わ
れ
ら
の
主
は
大
い
な
り
、
そ
の
能
力
も
ま

た
大
い
な
り
。
そ
の
知
慧
は
き
は
ま
り
な
し
。
エ
ホ
バ
は
柔
和
な
る
も
の
を
さ
さ
へ
、
悪
し
き
も
の
を
地
に
ひ
き
お
と
し
た
ま
ふ
。
エ

ホ
バ
に
感
謝
し
て
う
た
へ
、
琴
に
あ
は
せ
て
わ
れ
ら
の
神
を
ほ
め
う
た
へ
。
エ
ホ
バ
は
雲
を
も
っ
て
天
を
お
ほ
ひ
、
地
の
た
め
に
雨
を

そ
な
へ
、
も
ろ
も
ろ
の
山
に
草
を
は
え
し
め
、
く
ひ
も
の
を
獣
に
あ
た
へ
、
ま
た
鳴
く
小
鴉
こ
が
ら
す

に
あ
た
へ
た
ま
ふ
〈
詩
147：

４
〜
９
〉。
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の
大
き
さ
と
、
滋
味
に
同
感
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
し
、
同
じ
く
自
然
詠
唱
の
名
歌
、

東
の

　
ひ
む
が
し
　
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て

か
へ
り
み
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ
濮

に
射
す
暁
光
の
清
爽
感
と
、
今
日
の
日
の
活
動
へ
の
心
備
え
に
眼
光
を
次
第
に
増
し
て
行
く
歌
人
の
面
影
は
、
同
じ
く
露
営
・
野
宿
の
境

涯
の
中
で
歌
わ
れ
た
、

わ
れ
臥
し
て
い
ね
、

ま
た
目
さ
め
た
り
、

エ
ホ
バ
わ
れ
を
支
へ
た
ま
へ
ば
な
り

〈
詩
３：

５
〉

の
中
に
も
、
思
い
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
人
麿
の
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
と
「
月
」
が
、
ダ
ビ
デ
に
お
い
て
は
、「
エ
ホ
バ
」、
す
な
わ

ち
「
神
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
聖
書
詩
人
の
独
擅
場
で
し
ょ
う
。
い
や
、
流
浪
・
漂
泊
の
詩
人
ダ
ビ
デ
が
、
ふ
と
目
ざ
め
た

視
野
に
は
、
枕
頭
の
草
葉
に
輝
く
朝
露
の
玉
と
、
人
麿
が
見
た
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
と
、
か
た
ぶ
く
「
月
」
も
映
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
が
、
そ

こ
に
湧
然
と
わ
き
上
っ
て
来
た
想
い
は
、「
エ
ホ
バ
わ
れ
を
支
へ
た
ま
へ
ば
な
り
」
と
い
う
、
人
格
神
の
恵
み
で
あ
っ
た
の
で
す
。

な
お
、
日
と
月
と
言
へ
ば
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
で
、

我
な
ん
ぢ
の
指
の
わ
ざ
な
る
天
を
観み

、
な
ん
ぢ
の
設
け
た
ま
へ
る
月
と
星
と
を
み
る
に
、
世
人
は
い
か
な
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
を

聖
念
み
こ
こ
ろ

に
と
め
た
ま
ふ
や
、
人
の
子
は
い
か
な
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
を
顧
み
た
ま
ふ
や
〈
詩
８：

３
、
４
〉
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と
し
て
、
単
な
る
日
月
星
辰
の
賛
歌
を
越
え
た
、
そ
の
日
月
星
辰
に
対
す
る
、
お
の
れ
の
卑
小
さ
へ
の
屈
折
。
そ
し
て
、
そ
の
卑
小
な
る

者
ら
に
対
す
る
創
造
主
の
御
愛
顧
へ
と
、
視
野
は
打
ち
開
か
れ
る
の
で
す
。
大
自
然
の
壮
麗
さ
が
、
屈
し
て
は
人
の
子
ら
の
謙
卑
と
な
り
、

ひ
る
が
え
っ
て
は
慈
愛
の
神
の
賛
歌
と
高
鳴
る
の
で
す
。

あ
る
い
は
、
良
寛
の
境
地
、

焚
く
ほ
ど
は
風
が
持
て
く
る
落
葉
か
な

も
、

あ
な
た
が
た
が
早
く
起
き
る
の
も
、
お
そ
く
休
む
の
も
、
辛
苦
の
糧か
て

を
食
べ
る
の
も
、
そ
れ
は
む
な
し
い
。

主
は
そ
の
愛
す
る
者
に
は
、
眠
っ
て
い
る
間
に
、
こ
の
よ
う
に
備
え
て
く
だ
さ
る
。〈
詩
127：

２
〉

と
い
う
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
に
包
攝
さ
れ
、
し
か
も
、「
風
」
の
背
後
に
、
風
を
使
者
と
す
る
主
な
る
神
が
見
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
も
、
こ
の
視
野
は
、
次
の
詩
篇
に
お
い
て
、
も
は
や
こ
れ
以
上
は
あ
り
え
よ
う
と
は
思
え
な
い
壮
大
で
豊
か
な
興
趣
の
シ
ン
フ
ォ

ニ
ー
と
な
り
ま
す
。

主
は
泉
を
谷
に
送
り
、
山
々
の
間
を
流
れ
さ
せ
、

野
の
す
べ
て
の
獣
に
飲
ま
せ
ら
れ
ま
す
。

野
ろ
ば
も
渇
き
を
い
や
し
ま
す
。

そ
の
か
た
わ
ら
に
は
空
の
鳥
が
住
み
、

枝
の
間
で
さ
え
ず
っ
て
い
ま
す
。
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153

主
は
そ
の
高
殿
た
か
ど
の

か
ら
山
々
に
水
を
注
ぎ
、

地
は
あ
な
た
の
み
わ
ざ
の
実み

に
よ
っ
て

満
ち
足
り
て
い
ま
す
。

主
は
家
畜
の
た
め
に
草
を
、

ま
た
、
人
に
役
立
つ
植
物
を
生
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

人
が
地
か
ら
食
物
を
得
る
た
め
に
。

ま
た
、
人
の
心
を
喜
ば
せ
る
ぶ
ど
う
酒
を
も
。

油
に
よ
る
よ
り
も
顔
を
つ
や
や
か
に
す
る
た
め
に
。

ま
た
、
人
の
心
を
さ
さ
え
る
食
物
を
も
。

主
の
木
々
は
満
ち
足
り
て
い
ま
す
。

主
の
植
え
た
レ
バ
ノ
ン
の
杉
の
木
も
。

そ
こ
に
、
鳥
は
巣
を
か
け
、

こ
う
の
と
り
は
、
も
み
の
木
を
そ
の
宿
と
し
て
い
ま
す
。

高
い
山
は
野
や
ぎ
の
た
め
、

岩
は
岩
だ
ぬ
き
の
隠
れ
場
。

主
は
季
節
の
た
め
に
月
を
造
ら
れ
ま
し
た
。

太
陽
は
そ
の
沈
む
所
を
知
っ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
が
や
み
を
定
め
ら
れ
る
と
、
夜
に
な
り
ま
す
。

夜
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
森
の
獣
が
動
き
ま
す
。

若
い
獅
子
し

し

は
お
の
れ
の
え
じ
き
の
た
め
に
ほ
え
た
け
り
、



神
に
お
の
れ
の
食
物
を
求
め
ま
す
。

日
が
上
る
と
、
彼
ら
は
退
い
て
、

自
分
の
ね
ぐ
ら
に
横
に
な
り
ま
す
。

人
は
お
の
れ
の
仕
事
に
出
て
行
き
、

夕
暮
れ
ま
で
そ
の
働
き
に
つ
き
ま
す
。

主
よ
。
あ
な
た
の
み
わ
ざ
は
な
ん
と
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
な
た
は
、
そ
れ
ら
を
み
な
、

知
恵
を
も
っ
て
造
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

地
は
あ
な
た
の
造
ら
れ
た
も
の
で
満
ち
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
大
き
く
、
広
く
広
が
る
海
が
あ
り
、

そ
の
中
で
、
は
う
も
の
は
数
知
れ
ず
、

大
小
の
生
き
物
も
い
ま
す
。

そ
こ
を
船
が
通か
よ

い
、

あ
な
た
が
造
ら
れ
た
レ
ビ
ャ
タ
ン
も
、

そ
こ
で
戯
た
わ
む
れ
ま
す
。

彼
ら
は
み
な
、
あ
な
た
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。

あ
な
た
が
時
に
し
た
が
っ
て

食
物
を
お
与
え
に
な
る
こ
と
を
。

あ
な
た
が
お
与
え
に
な
る
と
、
彼
ら
は
集
め
、

あ
な
た
が
御
手
を
開
か
れ
る
と
、
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彼
ら
は
良
い
も
の
で
満
ち
足
り
ま
す
。

〈
詩
104：

10
〜
28
〉

こ
こ
に
は
、
鳥
羽
僧
正
の
〝
鳥
獣
戯
画
〞
の
世
界
、
山
水
四
季
の
文
人
画
、
屏
風
絵
の
世
界
が
一
層
拡
大
さ
れ
て
楽
し
く
展
開
さ
れ
、

バ
ッ
ク
に
は
、
サ
ン
サ
ー
ン
ス
の
〝
動
物
の
謝
肉
祭
〞
す
ら
聞
こ
え
て
来
ま
す
。
ま
た
、

今
日
あ
り
て
明
日
、
爐
に
投
げ
入
れ
ら
る
る
野
の
草
を
も
、
神
は
か
く
装
ひ
給
へ
ば
、
ま
し
て
汝
ら
を
や
〈
マ
タ
イ
６：

30
〉

と
い
う
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
も
、
あ
わ
せ
聞
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

盪
〝
お
か
げ
さ
ま
で
〞
考

な
お
大
拙
は
、「
日
本
の
再
発
見
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
ま
し
た
。

わ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
自
然
」
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
そ
の
日
そ
の
日
を
送
る
の
で
あ
る
。
明
白
に
意
識
の
表
面
に
出
て
来
な
く
て
も
、

冥
々
の
う
ち
に
、
こ
の
感
覚
を
、
わ
れ
ら
日
本
人
は
い
ず
れ
も
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
こ
ぶ

る
含
蓄
に
富
ん
で
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
の
で
、
少
し
く
こ
れ
を
弁
ず
る
。

道
で
人
に
会
う
。
い
わ
く
「
君
、
近
ご
ろ
は
い
か
が
」
と
。
そ
の
答
え
は
た
い
て
い
「
お
か
げ
で
、
と
に
か
く
、
や
っ
て
い
ま
す
。」

と
で
る
で
あ
ろ
う
。「
お
か
げ
で
」
は
ど
ん
な
こ
と
を
意
味
す
る
か
。「
か
げ
」
と
い
え
ば
、
こ
れ
が
実
質
と
な
る
も
の
は
何
か
。
す
な

わ
ち
「
だ
れ
」
の
お
か
げ
か
。「
何
」
の
お
か
げ
か
。
し
か
し
て
こ
の
実
質
が
、
こ
の
人
に
対
し
て
、
そ
の
表
象
た
る
「
影
像
」
に
よ
り

て
、
い
か
な
る
「
力
」
を
仮か

し
与
え
た
か
。
そ
の
上
、
こ
の
「
力
」
な
る
も
の
が
、
い
か
に
も
不
思
議
な
も
の
で
、
生
き
て
い
る
一
人

の
実
質
あ
る
人
間
に
対
し
て
、
そ
の
健
康
と
幸
福
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
行
く
と
、
ま
だ
さ
き
ざ
き
に
種
々
の
問
題
が
出
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
で
打
ち
切
っ
て
、
一
口
に
、

こ
の
「
か
げ
」
の
名
で
通
っ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
あ
る
「
実
質
」
を
何
か
と
い
う
と
、
究
極
の
と
こ
ろ
は
「
自
然
」
に
帰
る
よ
り
ほ

か
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
無
意
識
な
が
ら
に
、
わ
れ
ら
を
そ
の
中
に
容い

れ
て
い
る
、
不
思
議
の
「
力
」
を
も
っ
て
い
る
「
自
然
」

│
こ
れ
が
あ
る
の
で
わ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
今
日
」
あ
る
を
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
四
恩
中
の
第
四
「
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う
」
の
恩
と
い
う

の
で
あ
る
。「
衆
生
」
は
、
佛
教
の
言
葉
で
、
一
切
万
物
を
そ
の
中
に
容
れ
て
い
る
「
自
然
」
の
義
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
わ
れ
は
「
自
然
」
の
力
、「
自
然
」
の
お
か
げ
、
そ
の
中
に
は
、
相
手
の
友
だ
ち
、
そ
の
他
の
人
間
は
言
う
に
及
ば
ず
、
天
地
の
間
に

存
在
す
る
現
在
、
過
去
お
よ
び
未
来
の
一
切
の
も
の
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
「
力
」、
目
に
見
え
ぬ
「
力
」
に
、
護
持
せ
ら
れ
て
、
自
分

だ
け
で
な
い
、
わ
れ
と
人
と
と
も
ど
も
に
、
い
ず
れ
も
い
ず
れ
も
今
日
の
生
命
を
続
け
て
行
け
る
の
で
あ
る
。
単
に
「
お
か
げ
」
と
い

っ
て
、
だ
れ
の
、
ま
た
は
何
の
「
お
か
げ
」
と
も
言
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
、
い
か
に
も
め
い
め
い
の
「
力
」
に
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
、
人

間
生
活
の
真
実
相
が
う
か
が
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
「
お
か
げ
で
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
無
限
の
意
義
が
あ
り
、
ま
た
い
う
に

い
わ
れ
ぬ
「
あ
り
が
た
さ
」
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
ら
は
普
通
に
何
の
気
な
し
に
「
お
か
げ
さ
ま
」
を
乱
発
す
る
が
、
こ
の
日
本

人
の
心
理
の
う
ち
に
あ
る
も
の
、
し
か
し
て
日
本
人
は
無
意
識
に
す
ま
し
て
い
る
も
の
、
こ
れ
を
今
度
は
、
意
識
の
表
面
に
持
ち
出
し

て
来
て
、
再
認
識
し
た
い
の
で
あ
る
。

「
日
本
の
再
発
見
」
の
う
ち
に
種
々
の
発
見
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
中
の
最
大
級
に
大
切
な
こ
の
「
お
か
げ
さ
ま
」
を
入
れ
て
お
き

た
い
の
で
あ
る
。

「
お
か
げ
さ
ま
」
の
う
ら
に
あ
る
「
あ
り
が
た
さ
」
も
、
ま
た
そ
れ
に
添
え
つ
け
て
、
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

西
洋
人
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
人
は
、
別
れ
る
と
き
に
「
グ
ッ
ド
・
バ
イ
」
と
い
う
。「
神
な
ん
ぢ
と
共
に
あ
れ
」
の
義
で
あ

る
。
日
本
の
人
は
、
相
会
う
と
き
に
「
お
か
げ
さ
ま
で
」
を
、
感
謝
の
心
を
も
っ
て
、
お
互
い
に
あ
い
さ
つ
す
る
。
西
も
東
も
、
今
日

で
は
、
無
意
識
中
の
会
釈
え
し
ゃ
く

で
あ
る
が
、
そ
の
底
に
あ
る
深
い
も
の
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。

日
本
の
人
は
、
こ
と
に
い
ず
れ
も
が
「
自
然
」
の
中
に
生
き
て
い
る
事
実
を
認
識
し
て
、
そ
こ
へ
帰
る
べ
き
で
あ
る
濛
。
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こ
の
よ
う
な
禅
者
臭
ふ
ん
ぷ
ん
た
る
陶
酔
的
語
り
は
、
い
つ
ま
で
も
つ
づ
き
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、「
た
だ
『
お
か
げ
で
』

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
無
限
の
意
義
が
あ
り
、
ま
た
い
う
に
い
わ
れ
ぬ
『
あ
り
が
た
さ
』
が
か
く
さ
れ
て
い
る
」
か
、
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

り
、「『
か
げ
』
と
い
え
ば
、
こ
れ
が
実
質
と
な
る
も
の
は
何
か
。
す
な
わ
ち
『
だ
れ
』
の
お
か
げ
か
。『
何
』
の
お
か
げ
か
。
し
か
し
て
こ

の
実
質
が
、
こ
の
人
に
対
し
て
、
そ
の
表
象
た
る
『
影
像
』
に
よ
り
て
、
い
か
な
る
『
力
』
を
仮か

し
与
え
た
か
。
そ
の
上
、
こ
の
『
力
』

な
る
も
の
が
、
い
か
に
も
不
思
議
な
も
の
で
、
生
き
て
い
る
一
人
の
実
質
あ
る
人
間
に
対
し
て
、
そ
の
健
康
と
幸
福
と
を
保
証
し
て
く
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
行
く
と
、
ま
だ
さ
き
ざ
き
に
種
々
の
問
題
が
出
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
れ
で
打
ち
切
っ
て
、
一

口
に
、
こ
の
『
か
げ
』
の
名
で
通
っ
て
い
る
、
そ
の
後
ろ
に
あ
る
『
実
質
』
を
何
か
と
い
う
と
、
究
極
の
と
こ
ろ
は
『
自
然
』
に
帰
る
よ

り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
「
打
ち
切
っ
て
」
し
ま
わ
ず
に
、「
究
極
の
と
こ
ろ
は
『
自
然
』
に
帰
る

よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
回
避
し
て
、
ひ
と
り
納
得
せ
ず
に
、
そ
の
「
お
か
げ
」
を
恵
み
与
え
ら
れ
る
実
在
者
を
仰
げ
ば
よ
い
の
で

す
。
念
の
た
め
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
こ
そ
は
他
の
誰
よ
り
も
、「
お
か
げ
さ
ま
」
を
、
お
の
れ
の
言
葉
と
し
て
味
わ
い
つ
つ
、
つ
か
っ
て
い
る

の
で
す
。
季
節
に
も
、
日
時
に
も
、
人
事
の
み
か
、
全
自
然
界
の
些
末
事

さ
ま
つ
じ

に
も
、
神
の
お
か
げ
を
見
、
賛
美
し
て
い
る
者
な
の
で
す
。

〈
萬
物
悉
く

　
こ
と
ご
と
　

可
な
り
〉

年
は
春
な
り
、

日
は
朝
な
り
、

朝
は
七
時
な
り
、

山
側ぎ
わ

は
露
に
輝
き
、

雲
雀
ひ
ば
り

は
空
に
舞
い
、

蝸
牛
か
た
つ
ぶ
り
は
叢
林
く
さ
む
ら

に
戯
た
わ
む
る
、

神
は
天
に
在
り
、

此
世
の
萬
事
可
な
り
瀉
。
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信
仰
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩
で
す
。

し
か
も
、

無
花
果

い
ち
じ
く

の
樹
の
枝
が
柔
か
く
な
り
葉
芽め
ぐ

め
ば
、
夏
の
近
き
を
知
る
〈
マ
タ
イ
24：

32
〉。

と
い
う
俳
諧
趣
味
・
自
然
詩
情
の
味
わ
い
が
、
や
が
て
、

か
く
の
ご
と
く
汝
ら
も
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
事
を
見
ば
、
人
の
子
す
で
に
近
づ
き
て
門
辺
か
ど
べ

に
到
る
を
知
れ
〈
マ
タ
イ
24：

33
〉。

と
い
う
厳
粛
な
宗
教
に
開
け
る
の
で
す
。
ま
た
、

な
ん
ぢ
ら
の
中
た
れ
か
百
匹
の
羊
を
有も

た
ん
に
、
も
し
そ
の
一
匹
を
失
は
ば
、
九
十
九
匹
を
野
に
お
き
、
往
き
て
失
せ
た
る
者
を
見

出
す
ま
で
は
尋
ね
ざ
ら
ん
や
。
遂
に
見
出
さ
ば
、
喜
び
て
之
を
己
が
肩
に
か
け
、
家
に
帰
り
て
其
の
友
と
隣
人
と
を
呼
び
集
め
て
言
は

ん
、『
我
と
と
も
に
喜
べ
、
失
せ
た
る
我
が
羊
を
見
出
せ
り
』〈
ル
カ
15：

４
〜
６
〉。

と
い
う
文
字
通
り
牧
歌
的
な
詩
情
、
素
朴
そ
ぼ
く

な
羊
飼
仲
間
の
喜
び
あ
い
の
真
情
が
、
十
分
、
十
二
分
に
う
た
わ
れ
た
の
ち
、

わ
れ
汝
ら
に
告
ぐ
、
か
く
の
ご
と
く
悔
改
む
る
一
人
の
罪
人
の
た
め
に
は
悔
改
の
必
要
な
き
九
十
九
人
の
正
し
き
者
に
も
勝
り
て
天

に
歓
喜
あ
る
べ
し
〈
ル
カ
15：

７
〉。
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と
な
っ
て
、
地
上
の
仲
間
同
士
の
喜
び
あ
い
に
、
天
上
の
歓
喜
が
共
鳴
し
、
羊
の
運
命
が
人
間
自
身
の
運
命
と
移
っ
て
、
ひ
と
し
お
身
に

し
む
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
、
植
物
・
動
物
・
人
間
・
神
が
、
た
が
い
に
饗
応
し
あ
う
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！

し
か
も
、
そ
れ
が
禅
者
的
な
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
安
易
あ
ん
い

さ
に
堕
さ
ず
、
厳
粛
と
感
恩
の
美
に
ひ
き
し
ま
っ
て
な
の
で
す
。

蘯
〝
釣
瓶
と
ら
せ
て
〞
の
境
地

さ
て
、
ま
ず
加
賀
の
千
代
女
は
、

朝
顔
に、
釣
瓶
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水

と
、
う
た
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
、
大
拙
老
漢
は
、
い
か
に
も
禅
者
風
に
、

朝
顔
や、
釣
瓶
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水

と
、
よ
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
も
う
一
句
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、

朝
顔
や、
釣
瓶
と
ら
せ
て
も
ら
ひ
水

と
、
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
は
、
や
は
り
、〝
朝
顔
に
〞
で
な
く
、〝
朝
顔
や
〞
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
自
分
と
朝
顔
と
の
圓
融
無
礙
底
、
美
が
美
を
認

識
す
る
世
界
は
、
聖
書
に
十
分
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
、
次
に
、
こ
の
朝
顔
も
、
同
じ
創
造
主
の
慈
愛
を
ほ
め
た
た
え

る
被
造
物
仲
間
。
な
ら
ば
、
朝
顔
に
釣
瓶
と
ら
れ
て

、
、
、
、

、
な
ど
と
は
言
わ
ぬ
、
と
ら
せ
て

、
、
、
、

あ
げ
ま
し
ょ
う
、
私
は
貰
い
水
、
と
う
た
い
う
る
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160

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
キ
リ
ス
ト
教
界
か
ら
第
一
級
の
自
然
詩
人
、
芭
蕉
級
の
俳
人
、
人
麿
や
家
持
や
か
も
ち

級
の
歌
人
が
出
ず
る
素
地
は
洋
々

と
し
て
ひ
ら
け
て
い
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、〝
砂
漠
〞
の
宗
教
で
あ
り
、
一
神
論
に
よ
っ
て
、
自
然
が
圧
服
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
、
無
趣
味
・
無
愛
想
な
も
の
、
機
械
的
合
理
主
義
の
権
化
、
散
文
的
自
然
感
覚

│
と
言
っ
た
風
評
は
、
決
し
て
受
け
い
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
流
行
の
西
欧
批
判
、
殊
に
〝
よ
し
の
ず
い
か
ら
天
井
の
ぞ
く
〞
式
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
や
聖
書
批
評
の
域
を
越
え
て
、
虚

心
に
聖
書
そ
の
も
の
を
今
一
度
ひ
ら
い
て
読
み
あ
ら
た
め
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
こ
も
か
み
の
　
み
く
に
な
れ
ば
、

鳥
の
音
、
花
の
香
主
を
ば
た
た
え
、

あ
さ
日
、
ゆ
う
日
栄
え
に
は
え
て
、

そ
よ
吹
く
風
さ
え
か
み
を
か
た
る
。

と
い
う
交
響
詩
。
し
か
も
、
そ
れ
が
、

こ
こ
も
か
み
の
　
み
く
に
な
れ
ば
、

よ
こ
し
ま
暫
し
は
と
き
を
得う

と
も
、

主
の
み
む
ね
の
　
や
や
に
成
り
て
、

あ
め
つ
ち
遂
に
は
　
一
つ
と
な
ら
ん
瀋
。

〈
賛
美
歌
九
○
〉

と
な
っ
て
、
美
と
真
と
善
と
が
融
合
結
晶
し
て
行
く
世
界
！
そ
し
て
、
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め
ぐ
み
の
露
は
　
草
木
に
す
ら

ゆ
た
か
に
か
か
り
、
天
つ
さ
か
え

野
に
も
山
に
も
　
み
ち
わ
た
る
を
、

な
ど
か
人
の
み
　
罪
に
染
み
し
濺
。

〈
賛
美
歌
二
一
四
〉

と
、
自
然
の
美
を
賞
で
な
が
ら
、
ひ
い
て
は
、
お
の
れ
の
心
中
を
か
え
り
み
さ
せ
ら
れ
て
、
胸
を
う
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
わ
れ
る
と
こ

ろ
の
〝
日
本
的
霊
性
〞
は
、
ど
ん
な
に
か
、
よ
り
深
く
、
よ
り
豊
か
に
開
拓
さ
れ
て
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
本
が
聖
書
の
思
想
に
よ
っ

て
、
神
と
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
創
造
主
・
救
世
主
の
世
界
に
開
眼
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
自
然
観
・
自
然
感
は
遥
か
な

る
至
高
い
と
た
か

き
神
へ
と
飛
翔
し
、
人
格
的
な
暖
か
み
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

盻
　
フ
ラ
ン
シ
ス
の
賛
歌

終
り
に
、
小
さ
き
貧
者
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
、
持
病
と
病
弱
に
加
え
て
、
聖
痕
印
刻
の
激
痛
の
中
、
サ
ン
ダ
ミ
ア
ノ
の
鼠
の

巣
窟

そ
う
く
つ

の
よ
う
な
掘
立
小
屋
で
歌
っ
た
〝
兄
弟
な
る
太
陽
の
歌
〞
を
あ
げ
て
、
結
び
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

こ
よ
な
く
高
く
　
全
能
の
善
き
主
よ

賛
美
と
栄
光
と
誉
れ
と

す
べ
て
の
祝
福
は
　
お
ん
身
の
も
の

い
と
高
き
お
ん
方
よ
　
こ
れ
ら
は
み
な

お
ん
身
に
の
み
帰
す
べ
き
も
の

実
に
　
お
ん
身
の
み
名
を
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
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こ
の
世
に
は
　
ひ
と
り
も
い
な
い

お
お
　
た
た
え
ら
れ
よ
　
わ
が
主

す
べ
て
の
被
造
物
に
よ
っ
て

わ
け
て
も
兄
弟
な
る
太
陽
に
よ
っ
て

太
陽
は
昼
を
つ
く
り

主
は
　
か
れ
に
よ
っ
て
　
わ
れ
ら
を
照
ら
す

か
れ
は
な
ん
と
う
る
わ
し
く

な
ん
と
大
い
な
る
光
輝
を
発
し
て
い
る
こ
と
か
！

い
と
高
き
お
ん
方
よ

か
れ
こ
そ
は
　
お
ん
身
の
み
姿
を
宿
す

お
お
　
た
た
え
ら
れ
よ
　
わ
が
主

姉
妹
な
る
月
と
無
数
の
星
と
に
よ
っ
て

お
ん
身
は
そ
れ
ら
を
天
に
ち
り
ば
め

光
も
さ
や
か
に
気
高
く
う
る
わ
し
く
つ
く
ら
れ
た

お
お
　
た
た
え
ら
れ
よ
　
わ
が
主

兄
弟
な
る
風
に
よ
っ
て

ま
た
　
空
気
と
雲
と
晴
れ
た
空
と

あ
ら
ゆ
る
天
候
と
に
よ
っ
て
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お
ん
身
は
　
こ
れ
ら
の
兄
弟
で

つ
く
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
を
支
え
て
く
だ
さ
る

お
お
　
た
た
え
ら
れ
よ
　
わ
が
主

姉
妹
な
る
水
に
よ
っ
て

水
は
益
多
く
謙
そ
ん
で
　
と
う
と
く
清
ら
か
な
も
の

お
お
　
た
た
え
ら
れ
よ
　
わ
が
主

兄
弟
な
る
火
に
よ
っ
て

お
ん
身
は
こ
の
兄
弟
で
夜
を
照
ら
さ
れ
る

火
は
き
わ
め
て
う
る
わ
し
く

喜
ば
し
く
　
力
強
く
　
た
く
ま
し
い

お
お
　
た
た
え
ら
れ
よ
　
わ
が
主

わ
れ
ら
の
姉
妹
　
母
な
る
大
地
に
よ
っ
て

大
地
は
わ
れ
ら
を
は
ぐ
く
み
　
つ
ち
か
い

八
千
草
の
実
と

色
と
り
ど
り
の
草
と
花
と
を
生
み
出
す

お
お
す
べ
て
の
被
造
物
よ
！

主
を
た
た
え
　
祝
し
　
感
謝
せ
よ
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深
く
へ
り
く
だ
っ
て
　
主
に
仕
え
よ
瀑
。

こ
の
古
拙
、
こ
の
清
明
、
こ
の
素
朴
、
こ
の
純
一
さ
の
中
の
、
人
間
と
、
そ
の
兄
弟
姉
妹
な
る
自
然
と
、
そ
し
て
そ
の
共
通
の
主
な
る

神
と
の
交
歓
の
図
に
ア
ー
メ
ン
と
唱
え
て
。

〈
主
暦
二
○
○
○
年
　
新
春
〉

〈
注
〉

①
大
島
康
正
レ
ポ
ー
ト
（
朝
日
新
聞
、
昭
和
四
一
年
七
月
一
三
日
〈
水
〉
夕
刊
七
頁
）。

滷
鈴
木
大
拙
「
佛
教
の
象
徴
主
義
」（『
鈴
木
大
拙
選
集
』〈
春
秋
社
、
一
九
五
二
年
〉
第
二
六
巻
五
、
一
二
三
〜
一
三
二
頁
）。

澆
同
書
　
一
六
八
〜
一
七
二
頁
。

潺
鈴
木
大
拙
『
禅
と
日
本
文
化
』（『
鈴
木
大
拙
選
集
』〈
春
秋
社
、
一
九
五
二
年
〉
第
九
巻
　
一
一
五
頁
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
書
は
も
と
英
文
で
書
か
れ
た

も
の
で
、
北
川
桃
雄
氏
が
訳
し
た
も
の
な
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
大
拙
自
身
の
校
閲
に
な
る
も
の
で
す
。
も
し
も
、
こ
の
時
、「
に
」
で
な
く
、「
や
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
必
ず
や
直
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

潸
頴
原
退
藏
『
俳
句
評
釈
』（
角
川
文
庫
、
昭
和
二
八
年
）
下
巻
、
九
六
頁
。

澁
鈴
木
大
拙
『
禅
と
日
本
文
化
・
続
篇
』（『
鈴
木
大
拙
選
集
』〈
春
秋
社
、
一
九
五
二
年
〉
第
九
巻
　
二
○
二
頁
）。

澀
同
書
　
二
○
二
頁
。

潯
同
書
　
二
○
二
〜
二
○
三
頁
。

潛
斉
藤
　
勇
『
英
文
学
史
』（
研
究
社
、
一
九
四
九
年
）
四
一
一
頁
。

濳A
.H

.Strong:“T
he

G
reatPoets

and
T

heir
T

heology”
(G

riffith
&

R
ow

land),pp.496,497.

潭『
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
四
年
）
所
載
。

澂
植
村
正
久
「
西
洋
文
学
論
」（『
植
村
正
久
著
作
集
』〈
教
文
館
、
一
九
六
六
年
〉
第
三
巻
蠱
　
一
八
一
〜
三
四
○
頁
）。
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潼
同
書
　
二
○
五
〜
二
八
六
頁
。

潘
同
書
　
二
八
六
〜
二
九
二
頁
。

澎
同
書
　
二
八
一
〜
二
八
二
頁
。

澑
同
書
　
二
九
一
頁
。

濂
鈴
木
大
拙
『
禅
と
日
本
文
化
』（『
鈴
木
大
拙
選
集
』〈
春
秋
社
、
一
九
五
二
年
〉
第
九
巻
　
一
五
一
頁
）。

潦
同
書
　
一
七
八
頁
。

澳
鈴
木
大
拙
『
大
拙
つ
れ
づ
れ
草
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
）〝
日
本
の
再
発
見
〞
一
四
五
頁
。

澣
同
書
　
一
三
六
頁
。

澡
ジ
ャ
ン
・
フ
リ
ッ
シ
ュ
「
キ
リ
ス
ト
教
の
動
物
観
」（
雑
誌
『
世
紀
』
第
一
五
六
号
・
一
九
六
三
年
五
月
刊
）。

澤
鈴
木
大
拙
『
大
拙
つ
れ
づ
れ
草
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
）「
日
本
の
再
発
見
」
一
四
七
頁
。

澹
松
尾
芭
蕉
「
笈
の
小
文
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
四
六
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
五
二
頁
。

濆
小
宮
豊
隆
『
芭
蕉
・
世
阿
陀
・
秘
伝
・
勘
』（
白
日
書
院
、
一
九
四
七
年
）
一
三
頁
。

澪
賛
美
歌
九
○
番
。M

altbie
D

avenportB
abcock.

濟
鴨
　
長
明
『
方
丈
記
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
〉
第
三
九
巻
　
一
七
〜
一
八
頁
。

濕
同
書
　
七
三
〜
七
四
頁
。

濬『
平
家
物
語
』
巻
一
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
〉
第
四
四
巻
）「
祇
園
精
舎
の
事
」。

濔
鈴
木
大
拙
「
基
督
教
と
佛
教
」（『
鈴
木
大
拙
選
集
』〈
春
秋
社
、
一
九
五
二
年
〉
第
二
六
巻
　
一
七
○
頁
。

濘
鈴
木
大
拙
「
禅
と
日
本
人
の
自
然
愛
鴣
」（『
鈴
木
大
拙
選
集
』〈
春
秋
社
、
一
九
五
二
年
〉
第
九
巻
　
一
七
七
頁
。

濱『
萬
葉
集
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
〉
第
四
巻
）
第
七
、
一
○
六
八
番
歌
。

濮『
萬
葉
集
』（
同
書
、
一
九
七
七
年
、
第
二
巻
）
第
一
、
四
八
番
歌
。

濛
鈴
木
大
拙
『
大
拙
つ
れ
づ
れ
草
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
）「
日
本
の
再
発
見
」
一
三
九
〜
一
四
二
頁
。
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瀉『
内
村
鑑
三
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年
）
第
一
二
巻
　
七
三
一
頁
。

瀋
賛
美
歌
九
○
番
。M

altbie
D

avenportB
abcock.

濺
賛
美
歌
二
一
四
番
。R

eginald
H

eber.

瀑
オ
・
エ
ン
グ
ル
ベ
ー
ル
『
ア
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
』O

m
er

E
nglebert“V

ie
de

SaintFrançois
d’A

ssise

平
井
篤
子
訳
（
創
文
社
、
一
九
六
九
年
）

二
七
五
〜
二
七
八
頁
。
な
お
、
賛
美
歌
七
五
番
は
、
本
詩
に
基
づ
く
も
の
。
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[Abstract in English]

God and Nature
— The Problem of the Oriental and Western Views of Nature —

S. Obata

A famous haiku by Kaga-no-Chiyojyo goes as follows:
A morning glory,

blooming around the well bucket,
made me ask to draw water from the neighbor’s.

This essay critiques Daisetsu Susuki who, taking issues from this haiku, argues for
Buddhism in comparison to Christianity.

Daisetsu argues that in Buddhism it is prohibited to touch the beauty, whereas in
Christianity one picks up a flower, arranges it, pours chemicals on it, and examines it in
a test tube. This view is criticized by referring to Masahisa Uemura who compares
Saigyo with William Wordsworth.

When discussing the expressions such as to conquer the universe or a mountain,
Daisetsu remarks that nature in the West is always understood as confronting the
humans, which creates a conquer-or-be-conquered relationship between them. On the
contrary, however, the Biblical view of nature is that it, along with us humans, is created
by God, and suffers with us and co-exists with us. In addition, it has to be noted that
there have been numerous preserve-the-nature movements in the West which was
started by Christianity historically, embodied for example in the Royal Society for
Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) of the UK and in the punishments on offenders
including fines and imprisonment.

The Japanese sense of and sympathy toward beauty, which Daisetsu intends to praise,
are exemplified in the Biblical view of nature which is expressed in the anthropomorphism
of nature, the nature-morphism of humans and God. Further the Bible also presents the
view of nature that is richly sustained by the love of the personal God. The essay ends
with a quotation from Francis of Assisi.
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〔日本語要約〕

神と自然
─自然をめぐる東洋と西洋の問題─

小　畑　　　進

加賀の千代女の俳句『朝顔や釣瓶とられて貰ひ水』を話題に，「鈴木大拙」が

くりひろげて行く基督教と佛教比較論を検証する。

佛教では「美に手を触れてはいけない」のに対して，キリスト教は花を見れ

ば「摘取り」・「手を加へ」・「薬を注ぎ」・「試験管に入れ」てしまうと云った大

拙の云い分をとり上げ，植村正久の西行・ワーズワース比較論を参照する。

また，「宇宙征服」・「山岳征服」といった表現について，「西洋のネーチュア

はいつも人間に対蹠して考えられる。それで両者の間には相剋的性格が出る」

という大拙の所論に対して，聖書の自然観は，人間と共に「つくられたもの」，

人間と共に苦しむ仲間であり，共生の世界があること。そして，キリスト教西

洋の自然保護の現状，英国の王立動物虐待防止協会（R¦S¦P¦C¦A）の存在，罰

金・禁錮刑の強制権行使を紹介する。

さらには，聖書に満ち溢れる自然の擬人化・人間の擬自然化・神の擬自然化

を例証して，言うところの「日本的霊性」の美感・同感はそのまま聖書の自然

観に保有され，そのうえ人格的な神の慈愛の世界が優渥に展開していることを

明らかにする。結びは，アッシジのフランシスコの「兄弟なる太陽の歌」。
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