
言

語

の

領

域

か

ら

交

化

と

反

省

春

日

井

眞

也

闘

人
聞
の
耳
が
音
を
聞
く
も
の
と
し
て
存
在
し
て
以
來
人
間
は
音
を
意
識
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
人
聞
が
音
の
上

に
意
識
存
在
を
自
覺
し
た
こ

と

蕊
音

の
上
に
意
識
表
示
を
自
覺
し
た
こ
と
義
は
區
別
し
て
考

へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
古
に
人
間

の
發
見
し
た
紳
は
語
る
も

の
と

し

て
繞
舌
な
紳
で
あ
つ
た
。
怒
る
も
の
と
し
て
畏
怖
さ
れ
る
神
で
あ
つ
た
。
し
か
し
近
世
に
於
て
人
間
の
發
見
し
た
美
は
語
る
こ
と
な
き
靜

寂

そ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
遠
く
餘
り
に
も
人
聞
か
ら
離
れ
た
も
の
と
し
て
存
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
聞
の
精
瀰

の
底
か
ら
行
方
知
ら
す

飛
び
去
る
希
望

の
姿
で
も
あ

つ
た
。
ア
ル
プ

ス
の
美
を
、
ま
た
ヒ

マ
ラ
ヤ
の
美
を
見
出
し
た
、
近
代
人
の
以
前
に
幾
多
の
人
が
ア
ル
。7
ス
を

見
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
見
て
來
た
の
で
あ
る
。
佛
教
經
典
の
示
す
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
美
は
雪
山
の

一
言

に
つ
き
る
も
の
で
あ
る
。
海
の
美
、
湖
の
美
が

・
見
出
さ
れ
る
以
前
に
、
印
度
人
の
經
典
の
中
に
記
す
る
海
そ
の
も
の
は
恰
も
山
の
形

の
逆
の
如
き
も
の
で
あ
つ
光
凶
水
に
浸
つ
た
そ
の
足
の

下

か
ら
沈
み
ゆ
く
海
で
は
な
し
に
ハ
涯
し
れ
ぬ
遠
き
に
至
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
海
底

に
通
じ
る
石
段
が
つ
い
て
ゐ
る
よ
う
な
海

な

の

で

あ

る
。
し
か
し
こ
の
海
と
山
ど
が
結
合
し
て
須
彌
四
洲

の
傳
論
天
丈
學
を
構
成
し
た
印
度
人
の
思
惟
と
經
典
の
上
に
現
は
さ
れ
た
表
現
そ
の
も

の

丶
上
に
追
及
さ
れ
る
構
成
要
素

の
系
譜

と
の
間
に
は
現
在
で
は
大
き
な
溝
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
め
な
い
。
そ

こ
に
は
星
高
き
清
澄
の
秋

室
に
飛
ぷ
思
惟

の
涯
知
れ
ぬ
行
族
そ
の
も
の
と
他
方
で
は
雨
期
陰
濕
黴
と
腐
臭
充
満
の
熱
帶
世
界
の
凝
滯
と
の
結

合
し
た
人
間
精
騨
の
生
活

言

語

の
領

域

か

ら

八
五
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六

表

現
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
上
古

に
於
け
る
瀰
と
近
世
に
於
け
る
美
と
、
そ
の
二
つ
が
直
ち
に
同

一
絶
對
値
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
ふ

問
題
は
別
と
し
て
、
こ
の
何
れ
の
二
つ
の
場
合
に
も
人
間
精
紳
の
貢
摯
な
客
觀
把
握
の
大
き
な
努
力
の
あ
と
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
人

聞

の
意
志
は
表
象
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
眼
と
ロ
と
耳
か
ら
表
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
こ
の
三
つ
の

も

の
が
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
す
る
處
に
す

べ
て
の
機
能
が
あ
る
の
で
は
な
し
に
、
眼
と
口
と
耳
を
離
れ
て
直
ち

に
身
体
か
ら
身
体
に
、
心
か
ら

心

に
、
靈
魂
か
ら
靈
魂
に
語
る
も
の
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
恰
も
、
部
分
と
全
体
と
の
關
係
を
爲
し
で
ゐ
る
と
云

へ
る
9
全
体

は
部
分
の
集
合
で
は
あ
る
が
部
分

の
集
合
だ
け
で
は
な
い
。
部
分

の
集
合
だ
げ
に
止
ま
る
な
ら
そ
れ
は
部
分
の
集
合
体
に
す
ぎ
な
い
の
で
、

そ

こ
に
は

一
な
る
そ
し
て
全
な
る
体
の
形
成
が
見
ら
れ
な
い
。

一
な
る
そ
し
て
全
な
る
体
は
常
に
部
分
に
於
て
截
斷
せ
ら
れ
る
と
き
そ
の
何

れ

に
も
属
さ
な
い
も

の
と
し
て
取
り
除
け
ら
れ
て
仕
舞
ふ
。
そ
れ
は
姿
な
き
体
で
あ
り
無
形
の
形
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
須
彌
四
洲
の
傅
読

ぞ

天
文
學
を
形
成
し
た
印
度
人
の
思
惟
は
、
こ
の
全
な
る
立
場
に
沒
入
し
き
つ
た
精
神
が
構
成
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
表
象
意
欲
が

存

し
な
い
の
で
あ
み
。
そ
こ
に
は
無
心
な
る
自
然
解
釋
が
存
す
る
だ
け
で
あ

る
。
砥
か
も
こ
れ
に
對
應
す
る
た
讐

一
句
雪
山
な
る
表
象
に
萬

感

を
こ
め
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
そ
こ
に
幾
多
の
無
條
件
的
熟
路
の
存
在
を
假
定
せ
な
く
て
は
餘
り
に
も
甚
だ
し
く
聞
隙
の
大
き
な
る
も
の

と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
雪
の
山
、
雪
も
て
る
3
'

H
im
a-v
at
と
し

て
見
る
の
は
少
く
と
も
最
も
單
純
な
形
容

の
丈
句
で
あ

る

と
い

へ
る
。
こ
れ
を
同
意
味
で
あ
る

H
im
讐-alay
a
が
意
識
せ
ら
れ
て
來
る
た
め

に
は
、
そ
し
て
叉
こ
の
う
ち

の
二
者
に
特
殊
な
嗜
好
を

有
す
る
に
至
つ
て
は
こ
れ
叉
我

々
の
判
斷
を
超
え
た
印
度
的
思
惟
の
熟
路
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
こ
の
構
成
熟

路
の
理
解

に
努
力
を
拂
ふ
、

ご
と
な
し
に
は
印
度
文
物

へ
の
萬
全
な
理
解
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ご
の
道
だ
け
に
於
て
は
全
く
疲
勞
多
髫
作
業

の
連
績
で
あ
る

け

れ
ど
も

こ
れ
に
封
す
る
鍵
は
案
外

に
隨
處

に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
様
な
氣
が
す
る
。
例

へ
ば
日
本
語

に
於
け

る
ツ
バ
メ
、
カ
モ
メ
、
ス

蕃

メ
、
カ
メ
、
サ
メ
に
於
け
る
ー
メ
に
は
文
献
時
代
に
入
る
前
後
か
ら

一
種
の
整
理
作
用
が
語
彙
の
上
に
働
い
て
來
て
ゐ
て
、
こ
う
い
ふ

一

群

の
語
彙
の
上
に
存
在
す
る
何
ら
か
の
ま
と
ま
つ
た
機
能
を
想
像
さ
せ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
現
代
日
本
語
の
言
語
意
識
か
ら
云

へ
ば

ツ
バ



メ
、

カ

モ
メ

・

ス
ズ

メ
、

カ

メ
、

サ

メ

は

そ

れ

み
丶

單

一
な

一
体

で

あ

つ

て

こ

れ

以

上

の
分

解

を

許

さ

な

い
。

し

か

レ

こ

れ

を
H

メ

に
切

り

は

な

す

こ

と

に
封

す

る
主

觀

的

な

躊

躇

は
客

觀

的

に
委

當

で

あ

る

か

。

そ
れ

を

斷

言

出

來

る
人

は

な

い

。

我

々
は
何

と

し

て
も

そ

れ

を

切

漸

`

し

て

考

へ
た

い

の

で

あ

る
。

こ
れ

は

叉
例

へ
ば

ラ

テ

ン
語

に
於

け

る

8
胃三
図

(
鴉

)
,
c
o
tu
r
n
ix

(
鶉

y

sp
in
i霞
n
ig

(
み

み

つ

く

)

の

よ

う

、

に

訌

三
〆
に
絡
る

一
蓮
の
語
、
ま
た

cim
cx

(床
虫
),
p
ulex
(
蚤
)
,
cu
lcx
(
蚊
)
の
よ
う
に

H

㊦図

に
絡
る

一
蓮

の
語
、
ま
た

　u
d
ax

(
勁
悍
な
V

審
蠧
煮
頑
固
な
ソ

9
賃

(
貪
食
な
)
の
よ
う
に

11

震

に
絡
る

一
蓮
の
語
を
並
べ
て
見
る
と
き

11
巳
×
で
あ
.　

‐

ex

で
あ

り

11

碧

で
あ
る
語
に
樹
し
て

一
種
の
徴
表
が

一
種
の
昌
ユ
ア
ン
ス
と
し
て
動
く

の
を
見
逃
す
こ
と
は
出
來
な

い
と
思
ふ
。
こ
う
し
た
そ

れ
ぞ
れ
の
要
素
に
於
け
る

一
種
の
グ

ル
ー
プ
を
構
成
す
る
語
彙

の

一
隅
に
於
け
る
、
特
殊
な
使
用
が
漸
次
發
達
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
ζ
と

を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
須
彌
四
洲

の
傳
論
天
丈
學
の
形
成
に
つ
い
て
云
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は

U⇔
b

一
一世
紀
頃

と
し
た
い
の
で
あ
為
。
そ

し

て
そ
れ
が
相
當
に
普
及
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
私
の
言
ふ
聖
數
七
を
ギ
ル
ド
と
す
る
側
に
も
同
時
に
聖
數
八
を
ギ

ル
ド
と
す
る
側
に
も
又
數

の
ギ

ル
ド
を
も
た
な
か
つ
た
側
に
も
不
等
に
共
通
財
産
と
し
て
愛
用
せ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

に
於
け
る
自
由
表
象
を
許
し
た
も
の
と
見

ノ

ら

れ
る
の
で
あ
る
。
・阿
育
王
(臣
・〇
二
七
〇
頃
即
位
)に
於
け
る
須
彌
四
洲
の
素
材
と
し
て
見
ら
れ
る
閻
淨
提

」節實
ま
鼠
甘
き。
は
小
摩
崖
法
勅
に

の
み
見
ら
れ
、
そ
・」
で
は
「
諸
天
と
交
渉
す

る
こ
と
な
か
り
し
人

々
の
今
や
諸
天
と
交
渉
す
る
に
至
れ
る
」
場
所
と
し
て
の
閻
淨
提
で
あ
る
。

ぽ

の

こ
こ
に
云
は
れ
る
天
は
單
數

の
天
と
讀
む

べ
き
か
宇
井
博
士
の
如
く
複
數
に
諸
天
と
讀
む

べ
き
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
相
違
そ
し
て
叉
諸
天

と
の
交
渉
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
は
明
確
に
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
摩
崖
法
勅
の
う
ち
十
四
章
法
勅

の
第
四
章
に

「
天
宮
の
光
景

一
及
び

「
天
上
の
諸

々
の
形
相
」

と
い
ふ
字
が
見
え
る
か
ら
そ
れ
は
梵
天
禪
の
佳
し
支
配
す
る
單
數
の
天
の
世
界
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
こ
に
於
け
る
天
宮
は
婆
羅
門
歡
的
よ
り
は
佛
歡
的
な
る
も
の
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
も

の
乂
樣
で
あ

る
。
こ
れ
か

ら
時
代
が
下
つ
て
、

カ
ー

リ
ダ
ー
サ
に
至
れ
ば
そ
こ
に
描
か
れ
た
自
然
は

署
d

四
、
五
世
紀

の
感
覺
の
下
に
描
か
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
中
間
に

ト
・口

一
五
〇
年
頃
の
カ
ニ
シ
カ
王
前
後
の
據
點
を
得

る
と
き
、
そ
し

て
そ
れ
の
中
か
ら
そ
の
當
時
の
印
度
世
界

に
於
け

る
地
理
的
感
作
を
除
去
す

言

語

の

領

域

か

ガり

八
七



八
八

と
き
更
に
手
近
い
ル
ー
ト
が
存
在
す
る
事
が
判
る
の
で
あ
る
。

二

科
學
の
進
歩

に
は
ご
つ
の
途
が
あ
る
。

一
つ
は
新
し

い
事
實
の
發
見
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
旧
い
事
實
に
新
し

い
光
を
あ
て
玉
見
直
す
こ

と

、
即
ち
既
知
の
事
實
を
論
明
す
る
た
め
の
新
し
い
見
方
考

へ
方
の
發
見
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
新
し

い
事
實
の
發
見
は
そ
う
易

々
と
し
て
希

む

こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
科
學

の
進
歩
發
達
に
劃
期
的
な
結
果
を
齎
し
た
も
の
は
後
の
方
の
も

の
即
ち
旧
い
事
實
に
新
し

い
光
を
あ
て
玉
見
直
す

こ
と
に
よ
る
も

の
が
少
く
な
い
。
上
古
の
人
聞
の
佳
ん
だ
世
界
は
草
木
も
の
云
ふ
世
界
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
於
て
存

在
す
る
人
間
は
す

べ
て
自
然
に
依
存
す

る
も
の
で
あ
り
、
入
聞
そ
の
も
の
さ

へ
自
然
の
反
映
に
す
霍
な
い
も
の
で
あ
つ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ

へ

　

こ
に
於
け
る
人
間
の
意
志
は
た
野
自
然
の
意
志
に
服
從

す

る

處

に
於
て
存
在
が
許
さ
れ
、
そ
れ
に
反
す
る
と
き

は
人
間
生
存
が
拒
否
さ
れ

る
。
こ
の
爲
に
人
闇
生
存
の
唯

一
つ
の
み
ち
は
自
然
の
意
志
を
承
知
す
る
事
か
ら
發
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
申
に
禪
と
い
ふ
も

の
の
純

粹
化
、或
は
自
然
の
抽
象
化
さ
れ
た
禪
な
る
も
の
が
次
第

に
大
き
く
生
長
し
て
來

る
の
で
あ
つ
た
。
中
世
的
人
聞
の
精
祚
を
支
配
す
る
も
の
は

こ
の
立
場

に
於
け
る
神

々
の
世
界
で
あ
つ
た
。
こ
の
騨
々
も
渇
ぐ
瀞

々
で
あ
り
、
や
が
て
は
海
そ
が
れ
る
禪

々
で
あ
つ
た
。
そ
の
紳

々
は
騨

々
だ
け
の
世
界
に
佳
ん

で
居

る
の
で
あ
り
、
こ
の
祚

へ
の
結
び
つ
き
は
た
だ
入
聞
の
側
の
努
力
に
よ
つ
て
の
み
逹

せ
ら
れ
る
の
で
あ

つ
た
。

そ

の
神

々
は
秘
め
ら
れ
た
肚
界
を
人
間
に
は
進
ん
で
教

へ
な
か
つ
た
。
新
世
界
の
發
見
は
人
間

の
側
か
ら
人
間
の
意
志
に
基
い
て
人
間
の
努

力

の
み
に
よ
つ
て
到
逹
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
は
周
到
な
る
準
備
が
、
そ
し
て
正
し
き
努
力
が
、
'人
聞

の
力
が
、
・入
間

の
意
志
が

自
然
を
克
服
し
、
自
然
を
征
服
し
、
禪
を
服
從
せ
し
め
、
祚
を
凌
駕
す
る
も

の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
發
見
に

始

ま
る
近
世
な

る
も

の
は
、
こ
う
し
た
性
格

の
發
展

の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

=
言
に
し
て
云

へ
ば
そ
れ
は
イ

ン
テ
レ
ク
チ

ユ
ア
リ
ズ
ム

を
先
驅
と
す
る
ヴ

オ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
人
間
が
あ
つ
て
神
を
作
つ
た
の
で
あ

つ
て
、
禪
が
入
間
を
作

つ
た
の
で
は
な
い
。
も
っ

と
剣
き
り
云
ふ
な
ら
ば
、
人
間
が
あ

つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
如
何
な
る
客
觀
性
を
も

つ
も

の
で
あ
る
の
か
。
紳
が
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
如
何



な
る
客
觀
性
を
も
つ
も

の
で
あ
る
の
か
。
紳

と
人
と
の
關
係

が
、
い
ま
や
叉
古
く
し
て
新
た
な
る
疑
問
と
し
て
我

々
の
前
に
提
出
さ
れ
る
こ

と
と

な
つ
た
の
で
あ
る
。
結
論
を
示
す
な
ら
ば
、
人
間

の
客
觀
認
識
は
不
確
定
性
原
理
に
ょ
つ
て
固
定
し
た
も
の
は
獲
得
出
來
な
い
事
に
な

る
。

人
間
の
認
識

の
淨
動
性
が
こ
曳
に
知
識
の
濘
動
化
を
生
む
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
代
危
機

の
實
体
訟
の
で
あ

る
。
こ
丶
に
於
て
佛
歡
の

根
本
原
理
で
あ
る
縁
起
論
が
新
ら
し
き
光
を
あ
て
て
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
總
て
の
も
の
が
蓮
績
觀
を
斷
た
れ
た
と
こ
ろ

に
現
代
人
に
し
て
始
め
て
の
ぞ
き
見
た
人
生
の
深
淵
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

一、九
二
七
年
以
降
の
世
界
文
物
は

一.切
新
ら
し
き
秩
序
の
も
と

に
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
紳
が
人
を
作

つ
た
こ
と
は
理
論
的

に
証
明
で
き
な
い
事
に
な

つ
た

の
で
あ
る
。
人
が
瀞
を

作

つ
た
の
で
も

な
い
の
で
み
譌
。
佛
歡
0
繰
起
論

の
み
が
こ
の
立
場
を
解
明
す
る
論
理
と
し

て
今
や
大
き
く
グ
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
つ
つ

あ

る
の
で
あ
る
。

三

人
聞
が
人
聞
と
し
て
存
立
の
當
初
か
ら
し
て
沚
會
關
係
を
も

つ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其

の
人
間
の
環
境

と
し
て
の
祉
會
が
意
識
さ

れ
、
そ

の
瓧
會
の
中
に
表
示
さ
れ
た
意
識
が
認
識
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
は
近
代
に
な

つ
て
か
ら

の
事
で
あ
る
。
知
的
能
力
と

い
ふ
も
の
が

　

人
間
に
於
て
の
み
見
出
さ
れ
る
か
否
か
と
い
ふ
事
は
問
題
容
あ
る
が
、
こ
の
語
を
狹
義
に
お
い
て
用

ぴ
、る
な
ら
ば
、
こ
の
世
に
於
て
人
闇
は

さ
ま
ざ
ま
の
思
想
を
構
成
し
、
構
成
さ
れ
た
諸
々
の
思
想
を
役
立
て
な
が
ら
思
惟
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
'人
間
だ
け
が
知
的

能
力
の
所
有
者
で
あ
る
と

い
ふ
外
は
な
い
。

こ
の
意
味
か
ら
し
て
或
は
人
間
は
考

へ
る
葦
で
あ
る

(
パ
ス
カ
ル
)
と
か
、
或
は
人
聞
は
思
惟

す

る
動
物
で
あ
る

(
へ
ー
ゲ
ル
)
と
か
い
ふ
よ
う
な
命
題
が
人
聞
の
本
質
を
言
ひ
あ
ら
は
す
も
の
と
見
む
れ
る
。
し
か
し
砒
會
と
い
ふ
意
識

が
明
瞭

に
把
握
さ
れ
て
以
後
の
人
間
は
、
自
ら
を
祗
會
的
動
物
た
る
方
向
に
傾
向
づ
け
る
處
に
、
人
聞
を
し
て
翼

に
沂
代
的
人
閥
に
特
有
な

仕
方
で
生
活
せ
し
め
る
も

の
と
云
ふ
事
が
出
來
る
。

こ
の
方
向
は
如
何
な
る
點
に
於
て
回
折
す
る
點
を
有
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
原
始

,就

曾
か
ら
丈
明
杜
會
に
ま
で
連
績
し
て
生
長
す
る
う
ち
に
そ
の
發
展

の
内
容
を
な
し
て
ゐ
る
も

の
は
、
そ
の
杜
會

に
於
て
生
き
働
い
て
ゐ
る

言

語

の

領

城
・か

ら

八
.・九



九
〇

思

想
そ
の
も
の
の
生
長

の
上
に
問
題

の
鍵
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
國
家
意
識

の
形
成
が
原
始
杜
會

と
丈
明
瓧
會
と

の
區
別
と
せ
ら
れ
る
今
日

ま

で
の
丈
明
杜
會

の
中
に
於
け
る
國
家
意
識
が
、
今
や
世
界
意
識
に
轉
置
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
こ
れ
は
更
に
新

ら
し
い
、
よ
い
高
次
な
る

も

の
に
よ
つ
て
整
理
せ
ら
れ
秩
序
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
が
出
來
る
。
そ
こ
に
於
て
は
人
間
の
行
爲
が
主
体
の
志
向
に
よ
つ

て
決
定
さ
る
べ
き
も
.の
で
あ
り
、
主
觀
的
な
個

々
の
條
件
に
よ
つ
て
制
約

せ
ら
れ
束
縛
せ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
制
約

せ
ら
れ
束
縛
せ
ら
れ
る
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
前
時
代
に
樹
す
る
愛
惜
の
感
情

の
餘
影
で
あ
る
と
い
ふ
事

が
出
來

る
。
と
は
い
へ
瓧
會
意
識

そ

の
も
の
の
誕
生
の
基
地
は
も
と
よ
り
祗
會
そ
の
も
の
に
存
し
た
の
で
は
な
し
に
個

々
の
人
聞
精
祚
そ
の
も
の
の
中
な
の
で
あ
り
、
個

々
の

精

神
そ
の
も
の
の
分
析
に
よ
つ
て
は
こ
れ
が
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
し
に
就
會
に
生
き
て
ゐ
る
個

々
の
人
間
の
中

に
於

て
こ
そ
始
め
て
見

出

さ
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
個
の
中
に
生
れ
て
ゐ
る
全
な
る
も
の
の
意
識
は
と
も
す
れ
ば
個
な
る
性
格
づ
け
の
中
に
同
感
を
見
出
し
ゆ
く

も

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味

に
於
け
る
全
を
清
算
し
あ
く
ま
で
個
を
補
ひ
、
よ
っ
て
以
て
主
体
な
る
も
の
を
構
成
す

る
全
の
構
造

に
立
脚
し
た

る
全
の
論
理
が
完
成
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
於

て
は
し
か
し
乍
ら
す
で
に
高
次
の
立
場

へ
の
流
轉
變
移
が
た
ど
ら
れ
る
。
そ
れ
は
現

象
そ
の
も
の
工
克
明
深
刻
な
捜
牧
の
後

に
、
は
じ
め
て
種

に
昂
め
ら
れ
た
綜
合
の
態
度

が
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四

人
間
は
思
惟
す

る
祗
龠
的
動
物

と
し
て
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
志
表
示

が
主
と
し
て
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
と
き
、
メ
イ

ェ
の
云
ふ
が
如
く
言
語
は

一
つ
の
祗
會
的
制
度
で
あ
る
。
言
語
の
存
在
及
び
發
達
の
諸
條
件
は
瓧
會
的
見
地
か
ら
し
か
理
解
出
來
な
い
も
の

で

あ
り
、
單
な
る
心
理
學
的
考
察
に
於
て
は

一
つ
の
十
分
な
る
論
明
を
も
發
見
す
る
こ
と
の
出
來
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
つ
と
進
ん
で
云

ふ
と
き
は
ド
8
ソ
シ
ユ
ー
ル
の
如
く

一
定
の
瓧
會
的
集
團
を
豫
想
し
た
個

々
の
具
体
的
言
語
で
あ
つ
て
、
一
定
の
地
域
に
通
じ
て
行
は
れ
る
言

語

と
し

て
通
語

(5
u
g
u
e
)
の
聞
題

に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
言
語
の
瓧
會
的
部
分
で
あ
つ
て
、
個
人
に
外
在
し
、
個
人
自
身
で
は
そ
れ
を

創
造
す
る
こ
と
も
變
形
す
る
こ
と
も
出
來
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
同
祗
會
の
諸
寿
の
成
員
闇
に
行
は
れ
る
契
約

の

一.種
に
よ
つ
て
し



か
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
が
出
來

る
。
通
語
の
發
逹
は
杜
會
に
於
て
論
明
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
語
は
單
な
る
物

質

的
對
象
で
な
く
、
ま
た
單
な
る
有
機
体
で
も
な
い
。
そ
れ
は
諸
多

の
原
因
に
よ
つ
て
進
化
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の

一
つ
の
瓧
倉
的
な
る
も
の

で
あ
る
。
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
如
き
心
理
學
者
を
し
て
云
は
し
む
な
ら
ば
、
通
語
は

一
つ
の
制
度

一
つ
の
阯
會
的
所
産
で
あ
り
、

一
切
の
言
語
的

に

統

一
は
丈
明
の
統

一
で
あ
り
、
言
語
に
於
け
る
統

一
の
鴃
如
は
文
明
の
喪
失
を
意
味
す

る
と
ま
で
云
ひ
切
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
か
く

の
如
き
瓧
會
的
制
度
と
し
て
考

へ
ら
れ
た
言
語
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
宗
教
上
の
信
仰
や
行
事
と
同
樣
に
我

々
の
出
生
す
る
以
前
に
於
て
明

に
存
在
し
我

々
が
生
れ
る
と
同
時
に
臨
製
品
と
し
て
受
取
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個

々
の
人
間
の
外
部
に
存
在
し
傳
統
的
に
傳
邃
さ

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
デ

ユ
ル
ケ
ム
の
云
ふ
處
の
外
在
性
と
拘
束
性
と
を
有
す
る
瓧
會
的
な
る
も
の
で
あ

る
。
ド
・ソ
シ
ユ
ー
ル
の
読

く
如
く
通
語
は
肚
會
の
諸

々
の
成
員
聞

に
行
は
れ
る
契
約

の

一
種
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
契
約
な
自
由

に
選
擇
さ
れ
る
契
約
で
は
な
く
・

語

の
意
義
づ
け
に
つ
い
て
は
大
衆
は
決
し
て
相
談
を
う
け
な
い
で
強
制

さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
通
語
と
い
ふ
竜
の
は
特
定

の
入
聞
集
團
内
に
行
は
れ
る
具
体
的
言
語
体
系
で
あ
る
。

一
定
の
瓧
會
は

一
定
の
精
紳
態
を
も
つ
て
居
り
、
こ
の
精
紳
態
は
言
葉
を
通
し
て

表

は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
個

鰯
の
具
体
的
言
語
で

一
定
の
地
域

に
行
は
れ
る
言
語
を
意
味
す
る
通
語
と
い
ふ
觀
念
は
、
沚
會
集
團
と
い

ふ
觀
念
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
ぬ
る
。
個

々
の
具
体
的
言
語
の
研
究
に
於

て
も
そ
の
立
場
を
見
失
ひ
さ

へ
し
な
け
れ
ば
そ
れ
は
、
直
ち
に
そ

の
言
語
を
使
用
し
た
精
紳
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

五

言
語
に
は
言
語
自
身

の
變
邁
が
考

へ
ら
れ
る
。
意
味
の
變
化
そ
の
も
の
で
あ
る
。
意
味
と
い
ふ
も
の
は
變
化
に
曝
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
な
の
で

あ

る
。
言
語
の
目
的
は
傳
達

に
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
言
語
が
意
志
表
示
の
爲
に
効
果
的
に
用
ひ
ら
れ
る
爲
に
は
傳
逹

者

が
相
手
に
自
琶
の
偉

へ
ん
と
す

る
事
柄
を
通
約
さ
れ
た
共
通
の
も
の
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
そ

の
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
1j11>z語
の
用
い
る
記
號
と
し
て
の

一
定
の
音
と
意
味

と
の
關
係
は
、
そ
の
言
語
を
用
い
る
肚
會
集
團
内
で
は
同

一
で
あ
る
こ
と
が
縄
對
條

言

語

の

領

域

が

ら

九
一



九
二

件
と
な
る
。
し
か
し
言
語
の
用
ぴ
得
る
記
號
は
有
限

で
あ
る
に
反
し
、
傳
達
さ
る
べ
き
對
象
は
無
限
で
あ
る
か
ら
隔
必
然
的
に
通
約
的
手
綾

を
行
つ
て
記
號
の
有
限
數

の
内
に
收
容
せ
な
け
燕
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
概
念
の
形
成
で
あ
る
。
こ
の
言
語
に
よ
る
拑
象
作
用

が
存
ず
る
こ
と
か
ら
意
味

の
伸
縮
性
が
發
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
語
自
身
の
側
か
ら
云

へ
ば
言
語

の
多
義

性
で
あ
る
。
こ

の
場
合

こ

の
多
義
性
を
拘
束
す
る
も
の
が
感
情
的
要
素
を
中
心
と
す
る
祗
會
的
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
語
の
上
に
意
味
變

化
を
助
長
さ
ぜ
る
敢
會
集

團

の
精
紳
態
そ
の
も
の
の
環
境
形
成
よ
り
し
て
言
語
内
容

に
動
搖
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
祗
會
が
佛
藪
初
傳
の
後
に
奈
良
佛

歡
を
完
成
レ
た
精
瀞
は
初
傳
似
来
継
績
し
來
つ
た
精
禪
に
よ
り
貫
か
れ
て
ゐ
た
。
そ
こ
に
於
け
る
主
導
者
は
あ
く
ま
で
皇
族
側
に
存
し
た
の

で
あ
つ
て
、
臣
下
の
も
の
に
と
つ

て゚
は
佛
歡
信
仰
に
於
け
る
主
導
権
は
保
た
れ
て
居
ら
な
か
つ
た
。
聖
徳
太
子
を
借
り
て
表
現
せ
ら
れ
る
奈

良
佛
歡
の
性
格
は
云

ふ
ま
で
も
な
く
敬
田
、
悲
田
、
施
藥
、
療
病
の
四
院
を
そ
な

へ
た
國
家
申
心
の
佛
歡
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
六
朝
佛
歡
忙

對
す
る
日
本
的
理
解

の
極
緻
で
あ

つ
た
と
云

へ
る
。
申
國
に
於
け
る
隋
唐

の
佛
歡
の
性
格
に

一
つ
の
斷
暦
の
存
す

る
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
資
料

が
殆
ん
ど
こ
れ
を
示
し
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
塚
本
博
士
の
既
に
圖
示
さ
れ
る
如
く

諺
じ
・
五

一
〇
1
五
三
〇
に
龍
門
造
像

に
於
て
極
點
に
達
す

る
彌
勒
像
と
同
地
に
於
て

b
U
・
六
五
〇
i
六
九
〇
に
極
點
菰
達
す
る
阿
彌
陀
像
の
造
像
意
圖

の
澗

の
不
蓮
績
線
な

の
で
あ
る
。
そ
七
て
こ

の
事
は
叉
日
本
に
移
し
て
考

へ
る
と
卒
安
佛
歡
に
至
つ
て
か
ら
洛
陽
に
求
法
し
た
円
珍
は
大

申
九
年

(諺
b
り八
五

五
)
十
二
月
及
び
大
中
十

年

C
A
D
.八
五
六
)

一
月
龍
門
を
二
度
ま
で
も
過
ぎ
つ
つ
石
窟
造
像
の
こ
と
に
は

一
言
も
觸
れ
る
こ
と
の
無
い
無
關

心
ぶ
り
な

こ

と

で

あ

る
。
こ
の
時

の
円
珍
の
眼
に
は

一
般
大
衆

の
求
法
の
姿
は
存
し
な
か
つ
た
。
そ
こ
に
は
た
だ
二
人
善
無
畏
及
び
金
剛
智
の
宗
歡
上
の
先
達
と

他

に
心
を
引

い
た
も
の
は
自
居
易
が
あ
つ
た
の
み
で
あ
る
Q
卒
安
佛
歡
が
求
め
て
ゐ
る
も
の
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ

に
片
鱗
を
示
す
も
の
で
あ

り
、

こ
れ
は
卒
安
邏
都
の
後
に
も
依
然
と
し
て
健
在
し
た
南
都
七
大
寺
を
中
心
と
し
て
生
長
し
て
ゆ
く
奈
良
佛
歡

と
の
聞
の
異
質
的
性
格
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後

に
鎌
倉
時
代
に
至
つ
て
法
然

の
淨
土
宗
立
數
開
宗

の
強
力
な
精
聯
的
支
持
に
働
く
要
素
な

の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の

佛
教
は
使
用
言
語
の
性
格
か
ら
云
ふ
な
ら
ば
呉
音
佛
歡
の
特
徴
を
荷
ひ
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
奈
良
佛
歡
は
奈
良
朝

の
末
期
中
國
に
派



遣

し
た
留
學
僭
の
懷
い
た
理
想
と
相
容
れ
ぬ
も

の
と
な
つ
た
。
亭
安
邏
都

の
事
惰
が
更

に
詳
細
な
祗
會
的
必
然
を

生
み
出
し
て
ゐ
な
い
と
こ

ろ

に
我

々
は
上
部
指
導
者
の
間
を
支
配
し
た
急
進
理
想
家

の
暴
力
的
制
覇
を
す
ら
豫
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
桓
武

天
皇
の
御
代
に
在
來
の
經

書

の
讀
音
を
漢
音
に
統

一
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
ふ
事
か
ら
推
察
せ
ら
れ
る
事
は
奈
良
朝
末
期
に
幽は
臭
音
を
通
じ
た
申
國
文
化
が
漢
音
に
よ
る

唐

代
文
化
に
方
向
轉
換
を
行
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
考

へ
ら
れ
る
。
呉
音
使
用
を
す
て
て
何

の
必
要
に
も
と
つ
い
て
漢
音
統

一
を
實
施
し
た
の
で

あ

ら
う
か
。
漢
音
に
於
け
る

一
つ
の
著
し
い
特
色
と
し
て

「
兵
」
と
か

「清
」
と
か
い
ふ
系
統
の
文
字
は

「
ヘ
イ
」
「
セ
イ
」
の
樣
に

「
イ
」

と
い
ふ
假
名
で
表
は
し
て
ゐ
る
が
、
呉
音
で
は
「
ヒ
ヤ
ウ
」
「
シ
ヤ
ウ
」
の
樣
に

「
ウ
」
で
表
し
て
ゐ
る
。

「
ウ
」

は
標
準
語
の

「出
σq
」
の
系

ゆ

統

に
屬
す
る
も

の
で
あ
り
北
京
語
で
も

「
、昌
σq」
に
経
つ
て
ゐ
る
。
し
か
る

に
今
の
陜
西
省

の
方
言
で
は

「
兵
」
や

「清
」
は

大
抵

「
富
」
の

ジ

母
音

に
絡
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
正
し
く
漢
音
と
符
節
を
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
陜
西
省

の
首
府
西
安
は
云
寿
ま
で
も
な
く
唐
都
長
安

の
故
地

で
あ
る
。
漢
音
統

一
と
呉
音
放
棄
と
の
聞

に
は
そ
れ
故

に
現
今
に
於
て
標
準
語
と
な

つ
た
も
の
の
側
を
棄
て
て
方

言
と
し
て
殘
つ
た
側
の
も

の
を
採
用
せ
ん
と
し
た
意
圖

の
下
に
こ
れ
を
對
比
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
出
來
る
.の
で
あ
る
。
桓
武
天
皇
の
御
代

に
即
ち
漢
音
統

一
政
策
が

コ

行

は
れ
て
聞
も
.な
く
長
安
に
留
學
し
た
筌
海
、
一最
澄

の
二
人
が
あ
る
。
こ
の
二
人
は
何
れ
も
歸
來
後
山
に
よ
る
佛
歡

の
主
導
者
と
な
つ
て
し

ま

つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
二
人
の
佛
歡
の
有
す
る
世
間
性
に
つ
い
て
從
來
と
は
別
な
立
場
か
ら
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
塞
海
の
ご
と
き
は
長
安

青

龍
寺
の
惠
果
阿
閣
梨
に
つ
い
て
眞
言
の
灌
頂
を
受
け
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
彼
は
長
安
に
來
て
二
ヶ
月
に
す
ぎ
な
か
つ
た
囮
こ
の
時

王
堂
寺
の
珍
賀
に
よ
つ
て
代
表
せ
ら
れ
る
傳
法
不
第

の
申
入
れ
も
さ
る
こ
と
な
・が
ら
、
惠
果
の
認
識
し
た
初
期
密
歡
な
る
も
の
の
性
格
か
ら

し

て
、
こ
こ
に
も
叉
大
き
な
意
圖
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
結
論
的
に
去

へ
ば
文
化
的
に
は
古

い
傳
統

を
も
つ
た
民
族
で
あ
る
漢

民
族
の
間

に
は
異
國
的
要
素
の
多
い
密
歡
的
性
格
は
在
來
の
傳
統
的
佛
歡
に
比
し
て

一
般

に
理
解
さ
れ
る
度
合
を
全
然
缺
如
し
た
と
云

へ
る

の
で
あ
る
。
即
ち
當
時
の
人
逹

」
般
に
は
密
歡
が
受
容
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
は
し
め
る
資
料

が
存
す
る
。
譯
經
史
よ
り

見

る
な
ら
ば
唐
代
密
歡
は
傳
統
的
佛
歉
を
壓
し
て
流
得
し
た
か
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
の
密
教
全
盛
を

語
る
べ
き
密
教
美
術
作
品

曾

語

の
領

域

か

ら

九
議
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の
現
存
す

る
も
の
が
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
更

に
又
會
昌
五
年
の
排
佛

(
b
U
°八
四
五
)
以
後
密
教
が
中
國
に
於

て
逾
に
復
興
せ
す
、
宋
代

に
密
教
經
典
の
翻
譯
事
業
が
行
は
れ
た
に
拘
ら
す

一
般
よ
り
忘
れ
ら
わ
た
よ
う
な
歌
態
に
な
つ
た
こ
と
を
思

へ
ば
珍
賀
等
の
不
不
を
お
し
て

青

龍
寺
惠
果
が
傳
法
を
實
施
し
た
こ
と
そ
の
こ
と
に
深
き
文
化
史
的
省
察
を
加

△
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
存
す

る
。
室
海
が
人
を
推
薦
さ

れ
た
辭
の
中

に

「誦
両
京
之
音
韻
、
改
三
呉
之
訛
響
」
と
見
え
て
ゐ
て
、
早
く
も
昊
音
は

「
訛
響
」
と
貶
さ
れ
て
ゐ
た
。
ま
た
歸
朝
後

の
室

海

は
重
要
な
經
文
は
專
ら
漢
音
に
よ
つ
て
歡
授
し
た
の
で
あ
り
、
醍
醐
寺
本
大
孔
雀
明
王
經
に
施
さ
れ
た
漢
音

に
よ
る
點
で
竜
想
像
さ
れ
る

如

く
、漢
音
昊
音
の
劉
決
は
極
め
て
意
識
的
な
竜
の
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
室
海

の
在
唐
二
ヶ
月
に
し
て
灌
頂
を
受
け
た
る
こ
と
は
も
と
よ
り

彼

の
非
凡
な
る
素
質
に
も
よ
る
こ
と
な
が
ら
言
語
的
才
能
か
ら
云
ふ
な
ら
ば
、
甘
本
人
と
し
て
唯

一
人
中
國
譯
經
史
上
に
於
て
筆
受
の
重
任

げ

を
果
し
た
靈
仙
三
藏

(延
暦
二
十
二
年
(卜
b
°八
〇
三
)
入
唐
)
に
於
て
、
同
時
代
入
唐
者
三
名
申
の
最
高

の
も
の
を
見
出
す
の
は
我

々
の
み

恥

ノ

ヨ

で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
而
も
靈
仙
三
藏

の
事
蹟
は
大
正
六
年

(b
d
二

九

一
七
)
ま
で

一
千
百
餘
年
の
聞
、
皮
上

に
沒
し
て
あ
ら
は
れ
な
か
つ

た

の
で
あ
る
。
こ
の
靈
仙
三
藏
は
も
と
奈
良
興
幅
寺
の
學
僣
で
あ
り
、
法
相
宗

を
習
學
せ
る
人
な
る
こ
と
源
信
の

一
乘
要
訣
卷
下
に
見
え
て

ゐ
る
。

六

奈
良
佛
教
と
李
安
佛
歡

と
の
差
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
最
も
大
き
い
も
の
」

一
つ
と
し
て
戒
律
觀
を
擧

げ

る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
れ
は
帥
も
小
乘
戒
と
大
乘
戒
と
の
對
立
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
而
も
こ
れ
は
卒
安
時
代
に
至
つ
て
は
じ
め
て
奈

良
佛
歡
が
極
め
て
は
げ
し
く
論
難
さ
れ
始
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
中
國
に
於
て
は
東
晋
の
末
始
め
て
戒
律
の
全
文
が
譯
せ
ら
れ
羅
什
に
至

つ
て
梵
網
戒
の
譯
出
を
見
た
。
し
か
し
大
乘
戒
な
る
も
の
は
主
と
し
て
意
業
を
規
定
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
日
々
の
行
動
に
至
つ
て
は
殆
ん

ど

こ
れ
を
論
す

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
故
に
大
乘
門
流
に
於
て
は
日

々
起
居
行
動
の
規
定
に
は
矢
張
り

小
乘
戒
相

に
據
る
外
に
途

は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
唐
に
於
て
は
四
分
律

が
盛
に
研
究
せ
ら
れ
こ
の
中
に
道
宣
に
よ
る
南
山
律
、
法
礪
に
よ
る
相
部
律
、
懷
素

に
よ
る



東
塔
律
の
三
派
分
立
を
見
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
中
國
に
於
て
は
小
乘
律
の
傳
譯
が
あ
つ
て
後

に
大
乘
戒
が
知
ら
れ
た
。
然
る
に
我
國

へ

に
於
て
は
こ
れ
と
反
對
に
先
づ
大
乘
戒
が
知
ら
れ
て
後
に
小
乘
戒
が
傳
は
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
鑒
眞
の
傳

へ
た
道
宣
南
山
律

に
よ
る
東

大
寺
切
戒
壇
は
四
分
の
戒
相
を
傳

へ
つ
曳
も

「
所
立
戒
場
有
三
重
壇
、
表
大
乘
菩
薩
三
聚
淨
戒
故
、
於
第
三
重
安

多
寶
塔
、
塔
中
安
釋
迦
多

寳

二
佛
像
、
表

一
乘
深
妙
理
智
冥
合
之
相
」
と

い
ふ
大
小
混
合
の
形
で
あ
つ
た
。

こ
れ
に
樹
し
て
遣
憾
と
し
た
最
澄
は
大
乘
の
學
徒
須
ら
く

大
乘
の
戒

に
依
行
す

べ
し
と
な
し
て
立
ち
上
り
、
我
國
佛
歡
渡
來
以
來
未
だ
曾
て
見
な
か
つ
た
激
論
が
南
都
北
嶺

の
問
に
往
復
し
た
の
で
あ

る
。
弘
仁
九
年

(卜
6
・八

一
八
)
今
よ
り
以
後
は
聲
聞
の
利
釜
を
受
け
す
、
永
く
小
乘

の
威
儀
に
乖
き
小
乘
下
劣

の
行
を
棄

て
ん
と

い
つ
て

自

ら
二
百
五
十
戒
を
捨

て
る
こ
と
を
誓
願
し
、
我
宗

の
學
生
に
は
大
乘
の
戒
定
慧
を
開
か
し
め
ん
と
告
げ
る
最
澄

の
一
石
は
、

し

か

し

乍

ら
、
弘
仁
十
三
年
六
月
四
日
彼
の
示
寂
ま
で
は
大
乘
円
頓
戒
壇
建
立
の
勅
許
は
得
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
死
後
七
日
目
で
あ
る
六
月
十

一
日

を

以
て
途
に
戒
壇
建
立
の
勅
許
が
與

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
に
も
甚
だ
明
瞭
を
缺
く
も
の
が
存

す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
叡
山
は
奈
良
、
筑
紫
下
野
の
三
壇

に
竝
ん
で
受
戒

の
道
場
を
有
す
る
こ
と
エ
な
り
、
こ
」
か
ら
尊
安
佛
教
と
し

て
第

一
次
脆
皮
を
行

つ
た

日

本
佛
歡
そ
し
て
其
後
に
鎌

倉
時
代
を
導
き
現
代
に
至
る
日
本
佛
教
の
主
流

の
誕
生
が
あ
る
の
で
あ
る
。
南
都
七
大
寺
と
叡
山
の
関
係
は
徇

多

く
考
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
藏
す
る
も
の
で
あ
る
。
當
時
の
佛
教
界
が
如
何
に
墮
落
し
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
歌
況
は
延
暦
四
年

(卜
d
・七

八
五
)
に

「
僭
尼
等
多
乖
法
旨
、
或
私
定
檀
越
、
出
入
閭
巷
、
或
誣
稱
佛
驗
、
詮
誤
愚
民
、
如
此
之
類
擯
出
外
國
」
す

る
こ
と

を

命

ぜ

ら

れ
、
手
安
邁
都

の
翌
年
で
あ
る
延
暦
十
四
年
に
は
、
な
ほ
改
悛
せ
す
違
犯
愈

々
衆
き
に
よ
り
重
ね
て
嚴
命
を
下
し

て
ゐ
る
こ
と
、
又
十
七
年

四
月
に
は

「沙
門
而
今
不
崇
勝
業
、
或
事
生
産
、
周
施
閭
里
、
無
異
編
戸
、
衆
庶
以
之
輕
慢
」
と
云
ひ
、
綾
い
て
今
よ
り
以
後
此

の
如
き
輩

は
寺
に
佳
し
供
養
を
受
く
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
、
同
じ
く
七
月
に
は

「
不
城
旧
都
元
來
多
寺
、
僭
尼
猥
多
、
濫
行
屡
聞
」

と
見
え
檢
索
を
命

ぜ
ら
れ
、
更
に
加

へ
て
同
じ
く
十
月
に
は

「
破
戒
之
僣
、
或
營
生
産
、
不
聽
佳
寺
、
井
充
供
養
」

と
勅
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
で
知
ら
れ
る
如
く
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
罕
城
旧
都

の
僣
尼
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
定
檀
越
、
出
入
閭
巷
、
或
誣
稱
佛
驗

言

語

の

領

域

か

ら

九
五
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(
延
暦
四
年
)
一で
あ
り
」
或
事
生
産
、
周
施
閭
里
、
無
異
編
戸

(
延
暦
十
七
年
四
月
)
僣
尼
猥
多
、
濫
行
康
聞

(
延
暦
十
七
年
七
月
)

或
營

生
産

(
延
暦
十
七
年
十
月
)
受
人
属
託
、
或
行
邪
法

(延
暦
十
八
年
)
或
事
奸
濫
、
詐
稱
改
過
,
未
捨
妻
拏

(
延
暦
二
十
三
年
)
淫
犯
之
徒

屡

聞

(弘
仁
三
年
)
と
い
ふ
如
き
祗
會
的
行
動
が
多
乖
法
旨

(延
暦
四
年
)
不
崇
勝
業

(
延
暦
十
七
年
四
月
)
破
戒
之
僣

(
延
暦
十
七
年
十

丹
)
行
邪
法

(
延
暦
十
八
年
)
諸
國
緇
徒
多
虧
戒
行

(
延
暦
二
十
三
年
)
外
託
勝
因
、
内
虧
戒
律
、
精
進
之
行
無

顯

(弘
仁
三
年
)
と
い
ふ

簡

單
な
理
由
の
下
に
批
難
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
般
に
奈
良
朝
末
期
の
僭
尼
の
生
活
態
度
が
か
く
の
如
く
惰
落
す
る
傾
向
に
趣

き

つ
つ
あ
る
こ
と
が
特
に
示
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
特

に
指
導
的
精
瀞

の
革
命
に
よ
つ
て
薪
ら
し
く
意
識

の
上
に
淨
ぴ
上

つ
て
來
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
何
れ
に
し
ろ

こ
こ
に
は
二
種
の
類
態
の
佛
歡
の
鬪
爭
が
見
ら
れ
る
。
大
体
奈
良
朝
と
い
ふ
も
の
は
三
種
の
性

格

に
分
類
出
來
る
。
第

一
は
飛
鳥
期
で
あ
つ
て
申
國
關
係
で
云

へ
ば
六
朝
末
か
ら
隋
唐
初
期
ま
で
讐
あ
り
大
化
改
新

の
推
進
力
を
な
し
た
丈

化
で
あ
る
。
第
二
は
自
鳳
期
で
あ
つ
て
、
中
國
關
係
か
ら
云

へ
ば
唐
高
宗
中
宗
時
代
が
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
時
代
に
は
遣
唐

使

は
六
回
派
遣
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
三
は
天
平
期
で
あ
つ
て
、
中
國
關
係
か
ら
云
へ
ば
開
元
天
寶
時
代
の
盛
唐
丈
化
で
あ
る
。
遣
唐
使
は
こ

の
時
代
に
も
六
回
行

つ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
時
代
は
遣
唐
使
の
行
く
度
ご
と
に
少
く
て
も
數
人
多
い
時
に
は
十
數
人
の
留
學
生
を
俘
つ
て

ゐ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
例

へ
ば
高
向
玄
理
の
如
く
三
十
二
年
、
請
安
は
三
十
二
年
、
惠
隱
は
三
十

一
年
、
吉
備
眞
備
は
十
七
年
玄
防

十
七
年
そ
の
蓮
中
の
う
ち
比
較
的
短
か
玉
つ
た
の
が
廣
齊
の
十
五
年
と
い
ふ
樣
に
在
留
期
闇
が
長
か
つ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
罕
安
朝
に
な

る
と
室
海
に
し
ろ
橘
逸
勢
に
し
ろ
二
年
足
ら
す
で
あ
つ
た
。
ま
た
還
學
生
を
命
ぜ
ら
れ
た
最
澄

に
至
つ
て
は
最
初
か
ら
往
還

一
ケ
年
を
所
期

と

し
其

の
期
を
過
ぐ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
と
嚴
命
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
甚
だ
長
い
も
の
と
し
て
も
円

仁
の
九
年
、
円
珍
の
五
年

と

い
ふ
具
合
に
留
學
期
が
短
縮
し
た
こ
と
は
默
過
す
る
こ
と

の
出
來
な
い
大
き
な
意
義
を
背
後
に
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
化
現
象

を
連
績
的
に
考

へ
る
場
合
に
結
ぶ
こ
と

の
出
來
な
い
斷
暦
の
存
在
す
る
こ
と
は
丈
化
に
於
け
る
内
容
的
な
異
質
性

の
淌
化
を
考

へ
る
こ
と
な

し

に
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
な

い
。
そ
の
異
質
物
の
淌
化
者
は
云
ふ
迄
も
な
く
そ
の
時
代
の
肚
會
そ

の
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ

の
祗
會
そ

の
も
の
」
本
質
が
明
か
に
さ
れ
ぬ
限
り
こ
の
異
質
物
の
性
質
は
明
瞭
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ー

二
四

.
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