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一
、
論
文
内
容
の
要
旨 

 

本
論
文
は
「
第
一
章
」
か
ら
「
第
四
章
」
ま
で
の
本
論
部
分
に
「
序
章
」
と
「
終
章
」
を
付
し
た
全
六
章
よ
り
成
る
。
以
下
に
そ
の
目
次
と
、
論
者
自
身
に
よ

る
内
容
の
要
旨
を
掲
げ
る
。 

 

目  

次 

序 

章 

第
一
節 

藝
道
の
意
味 

一 

伝
統
藝
術 

二 

藝
道 

三 

藝
道
に
お
け
る
修
行 

（
一
）「
狂
言
綺
語
」 

（
二
）「
藝
道
即
仏
道
」 

第
二
節 

藝
道
の
修
行
論
に
つ
い
て
の
先
行
研
究 

第
三
節 

本
研
究
の
目
的
と
研
究
方
法 

 

第
一
章 

藝
道
に
お
け
る
修
行
の
段
階
論 

第
一
節 

多
段
階
論 

一 

『
十
牛
図
』 

二 

『
論
語
』 

三 

『
風
姿
花
伝
』 

第
二
節 

三
段
階
論 

一 

「
守
破
離
」 

二 

「
三
道
」 
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三 

我
の
三
段
階 

第
三
節 

二
段
階
論 

一 

「
向
去
と
却
来
」 

二 

「
稽
古
と
工
夫
」 

(

一)

「
色
即
是
空
と
空
即
是
色
」 

(
二
）
「
稽
古
と
工
夫
」 

(
三)
「
高
く
心
を
悟
り
て
俗
へ
帰
る
べ
し
」 

三 

「
姿
か
ら
心
へ
、
そ
し
て
心
か
ら
姿
へ
」 

 

第
二
章 

『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
修
行
論 

第
一
節 

「
茶
禅
一
味
」
の
修
行 

一 

珠
光
の
茶
道
に
は
「
仏
法
も
茶
道
の
中
に
あ
る
」 

二 

武
野
紹
鴎
の
「
茶
禅
一
味
」
の
実
践
的
な
立
場 

三 

茶
の
湯
の
風
体
は
禅
宗
よ
り
出
る 

第
二
節 

「
名
人
」
の
修
行
論 

一 

「
名
人
」
の
修
行
論
の
背
景 

二 

「
名
人
」
を
目
指
す
修
行 

（
一
）「
名
人
」
と
は 

（
二
） 

古
今
の
「
名
人
」
簿 

（
三
）「
名
人
」
を
目
指
す
修
行 

三 

「
名
人
の
果
て
」
は
、「
侘
数
寄
」
が
専
な
り 

（
一
）「
名
人
の
果
て
」
と
し
て
の
「
侘
数
寄
」 

（
二
）「
茶
湯
の
果
て
」
と
し
て
の
「
枯
れ
か
じ
け
寒
か
れ
」 

第
三
節 

「
茶
湯
者
覚
悟
十
体
」
・
「
又
十
体
」
の
修
行 
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一 

茶
人
に
お
け
る
茶
道
の
「
覚
悟
」 

二 

「
茶
湯
者
覚
悟
十
体
」
の
修
行 

（
一
）「
茶
湯
者
覚
悟
十
躰
」
の
構
成 

（
二
）「
茶
湯
者
覚
悟
十
躰
」
の
修
行 

三 

「
又
十
体
」
の
修
行 

（
一
）「
又
十
体
」
の
構
成 

（
二
）「
又
十
体
」
の
修
行 

 

第
三
章 

数
寄
の
理
想
的
風
体
「
そ
そ
う
」 

第
一
節 

「
そ
そ
う
」
の
風
体
の
登
場 

一 

「
そ
そ
う
」
の
表
記
と
意
味 

（
一
）「
そ
そ
う
」
の
表
記 

（
二
）「
そ
そ
う
」
の
辞
書
的
意
味 

（
三
）
三
つ
の
「
そ
そ
う
」（
善
き
そ
そ
う
・
悪
し
き
そ
そ
う
・
只
そ
そ
う
） 

二 

「
そ
そ
う
」
の
研
究
状
況 

第
二
節 

茶
書
に
み
る
「
そ
そ
う
」
の
姿 

一 

『
分
類
草
人
木
』
に
お
け
る
、
道
具
の
「
そ
そ
う
」 

（
一
）『
分
類
草
人
木
』「
小
壷
」 

（
二
）『
分
類
草
人
木
』「
風
爐
・
囲
爐
裏
類
」 

二
『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
の
「
そ
そ
う
」 

（
一
）
茶
人
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

（
二
）
主
客
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

（
三
）
懐
石
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

（
四
）
茶
室
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 
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（
五
）
灰
形
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

（
六
）
取
り
合
わ
せ
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

第
三
節 

山
上
宗
二
の
風
体
へ
の
見
識 

一 

茶
湯
の
全
般
を
風
体
で
現
す 

（
一
）
茶
の
湯
の
全
体
的
な
慣
わ
し
・
行
い
方
に
つ
い
て
、
禅
宗
の
風
体
を
用
い
た
と
示
す 

（
二
）
時
代
の
主
流
の
茶
を
茶
人
の
風
体
で
言
い
表
す 

（
三
）
茶
の
行
い
方
や
個
別
な
教
え
を
風
体
で
表
す 

二 

茶
の
湯
の
究
極
を
風
体
で
し
め
す 

三 

名
人
の
茶
湯
を
風
体
で
言
い
表
す 

第
四
節 

「
そ
そ
う
」
が
登
場
す
る
三
つ
の
背
景 

一 

思
想
的
背
景 

（
一
）
禅 

（
二
）
正
直 

（
三
）
論
語
（
思
無
邪
） 

二 

風
体
論
の
伝
統 

（
一
）
風
体
の
分
類 

（
二
）
風
体
に
お
け
る
修
行
の
順
序 

三 

東
洋
的
自
然
観 

第
五
節 

山
上
宗
二
の
「
そ
そ
う
」 

一 

茶
人
の
姿
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

二 

茶
人
自
身
の
表
現
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

三 

取
り
合
わ
せ
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

四 

数
寄
の
眼
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

五 

「
そ
そ
う
」
の
事
例 
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第
四
章 

「
守
破
離
」
に
つ
い
て 

第
一
節 

修
行
の
三
段
階
と
し
て
の
「
守
破
離
」 

一 

『
茶
話
抄
』・
『
不
白
筆
記
』
に
於
い
て
の
「
守
破
離
」 

二 

『
山
上
宗
二
記
』
に
窺
え
る
「
守
破
離
」 

三 

「
離
」
の
境
地
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

第
二
節 
茶
道
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

一 
『
心
の
文
』
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

二 

『
南
方
録
』
に
お
け
る
「
守
破
離
」  

三 

『
利
休
の
辞
世
』
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

第
三
節 

諸
道
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

一 

禅
道
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

二 

藝
道
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

三 

人
生
の
あ
り
様
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

四 

西
洋
哲
学
に
お
け
る
「
守
破
離
」 

  

終
章 

「
そ
そ
う
」
の
現
代
的
意
義 

第
一
節 

自
然
体
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

一 

理
想
的
茶
人
像 

二 

茶
道
の
姿 

三 

藝
道
の
姿 

第
二
節 

「
守
破
離
」
の
離
の
境
地 

一 

東
洋
文
化
の
精
華 

二 

自
然
本
位
主
義
の
時
代
を
生
き
る 

第
三
節 

伝
統
と
創
造 
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一 

伝
統 

 
 

二 

創
造 

 
参
考
文
献 

論
文 

辞
典
類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

要 

旨 
 
 

は
じ
め
に 

伝
統
藝
術
の
領
域
に
は
、
「
藝
と
共
に
心
の
修
行
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
藝
道
」
と
い
う
非
常
に
大
事
な
概
念
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
藝
道
研
究
に
お

い
て
提
示
さ
れ
て
き
た
藝
道
の
定
義
の
中
で
は
、
心
の
方
に
重
み
が
置
か
れ
た
例
は
少
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
更
に
藝
道
論
に
お
い
て
大
事
な
二
つ
の
柱
と
さ
れ
る

「
風
体
論
」
や
「
心
の
修
行
論
」
に
つ
い
て
の
実
践
的
な
立
場
か
ら
の
本
格
的
な
研
究
は
殆
ど
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

倉
澤
行
洋
氏
の
藝
道
論
は
、
藝
道
に
お
け
る
「
風
体
」
と
そ
の
「
心
の
在
り
よ
う
」
に
つ
い
て
、
抜
き
ん
出
た
研
究
成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

私
は
本
論
文
で
、
倉
澤
氏
の
藝
道
論
に
依
拠
し
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
た
び
の
第
一
の
研
究
成
果
と
し
て
、
茶
道
に
お
け
る
重
要
な
風
体
と

し
て
の
「
そ
そ
う
」
を
山
上
宗
二
の
茶
書
か
ら
発
見
し
た
。
そ
し
て
「
そ
そ
う
」
が
思
想
的
に
は
確
実
に
禅
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
、
次
に
日
本
の
風
体
の
伝
統

を
確
か
に
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
三
国
に
お
け
る
共
通
の
自
然
観
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
、
最
後
に
そ
れ
が
、
修
行
の
段
階
論
「
守
破
離
」
に

お
い
て
最
後
の
段
階
で
あ
る
「
離
」
の
境
地
か
ら
出
て
く
る
「
自
然
体
」
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

本
論
文
で
は
、
基
本
的
に
倉
澤
氏
の
藝
道
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
藝
道
の
定
義
及
び
藝
道
に
お
け
る
修
行
の
段
階
論
に
触
れ
、「
そ
そ
う
」
に
つ
い
て
、
そ
の
本

質
的
な
意
味
や
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。 

 

一 

藝
道
の
意
味 

本
論
文
で
い
う
倉
澤
氏
の
「
藝
道
」
と
は
、
「
藝
か
ら
心
へ
の
道
、
そ
し
て
心
か
ら
藝
へ
の
道
」
と
い
う
二
段
階
の
修
行
論
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
具

体
的
に
は
第
一
の
修
行
の
段
階
と
し
て
「
藝
を
通
し
て
心
の
在
り
様
を
深
め
高
め
る
道
」
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
第
二
の
修
行
の
段
階
と
し
て
「
心
の
在
り
様
を

深
め
高
め
た
と
こ
ろ
か
ら
藝
を
行
う
道
」
と
い
う
二
段
階
論
を
説
い
て
、「
藝
道
」
と
は
第
一
段
階
と
第
二
段
階
の
過
程
を
両
方
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
強
調
し
た(

『
藝
道
の
哲
学
』)

。
言
い
換
え
れ
ば
、「
藝
道
」
と
は
、「
心
」
を
要
と
し
て
第
一
の
段
階
で
あ
る
「
藝
か
ら
の
道
」
と
第
二
段
階
で
あ
る
「
藝
へ

の
道
」
の
、
動
的
・
実
践
的
二
段
階
の
修
行
論
で
あ
る
。 

こ
こ
で
い
う
藝
道
の
「
藝
」
と
は
、「
藝
術
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
語
と
し
て
、
そ
の
語
意
は
、
古
く
東
洋
の
「
六
藝
（
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
）」
や
「
四

術
（
琴
・
棋
・
書
・
画
）
」
の
言
葉
が
意
味
す
る
よ
う
な
、
人
間
の
多
様
な
才
能
や
わ
ざ
を
全
て
包
括
す
る
意
味
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
美
を
追
求
す
る
営
み
と
い
う

意
味
で
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
美
学
用
語
と
し
て
の
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
のart

、
ド
イ
ツ
語
のKunst

、
ラ
テ
ン
語
のars

の
翻
訳
語
で
は
な

く
、
こ
れ
ら
の
語
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
る
意
味
、
つ
ま
り
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
広
く
包
含
す
る
意
味
を
あ
ら
わ
す
。 

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
藝
術
」
の
語
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
な
す
行
為
の
す
べ
て
を
表
す
「
文
化
」
の
語
と
ほ
と
ん
ど
同
義
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
「
伝
統
藝
術
」
の
語
は
、
「
伝
統
文
化
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
、
実
際
、
現
に
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
違

和
感
な
く
使
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
論
文
で
の
「
伝
統
藝
術
」
と
は
、
国
家
・
民
族
そ
の
他
な
ん
ら
か
の
集
団
に
お
い
て
、
あ
る

共
通
の
特
性
を
具
え
た
藝
術
行
為
が
、
相
当
の
期
間
継
続
し
て
行
な
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
行
為
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
を
伝
統
藝
術
と
定
義
し
て

い
る
。 

 

二 

藝
道
に
お
け
る
修
行
の
段
階
論 

私
は
過
去
に
修
士
論
文
「
『
山
上
宗
二
記
』
に
み
る
茶
人
観
」
を
通
し
て
、
日
本
茶
道
の
大
成
期
（
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
初
め
頃
）
に
お
け
る
茶
人
の
在
り

様
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、「
茶
道
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
単
な
る
嗜
好
飲
料
や
薬
用
的
効
果
の
あ
る
健
康
飲
料
と
し
て
茶
を
た
し

な
む
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
社
交
的
・
文
化
的
な
行
為
の
な
か
だ
ち
と
し
て
茶
を
た
し
な
む
こ
と
で
も
な
く
、
高
い
精
神
的
境
地
に
至
る
一
つ
の
道
と
し
て
、
茶
を

実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。 

し
か
し
、
後
に
倉
澤
氏
の
『
藝
道
の
哲
学
』
に
よ
る
「
茶
道
」
の
定
義
に
触
れ
て
か
ら
、
自
分
の
「
茶
道
」
の
定
義
が
、
茶
道
の
第
一
の
段
階
で
あ
る
「
茶
か
ら

心
へ
の
道
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
界
に
自
ら
気
づ
か
さ
れ
た
。
茶
道
は
第
二
段
階
の
「
心
か
ら
茶
へ
の
道
」
を
も
含
ん
で
こ
そ
、
真
の
意
味
が
満
た
さ
れ
る
こ
と

に
目
覚
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
茶
道
の
意
味
に
対
す
る
大
乗
的
覚
醒
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
修
行
の
二
段
階
論
は
、
白
楽
天
の
「
狂
言
綺
語
」
に
基
づ
い
た
「
藝
道
即
仏
道
」
の
考
え
方
の
う
え
で
、
仏
道
に
お
け
る
「
向
去
と
却
来
」
に
倣
っ

て
成
立
し
た
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
「
色
即
是
空
と
空
即
是
色
」、
心
敬
の
連
歌
論
に
お
け
る
「
稽
古
と
工
夫
」、
芭
蕉
の
俳
諧
論
に
お
け
る
「
高
く
心
を
悟

り
て
俗
へ
帰
る
べ
し
」
な
ど
の
伝
統
を
受
け
た
、
大
乗
的
な
二
段
階
論
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
倉
澤
氏
の
藝
道
の
二
段
階
論
は
、
こ
の
伝
統
を
徹
底
的
に
踏
ま
え

た
上
で
、
そ
の
核
心
に
あ
た
る
「
心
」
と
「
姿
」
の
在
り
様
の
静
的
関
係
を
、
修
行
の
「
道
」
を
も
っ
て
動
的
関
係
へ
と
明
確
・
簡
潔
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
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論
文
が
倉
澤
氏
の
藝
道
の
定
義
に
従
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
観
点
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

 
（
一
）
「
修
行
」 

そ
も
そ
も
「
修
行
」
の
語
が
日
本
の
文
献
に
見
ら
れ
る
早
い
例
は
、『
日
本
書
紀
』（
七
二
〇
）
に
従
え
ば
、
聖
徳
太
子
が
当
時
講
経
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た

『
法
華
義
疏
』
・
『
勝
鬘
経
義
疏
』
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
の
講
経
の
対
象
は
、
お
そ
ら
く
当
時
日
本
国
や
社
会
を
リ
ー
ド
す
る
支
配
階
層
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
ろ
う
し
、

講
経
の
際
に
登
場
す
る
「
修
行
」
の
語
は
、
彼
ら
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
は
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
仏
道
」
の
講
経
に

用
い
ら
れ
る
「
修
行
」
の
語
が
、
「
藝
道
」
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
は
、
前
例
の
白
楽
天
の
「
狂
言
綺
語
」
に
基
づ
い
た
「
藝
道
即
仏
道
」
の
考

え
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

（
二
）「
狂
言
綺
語
」 

「
狂
言
綺
語
」
と
は
、
仏
の
説
い
た
「
実
語
」
に
対
し
て
、
道
理
に
は
ず
れ
た
語
や
人
の
心
を
惑
わ
す
偽
り
飾
ら
れ
た
語
の
こ
と
で
、
仏
教
や
儒
教
の
立
場
か
ら
、

文
学
や
歌
舞
音
曲
な
ど
の
藝
を
否
定
的
に
指
し
て
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
唐
の
白
楽
天
が
、
晩
年
に
自
著
の
『
洛
中
集
』
を
香
山
寺
の
経
蔵
に
納
め
る
に
際
し
て
、 

 

顧
以
今
生
世
俗
文
字
之
業
、
狂
言
綺
語
之
過
、
転
為
将
来
世
世
讚
仏
乗
之
因
、
転
法
輪
之
縁
（『
洛
中
集
』
原
文
） 

願
は
く
は
今
生
世
俗
文
字
の
業
、
狂
言
綺
語
の
過
ち
を
以
て
、
転
じ
て
将
来
世
世
讃
仏
乗
の
因
、
転
法
輪
の
縁
と
な
さ
ん
こ
と
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
読
み
下
し
文
『
白
氏
文
集
』
七
一
） 

 

と
「
狂
言
綺
語
」
の
語
を
使
用
し
て
か
ら
、
犯
戒
の
行
為
が
逆
に
功
徳
を
積
む
こ
と
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

白
楽
天
の
「
狂
言
綺
語
」
は
、
日
本
に
お
け
る
藝
道
、
特
に
文
芸
と
仏
教
と
結
び
付
け
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
。
そ
れ
ま
で
は
、『
法
華
経
』「
安
楽
行
品
」

に
「
世
俗
の
文
筆
、
讃
詠(

う
た)

の
外
書
」
を
つ
く
る
者
と
交
際
す
る
な
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
狂
言
綺
語
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
は
、
妄
語
戒
を
破
り
、
仏
の

教
え
に
背
く
行
為
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
『
涅
槃
経
』
に
「
麁
言(
あ
ら
あ
ら
し
い
言
葉)

及
び
軟
語(

柔
和
な
言
葉)

、
皆
第
一
義
に
帰
す
」
と
も
あ

っ
て
、
狂
言
綺
語
も
「
諸
法
実
相
」
を
示
す
方
便
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
挙
例
の
白
楽
天
の
「
香
山
寺
白
氏
洛
中
集
記
」
に
お
け
る
、
文
藝
の
「
狂
言
綺
語
」
と

仏
道
と
が
究
極
に
お
い
て
一
致
で
き
る
も
の
と
し
、
「
狂
言
綺
語
」
に
よ
る
文
学
作
品
の
創
作
が
、
仏
教
の
信
仰
に
反
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
、
こ
の
両
者
を
結

び
つ
け
て
そ
の
存
在
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
歌
の
道
に
係
わ
る
僧
侶
た
ち
を
中
心
に
、「
狂
言
綺
語
」
が
方
便
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
重
要
な
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き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
広
く
享
受
さ
れ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
白
楽
天
の
漢
詩
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
も
、
後
世
へ
の
影
響
を
拡
大
し
、「
狂

言
綺
語
」
の
語
は
、『
栄
華
物
語
』『
平
家
物
語
』『
十
訓
抄
』『
沙
石
集
』『
と
は
ず
が
た
り
』『
拾
玉
集
』
等
の
詩
文
・
和
歌
・
物
語
・
説
話
に
ま
で
頻
出
す
る
よ
う

に
な
る
。
な
お
、
文
芸
だ
け
で
は
な
く
能
楽
に
も
影
響
を
与
え
『
自
然
居
士
』『
山
姥
』『
風
姿
花
伝
』
な
ど
の
謡
曲
や
能
楽
の
修
行
論
書
に
ま
で
現
れ
、「
藝
道
即

仏
道
」
と
い
う
考
え
方
が
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

（
三
）「
藝
道
即
仏
道
」 

藝
の
道
を
仏
道
の
修
行
と
同
様
に
捉
え
る
「
藝
道
即
仏
道
」
の
考
え
方
は
、
藝
道
論
に
お
い
て
実
践
的
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
、
能
楽
に
お
け
る

世
阿
弥
の
「
色
即
是
空
と
空
即
是
色
」
の
修
行
論
で
あ
る
。「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
は
、
元
来
、『
般
若
心
経
』
の
こ
と
ば
と
し
て
、「
色
」
と
「
空
」
の
「
相

即
」
を
示
す
、
佛
教
の
核
心
な
る
考
え
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
世
阿
弥
は
『
遊
楽
習
道
風
見
』
に
お
い
て
、「
色
」
か
ら
「
空
」
へ
、
そ
し
て
「
空
」
か
ら
「
色
」

へ
と
い
う
ふ
う
に
、
修
行
の
過
程
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、『
般
若
心
経
』
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
を
能
楽
の
修
行
に
転
用
し
、
万
曲
を
「
色
」
に
、

為
手
の
心
を
「
空
」
に
当
て
て
実
践
的
に
考
え
て
い
た
。「
色
即
是
空
」
を
修
行
の
第
一
段
階
と
し
て
、「
空
即
是
色
」
を
そ
の
第
二
段
階
と
し
て
、
修
行
の
過
程
と

し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
世
阿
弥
の
独
自
の
段
階
論
の
捉
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
静
的
な
あ
り
方
を
動
的
な
過
程
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
は
、
後
述
す
る

茶
書
『
山
上
宗
二
記
』
の
「
名
人
の
段
階
論
」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。 

 

（
四
）
修
行
の
段
階
論 

修
行
の
道
に
至
る
過
程
を
段
階
論
的
に
い
う
と
、
初
期
仏
教
の
ほ
う
は
非
常
に
細
か
く
分
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
省
き
、
東
ア
ジ
ア
に
見
ら

れ
る
段
階
論
に
限
っ
て
、
代
表
的
な
も
の
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
。 

藝
道
の
修
行
に
お
け
る
段
階
論
と
し
て
、
多
段
階
論
、
三
段
階
論
、
二
段
階
論
と
三
つ
に
分
類
し
た
う
え
、
こ
れ
を
「
守
破
離
」
論
を
用
い
て
再
度
分
析
し
て
研

究
し
た
。 

先
ず
、
多
段
階
論
と
し
て
古
い
の
は
、
年
齢
に
追
っ
て
の
段
階
論
と
し
て
『
論
語
』
が
あ
り
、
能
楽
で
は
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
が
代
表
的
で
あ
る
。
茶
書
と

し
て
は
『
山
上
宗
二
記
』
が
も
っ
と
も
本
格
的
で
早
い
例
の
茶
道
修
行
書
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
か
く
十
段
階
に
分
け
て
自
己
の
修
行
を
提
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て

『
十
牛
図
』
が
あ
る
。 

次
に
三
段
階
論
と
し
て
は
「
守
破
離
」
が
代
表
的
で
、『
茶
話
抄
』・『
不
白
筆
記
』
に
あ
る
。
よ
く
引
き
合
い
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
序
破
急
」・「
真
行
草
」・「
皮

肉
骨
」
が
あ
る
が
、
し
か
る
べ
き
段
階
を
必
ず
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
段
階
論
の
条
件
が
あ
る
が
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 
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修
行
に
お
け
る
段
階
論
の
条
件
と
は
、
第
一
に
、
必
ず
前
段
階
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
段
階
に
順
次
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
段
階
を
省
略
す
る
と
か
、

段
階
を
追
い
越
す
と
か
は
あ
り
え
な
い
。
第
二
に
、
逆
順
し
て
進
む
こ
と
は
し
な
い
。「
序
破
急
」・
「
真
行
草
」・「
皮
肉
骨
」
は
、
段
階
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
可

能
で
は
あ
る
が
、
順
序
に
お
い
て
は
必
ず
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、「
守
破
離
」
と
区
別
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
修
行
の
段
階
論
の
特
徴
か
ら
、
修
行
な
き
「
名
人
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
も
い
え
よ
う
。 

そ
し
て
仏
教
や
日
本
の
伝
統
藝
術
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
二
段
階
論
が
あ
る
。
仏
教
で
は
「
向
去
と
却
来
」・「
還
源
と
起
動
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
藝
道
に
は 

世

阿
弥
の
「
色
即
是
空
と
空
即
是
色
」、
心
敬
の
「
稽
古
と
工
夫
」、 

芭
蕉
の
「
高
く
心
を
悟
り
て
俗
に
帰
る
べ
し
」、
倉
澤
氏
の
「
藝
か
ら
心
へ
の
道
・
心
か
ら
藝
へ

の
道
」
な
ど
と
い
う
二
段
階
が
み
ら
れ
る
。 

以
上
、
茶
道
に
お
い
て
二
段
階
論
は
も
っ
と
も
そ
の
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
守
破
離
」
は
他
の
国
に
は

例
が
見
ら
れ
な
い
修
行
論
と
し
て
、
日
本
の
藝
道
論
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
特
に
修
行
の
過
程
と
い
う
の
が
緻
密
に
考
え
ら
れ
た
結
果
が
こ
の
よ
う
な
段
階

論
を
生
み
出
し
た
と
伺
え
る
。 

 

三 

茶
道
に
お
け
る
「
そ
そ
う
」
に
つ
い
て 

こ
の
た
び
の
第
一
の
研
究
成
果
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
そ
そ
う
」
の
風
体
に
つ
い
て
論
じ
た
。 

日
本
語
の
「
そ
そ
う
」
は
今
も
嘗
て
も
「
粗
末
」｢
不
始
末｣

「
荒
い
」
な
ど
、
否
定
的
な
意
味
を
表
わ
し
、
今
の
茶
道
で
も
「
そ
そ
う
の
な
い
よ
う
に
」
と
は
言

う
が
、
「
そ
そ
う
に
な
る
よ
う
に
」
と
は
お
そ
ら
く
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
茶
道
の
大
成
期
の
伝
書
『
山
上
宗
二
記
』
に
は
も
っ
と
も
大
事
な
数
奇

茶
湯
の
風
体
と
し
て
「
そ
そ
う
」
を
積
極
的
に
唱
え
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。 

茶
人
の
在
り
よ
う
を
は
じ
め
、
茶
室
・
主
客
・
懐
石
・
灰
形
・
取
り
合
わ
せ
の
在
り
様
に
至
る
ま
で
、
数
奇
茶
湯
の
全
体
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
「
そ
そ
う
」
を

善
き
風
体
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
茶
道
の
姿
や
本
質
を
捉
え
る
の
に
非
常
に
興
味
深
く
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
に
違
い
な
い
が
、
今
ま
で
の
研
究
で
は
本

格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
み
ら
れ
る
。 

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、 

一
つ
目
に
、「
そ
そ
う
」
は
、
従
来
茶
道
の
美
意
識
又
は
境
涯
・
理
念
と
し
て
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
佗
び
」「
さ
び
」
以
前
に
茶
道
の
大
成
期
の
原
点
に

あ
っ
た
風
体
と
し
て
、「
数
寄
の
眼
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
茶
道
史
の
う
え
で
の
、
そ
の
展
開
と
行
方
を
考
察
し
た
。 

こ
の
際
、
茶
書
に
書
か
れ
た
「
そ
そ
う
」
の
用
例
を
、『
山
上
宗
二
記
』
を
基
点
と
し
て
、『
山
上
宗
二
記
』
を
は
じ
め
、
そ
の
以
前
と
以
後
の
現
在
ま
で
の
茶
書

か
ら
、
で
き
る
限
り
そ
の
用
例
を
拾
い
出
し
て
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
普
通
否
定
的
な
意
味
合
い
の
「
そ
そ
う
」
と
混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
、
仮
に
、
し
て
は
い
け
な
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い
そ
そ
う
を
「
悪
し
き
そ
そ
う
」
、
結
構
な
も
の
と
比
較
し
た
場
合
の
そ
そ
う
を
「
た
だ
の
そ
そ
う
」、『
山
上
宗
二
記
』
の
「
そ
そ
う
」
の
よ
う
に
積
極
的
に
勧
め

る
そ
そ
う
を
「
善
き
そ
そ
う
」
と
名
づ
け
て
、
三
つ
の
「
そ
そ
う
」
を
分
類
し
て
検
討
を
行
っ
た
。 

二
つ
目
に
、
茶
道
に
お
け
る
「
そ
そ
う
」
は
茶
道
か
ら
独
自
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
伝
統
藝
術
に
お
け
る
風
体
論
と
修
行
論
と
の
長
く
深
い
伝
統

の
中
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
茶
道
が
日
本
伝
統
文
化
の
中
で
も
か
な
り
異
質
的
だ
と
い
う
先
入
観
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
思
う
。 

そ
も
そ
も
「
そ
そ
う
」
は
『
山
上
宗
二
記
』
で
の
「
茶
の
湯
者
覚
悟
十
体
」
と
「
又
十
体
」
に
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
研
究
で
は
『
山
上
宗
二
記
』

に
お
け
る
「
十
体
」
が
、
十
の
風
体
を
表
す
用
語
と
し
て
伝
え
な
が
ら
も
「
風
体
」
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
心
得
の
箇
条
書
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。

そ
こ
で
、
本
研
究
は
「
そ
そ
う
」
を
「
茶
の
湯
者
覚
悟
十
体
」
の
「
風
体
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
伝
統
藝
術
ジ
ャ
ン
ル
の
風
体
論
を
用
い

て
そ
の
分
析
を
行
っ
た
。 

具
体
的
方
法
と
し
て
は
、
歌
論
に
お
け
る
藤
原
定
家
の
十
体
論
、
能
楽
論
に
お
け
る
世
阿
弥
の
九
位
論
、
連
歌
に
お
け
る
心
敬
の
風
体
論
を
踏
ま
え
た
う
え
、
倉

澤
氏
の
風
体
論
の
独
自
的
研
究
成
果
で
あ
る
七
つ
の
風
体
論
を
用
い
て
「
そ
そ
う
」
を
統
合
分
析
し
た
。 

風
体
論
は
必
ず
風
体
の
修
行
の
順
序
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
修
行
論
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
風
体
論
へ
の
真
の
理
解
が
得
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
研
究
方
法
は
風
体
論
の
分
析
の
際
と
同
様
で
あ
っ
た
。 

三
つ
目
に
、「
そ
そ
う
」
の
思
想
的
な
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
そ
そ
う
」
の
東
ア
ジ
ア
文
化
に
お
け
る
他
地
域
と
の
繋
が
り
及
び
共
通
性
を
明
ら
か

に
し
た
。
特
に
東
ア
ジ
ア
三
国
を
中
心
に
し
て
、「
そ
そ
う
」
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
例
え
ば
、
空
、
無
、
正
直
、
邪
無
思
な
ど
を
、
共
通
し
た
内
容
を
含
む
思

想
と
し
て
確
認
で
き
た
。 

四
つ
目
に
、「
そ
そ
う
」
の
登
場
の
背
景
と
し
て
、
東
洋
的
自
然
観
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
四
季
折
々
の
自
然
を
友
と
し
て
過
ご
し
、
そ
の
中
で
自
然
の
天
理
を

学
び
、
そ
れ
に
し
た
が
う
生
き
方
を
望
む
こ
と
は
、
東
洋
人
の
根
本
に
あ
る
自
然
観
・
人
生
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
観
・
人
生
観
は
、「
自
然
体
」
を
意
味

す
る
「
そ
そ
う
」
の
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

五
つ
目
に
、「
そ
そ
う
」
の
人
類
文
化
に
と
っ
て
の
普
遍
的
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
。 

「
そ
そ
う
」
は
自
由
自
在
で
無
碍
な
境
地
か
ら
で
て
く
る
自
然
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。「
そ
そ
う
」
の
研
究
が
、
た
だ
、
日
本
に
お
け
る
、
ま
た
は
中
世
に
お

け
る
、
ま
た
は
茶
道
に
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
東
西
を
問
わ
ず
人
類
の
文
化
・
文
明
が
よ
り
時
空
的
に
近
接
・
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
に

目
指
す
べ
き
普
遍
的
な
価
値
を
「
そ
そ
う
」
か
ら
見
出
す
こ
と
を
試
み
た
。 

 

四 

山
上
宗
二
の
「
善
き
そ
そ
う
」
に
つ
い
て 
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『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
「
そ
そ
う
」
の
用
例
は
、
全
部
で
六
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
一
箇
所
は
、「
茶
人
の
姿
と
し
て
の
そ
そ
う
」、
次
の
四
箇
所
は
、

「
茶
人
自
身
が
表
現
す
る
姿
と
し
て
の
そ
そ
う
」
、
最
後
の
一
箇
所
が
、
取
り
合
わ
せ
の
姿
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」
で
あ
る
。 

「
そ
そ
う
」
の
姿
を
表
す
語
は
、
『
山
上
宗
二
記
』
の
以
前
の
茶
書
や
同
時
代
の
茶
会
記
で
道
具
の
鑑
定
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
「
そ
そ

う
」
は
、
し
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
悪
し
き
そ
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
い
評
価
を
示
す
鑑
定
の
語
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
宗
二
は
、『
山
上
宗
二
記
』
に
そ
の
よ
う
な
道
具
を
記
載
す
る
と
き
に
、
い
っ
さ
い
そ
の
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
な
い
。
宗
二
の
「
そ
そ
う
」
は
、「
茶

人
自
身
の
姿
」
と
「
茶
人
自
身
が
表
現
す
る
茶
湯
の
姿
」
の
み
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
に
は
意
識
的
な
意
図
が
あ
る
よ
う
に
も

う
か
が
え
る
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
数
寄
茶
湯
の
開
山
と
讃
え
る
珠
光
の
『
心
の
文
』
を
と
り
あ
げ
れ
よ
う
。 

 

又
当
時
、
ひ
ゑ
か
る
ゝ
と
申
て
、
初
心
の
人
躰
か
ひ
せ
ん
し
か
ら
き
物
な
と
を
も
ち
て
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
た
け
く
ゝ
む
事
、
言
語
道
断
也
。 

 

珠
光
は
、
ま
だ
道
具
の
あ
じ
わ
い
を
十
分
に
わ
か
ら
な
い
初
心
者
が
、
ひ
え
か
れ
の
境
地
の
茶
人
が
使
う
よ
う
な
備
前
も
の
や
信
楽
も
の
な
ど
の
道
具
を
も
っ
て
、

そ
の
ま
ね
を
し
て
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
を
、
言
語
道
断
だ
と
厳
し
く
戒
め
て
い
る
。
宗
二
も
そ
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
そ
そ
う
」
と

評
価
さ
れ
た
道
具
は
、
す
で
に
珠
光
の
よ
う
な
名
人
が
使
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
な
げ
ず
き
ん
茶
入
」
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
二
十
年
も
三
十
年
も
厳
し
い
修
行
の

段
階
を
積
ん
で
こ
そ
や
っ
と
至
れ
る
境
地
の
風
体
を
、
安
易
に
「
そ
そ
う
」
と
評
価
さ
れ
る
道
具
を
も
っ
て
ま
ね
を
す
る
初
心
者
の
こ
と
を
、
意
識
的
に
警
戒
し
て

い
る
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
た
め
、
道
具
の
「
そ
そ
う
」
に
は
あ
え
て
用
い
ず
、
最
初
か
ら
茶
人
自
身
の
姿
と
し
て
、
ま
た
他
人
が
作
っ
た
道
具
で
は
な

く
、
茶
人
自
身
が
表
現
す
る
茶
湯
の
姿
の
み
に
も
ち
い
る
こ
と
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 （
一
） 

茶
人
の
姿
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

「
茶
湯
者
覚
悟
十
体
」
の
第
一
に
あ
る
、「
上
を
そ
そ
う
に
、
下
を
律
儀
に
」
で
あ
る
。「
上
の
姿
を
そ
そ
う
に
、
心
の
有
り
様
を
律
儀
に
」
を
、
本
論
文
で
研

究
し
て
得
ら
れ
た
語
を
用
い
て
い
い
か
え
れ
ば
、「
姿
は
自
然
体
に
、
心
は
正
直
に
」
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
正
直
」
は
『
紹
鴎
侘
び
の
文
』
に
お
け
る

「
ま
こ
と
」
の
意
味
に
相
通
じ
る
も
の
で
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
引
用
す
る
と
、『
論
語
』
の
「
思
無
邪
」
で
あ
り
、
禅
の
語
を
も
ち
い
る
と
「
無
一
物
」・「
無
」・

「
空
」
に
共
通
し
て
い
る
。 

 （
二
） 

茶
人
自
身
の
作
り
出
す
表
現
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 
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宗
二
は
、
初
心
者
の
立
場
を
考
え
て
こ
の
『
山
上
宗
二
記
』
を
書
き
始
め
た
た
め
、
他
人
が
作
っ
た
道
具
の
姿
の
「
そ
そ
う
」
に
は
触
れ
ず
に
、
茶
人
自
身
が

表
現
す
る
茶
湯
の
姿
の
み
に
限
っ
て
い
る
。
そ
の
例
は
四
箇
所
に
あ
る
。 

㊀ 

灰
形
の
在
り
様
と
し
て
、「
角
々
手
き
は
を
真
ニ
入
て
、
そ
さ
う
に
ミ
ゆ
る
様
に
灰
を
い
る
ゝ
也
」 

㊁ 

懐
石
の
在
り
様
と
し
て
、「
物
ヲ
入
テ
ソ
サ
ウ
ニ
ミ
ユ
ル
様
に
ス
ル
カ
専
也
」 

㊂ 
亭
主
振
り
の
在
り
様
と
し
て
、「
貴
人
茶
湯
ノ
上
手
ノ
事
ハ
不
及
申
、
不
断
寄
合
衆
ヲ
モ
名
人
ノ
コ
ト
ク
、
底
ニ
ハ
可
思
。
将
又
、
上
ヲ
ハ
そ
さ
う
に
可
仕
」 

㊃ 

茶
室
の
在
り
様
と
し
て
、「
准
会
席
、
物
ヲ
入
テ
ソ
サ
ウ
ニ
ス
ル
カ
数
寄
之
作
事
也
」 

 （
三
） 

取
り
合
わ
せ
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
「
そ
そ
う
」
の
用
例
は
、
全
部
で
六
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
一
箇
所
は
、「
茶
人
の
姿
と
し
て
の
そ
そ
う
」、
次
の
四
箇
所
は
、

「
茶
人
自
身
が
表
現
す
る
姿
と
し
て
の
そ
そ
う
」
、
最
後
の
一
箇
所
が
、
こ
こ
に
あ
る
取
り
合
わ
せ
の
姿
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」
で
あ
る
。 

 

昔
、
珠
光
被
申
候
ハ
、
ワ
ラ
ヤ
ニ
名
馬
ヲ
繋
タ
ル
カ
好
ト
、
旧
語
に
有
時
ハ
、
名
物
之
道
具
ヲ
そ
さ
う
な
る
座
敷
ニ
置
キ
タ
ル
ハ
、
当
世
の
風
体
、
猶
以
面
白
歟 

 

こ
の
取
り
合
わ
せ
の
こ
と
を
、「
対
照
の
美
」
と
し
て
み
る
見
方
も
あ
る
が
、
普
通
に
い
う
「
結
構
」
に
相
対
す
る
も
の
と
い
え
ば
、「
悪
し
き
」
が
そ
れ
に
あ

た
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
「
名
物
」
に
相
対
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、「
悪
し
き
そ
そ
う
」
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
い
う
「
そ
そ
う
」
な
る
茶
室 

は
、
す
で
に
前
の
段
階
を
経
て
き
た
「
善
き
そ
そ
う
」
で
あ
る
。
こ
の
「
善
き
そ
そ
う
」
の
茶
室
と
「
名
物
」
は
、
表
面
的
に
は
対
照
的
に
み
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
内
容
的
に
は
確
実
に
「
対
等
」
で
あ
る
。
表
面
的
に
い
う
「
対
照
的
美
」
に
対
し
て
、
内
面
的
に
は
「
対
等
の
美
」
と
い
え
よ
う
。
こ
の
対
等
、
平
等
の

関
係
と
し
て
の
「
善
き
そ
そ
う
」
を
、
宗
二
は
取
り
合
わ
せ
の
在
り
様
と
し
て
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
取
り
合
わ
せ
の
「
そ
そ
う
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
背
景
に
は
、
宗
二
が
も
っ
と
も
尊
敬
す
る
師
匠
の
利
休
の
作
意
と
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
紹
鴎
の
時
代
は
、
小
座
敷
は
、
唐
物
を
持
た
な
い
侘
び
数
寄
の
専
用
の
茶
室
で
あ
っ
た
が
、
利
休
は
、
三
畳
敷
、
二
畳
半
敷
、
二
畳
敷
を
用
い
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

 

三
畳
敷
ハ
紹
鴎
ノ
代
迄
ハ
無
道
具
ノ
侘
数
寄
ヲ
専
ト
ス
。
唐
物
一
種
成
共
持
候
者
ハ
、
四
畳
半
ニ
座
敷
ヲ
立
ル
。
宗
易
異
見
候
、
二
十
五
年
以
来
、
紹
鴎
之

時
ニ
同
シ
。
当
関
白
様
ノ
御
代
十
ヶ
年
ノ
内
、
上
下
悉
三
畳
敷
・
二
畳
半
敷
・
二
畳
敷
、
用
之
候
。 
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昔
、
珠
光
被
申
候
ハ
、
ワ
ラ
ヤ
ニ
名
馬
ヲ
繋
タ
ル
カ
好
ト
、
旧
語
に
有
時
ハ
、
名
物
之
道
具
ヲ
そ
さ
う
な
る
座
敷
ニ
置
キ
タ
ル
ハ
、
当
世
の
風
体
、
猶
以
面
白
歟
。 

 

上
の
よ
う
な
、
取
り
合
わ
せ
の
在
り
様
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」
は
、『
山
上
宗
二
記
』
以
降
の
茶
書
に
お
け
る
「
そ
そ
う
」
と
し
て
典
型
的
な
用
例
で
あ
る
。

宗
二
の
「
そ
そ
う
」
を
研
究
し
て
い
る
者
と
し
て
、
残
念
に
思
う
と
こ
ろ
は
、
宗
二
の
「
そ
そ
う
」
は
、
先
述
し
て
き
た
よ
う
に
、「
茶
人
の
姿
と
し
て
の
そ
そ

う
」
、
及
び
「
茶
人
自
身
が
表
現
す
る
姿
と
し
て
の
そ
そ
う
」
が
、「
そ
そ
う
」
の
本
質
的
な
捉
え
方
で
、
そ
れ
を
宗
二
は
望
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

『
山
上
宗
二
記
』
以
降
の
茶
書
で
は
、
宗
二
の
望
ん
で
い
た
「
そ
そ
う
」
の
方
向
へ
は
進
ま
ず
、
茶
人
自
身
と
は
離
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
そ
そ
う
」
の
ほ
う
へ

傾
倒
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
宗
二
の
「
そ
そ
う
」
を
発
見
し
て
か
ら
、
そ
れ
を
正
し
く
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
珠
光
を
代
表
と
し
、

引
拙
、
紹
鴎
、
利
休
へ
と
継
承
さ
れ
る
数
寄
茶
湯
の
本
質
を
、
宗
二
の
「
そ
そ
う
」
を
通
し
て
、
見
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、「
そ
そ
う
」
は
「
数
寄
の
眼
」

と
し
て
最
高
に
評
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 （
四
） 

数
寄
茶
の
湯
に
眼
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」 

宗
二
の
「
そ
そ
う
」
が
、
道
具
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
、『
山
上
宗
二
記
』
初

心
者
向
け
に
作
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
今
ひ
と
つ
は
、
宗
二
の
考
え
方
と
し
て
「
そ
そ
う
」
は
風
体
の
本
質
と
し
て
、
茶

人
自
身
に
用
い
る
べ
き
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
宗
二
の
大
事
な
言
及
に
注
目
し 

た
い
。 

宗
二
は
、
す
で
に
「
そ
そ
う
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
珠
光
の
「
な
げ
づ
き
ん
」
茶
入
に
つ
い
て
「 

数
寄
ノ
眼
」
と
い
う
最
高
の
評
価
を
し
て
い
る
。「
な
げ
づ

き
ん
」
茶
入
は
珠
光
が
臨
終
の
と
き
ま
で
大
事
に
さ
れ
て
い
た
「
一
種
」
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

一 

か
た
つ
き 

珠
光
の
な
け
つ
き
ん
、
へ
ら
め
四
つ
有
。
む
か
ふ
に
一
ツ
、
上
ヘ
下
タ
一
文
字
ニ
、
ヲ
シ
コ
ミ
ヘ
ラ
ア
リ
。
其
内
ニ
ナ
タ
レ
色
薬
在
。
惣

ノ
薬
ハ
コ
イ
ア
メ
也
。
珠
光
、
始
新
田
、
次
ニ
宗
及
文
林
、
其
後
小
茄
子
所
持
候
。
此
壺
カ
ヘ
カ
ヘ
放
候
テ
、
果
ニ
此
ナ
ケ
ツ
キ
ン
、
彼
円
悟
一
軸
、
死
去

之
後
迄
ア
リ
。
宗
珠
ニ
被
申
置
候
ハ
、
忌
日
ニ
ハ
此
一
軸
ヲ
懸
テ
、
ナ
ケ
ツ
キ
ン
ニ
ヒ
ク
ツ
ヲ
入
、
茶
湯
ニ
可
仕
由
、
被
申
置
候
。
惣
別
、
数
寄
ノ
方
ニ
ハ

此
一
種
ナ
ラ
シ
ハ
数
寄
ノ
眼
也
。 

 

こ
の
な
げ
づ
き
ん
茶
入
に
つ
い
て
は
、
「
そ
そ
う
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
資
料
は
一
五
六
七
年
の
『
宗
及
他
会
記
』
で
あ
る
。 
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永
禄
十
年
二
月
七
日
朝 

 
 
 
 
 

了
二 

 
 
 

道
叱 

 

宗
及 

 

二
人 

な
け
つ
き
ん
拝
見
申
候
、
つ
ほ
お
よ
そ
如
此
候
欤
、
へ
ら
四
ツ
有
、
浦
の
方
へ
ら
一
段
ゆ
か
ミ
申
候
也
、
面
の
へ
ら
に
、
お
し
い
れ
た
つ
や
う
な
る
と
こ
ろ

有
也
、
土
少
白
色
也
、
一
段
こ
ま
か
に
申
候
、
く
す
り
黒
候
也
、
口
の
う
ち
へ
も
、
く
す
り
ま
ハ
り
た
る
也
、
か
た
に
つ
く
ろ
い
有
、
ひ
ね
り
う
す
く
候
也
、

く
す
り
こ
ま
か
也
、
口
立
の
ひ
た
る
也
、
か
た
ゝ
れ
さ
か
り
た
つ
也
、
上
く
す
り
下
く
す
り
と
の
さ
か
い
、
上
く
す
り
白
色
な
る
と
こ
と
有
、
か
た
に
か
た

さ
か
り
有
、
い
つ
れ
も
惣
別
そ
さ
う
に
覚
申
候
、
口
の
す
ち
一
段
ふ
と
く
候
、
ふ
た
平
つ
く
也
、
う
ら
き
ん
は
く
に
て
た
ミ
申
候
、
同
所
ニ
而
、
し
ゆ
く
わ

う
茶
わ
ん
拝
見
申
候
、
へ
ら
廿
六
有
、
い
と
そ
こ
立
候
也
、
中
ニ
福
と
い
ふ
字
有
、
惣
別
、
茶
わ
ん
て
お
も
く
候
也
、 

 

『
宗
及
他
会
記
』
で
「
そ
そ
う
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
「
な
げ
頭
巾｣

か
た
つ
き
茶
入
に
対
し
て
、
宗
二
は
あ
え
て
「
そ
そ
う
」
を
用
い
ず
、 

最
高
の
数
寄
道

具
へ
の
評
価
と
し
て
「
数
寄
の
眼
」
を
用
い
た
。
宗
二
に
と
っ
て｢

そ
そ
う｣

と
は｢

数
寄
の
眼｣

に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、「
そ
そ
う
」
が
最
も
重
要
な｢

数
寄
の
眼｣

と
言
い
得
る
在
り
様
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

五 

守
破
離
に
つ
い
て 

修
行
の
三
段
階
論
で
あ
る
「
守
破
離
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
。「
守
破
離
」
の
意
味
は
「
守
」
は
形
と
心
を
守
る
、「
破
」
は
形
と
心
を
破
る
、「
離
」
は
「
守
」
・

「
破
」
両
方
か
ら
も
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
、『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
「
名
人
の
段
階
論
」
を
「
守
破
離
」
の
三
段
階
で
分
析
し
て
み
た
。
元
来
こ
の
部
分
は
、「
従
心
」
を
目
指
す
修
行
論

書
で
あ
る
『
論
語
』
に
倣
い
、
年
齢
を
追
っ
て
茶
道
に
お
け
る
名
人
の
段
階
論
を
説
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、 

「
守
破
離
」
と
と
も
に
修
行
の
三
段
階
論
で

あ
る
「
三
道
」
・
「
心
の
修
行
論
」
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
分
析
し
、
表
で
表
し
て
み
た
。『
論
語
』
お
よ
び
『
山
上
宗
二
記
』
の
修
行
論
は
、
年
齢
に
よ
る
こ
だ
わ

り
は
あ
る
も
の
の
、
し
か
る
べ
き
段
階
を
必
ず
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
「
名
人
」
・
「
従
心
」
・
「
離
」
・
「
無
碍
自

在
」
・
「
無
学
道
」
の
境
地
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
形
と
心
を
「
守
」
り
尽
く
し
そ
の
う
え
、
形
と
心
を
「
破
」
り
、
つ
い
に
は
形
と
心
に
拘
ら
な
く
な
っ
た
「
離
」

を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

山
上
宗
二
の
「
そ
そ
う
」
は
厳
し
い
名
人
を
目
指
す
修
行
に
よ
る
、
「
守
破
離
」
の
「
離
」
の
境
地
に
お
け
る
「
自
然
体
」
の
風
体
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。 
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『論語』の 

段階論 

守破離 

（段階名） 
『山上宗二記』の「名人」の段階論 心の修行・三道 

15才 志学 守 

（下手） 

15－30 万事ヲ任坊主(守の第一段階) 我 

↓ 

↓ 

無我  ・見道 

30才 而立 

 

40才 不惑 

30－40 出我分別 習骨法普法度数寄雑談ハ坊主之

伝ヲ仕、 

40 作分数寄ノ仕様ハ主次第也、但シ十ノ物五ツ我

ヲ可出、是ヲ四十に而道ニ不迷ト云事也(守の第二段

階) 

50才 知命 破 

（上手） 

 

40－50 坊主ト西ヲ東ト違テスル也、 

其内ニ我リウ出テ上手ノ名取ヲスル也、一段茶湯ヲ

若クスル也 

(破の第一段階；創造) 

無我の我・修道 

60才 耳順 50－60 坊主のコトク一器ノ水ヲ一器ニ移ス様ニ

如師スル也 

(破の第二段階;検証) 

60－70 右ノ十ヶ条目に如書注候、万の名人之所作ヲ手本ニ

スル也 

(破の第三段階；続検証) 

70才 従心 

 

離 

（名人） 

70－  従発心処不越法  無碍自在・無学道 
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結 

び 

繰
り
返
す
が
、
本
論
文
は
倉
澤
行
洋
氏
の
藝
道
論
に
依
拠
し
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
た
び
の
第
一
の
研
究
成
果
と
し
て
、
茶
道
に
お
け
る
重
要

な
風
体
と
し
て
の
「
そ
そ
う
」
を
山
上
宗
二
の
茶
書
か
ら
発
見
し
た
。
そ
し
て
「
そ
そ
う
」
が
思
想
的
に
は
確
実
に
禅
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
、
次
に
日
本
の
風
体

の
伝
統
を
確
か
に
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
三
国
に
お
け
る
共
通
の
自
然
観
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
、
最
後
に
そ
れ
が
、
修
行
の
段
階
論
「
守
破
離
」

に
お
い
て
最
後
の
段
階
で
あ
る
「
離
」
の
境
地
か
ら
出
て
く
る
「
自
然
体
」
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

本
研
究
の
成
果
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
そ
そ
う
」
の
風
体
と
「
守
破
離
」
の
段
階
論
の
研
究
を
通
じ
て
、
藝
道
に
お
い
て
の
藝
・
心
・
道
の
三
要
素
に
つ
い
て

再
認
識
で
き
る
機
会
を
得
た
。
そ
し
て
、
茶
人
の
在
り
様
、
人
の
在
り
様
、
伝
統
と
創
造
、
西
洋
と
東
洋
、
自
然
と
人
間
の
こ
と
に
つ
い
て
幅
広
く
考
え
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
。
何
よ
り
実
践
的
な
方
面
か
ら
修
行
論
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
意
義
を
持
ち
た
い
。 

 

二
、
本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
特
色 

① 

序
章
に
お
い
て
論
者
は
先
ず
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
伝
統
藝
術
」「
藝
道
」、「
修
行
」
と
は
何
で
あ
る
か
の
定
義
を
試
み
る
。
今
日
、「
藝
術
」「
伝
統
藝

術
」
「
藝
道
」
な
ど
の
用
語
は
巷
に
氾
濫
す
る
の
み
な
ら
ず
、
学
的
研
究
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
し
た
意
味
規
定
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
多
用
さ
れ
、
た
め
に
論
述
の

趣
旨
が
曖
昧
に
な
っ
た
り
混
乱
を
来
し
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
思
え
ば
、
論
者
が
こ
こ
で
、
先
ず
用
語
の
意
味
を
明
確
に
し
た
の
は
、
当
然
の
手
続
き
で
は
あ

る
が
、
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
論
者
は
こ
こ
で
、
先
行
研
究
を
参
照
し
て
、「
藝
道
」
を
「
藝
か
ら
心
へ
の
道 

そ
し
て 

心
か
ら
藝
へ
の
道
」
ま
た
は
「
姿
か
ら
心
へ

の
道 

そ
し
て 

心
か
ら
姿
へ
の
道
」
と
定
義
し
、「
修
行
」
に
つ
い
て
は
、
古
今
の
い
ろ
い
ろ
な
用
例
に
徴
し
て
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、「
自
ら
、
正
し
く
、
年
月

を
重
ね
、
常
に
、
実
践
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
論
を
展
開
し
て
い
く
。 

 

② 

次
に
日
本
で
、
詩
歌
・
文
藝
を
藝
道
に
結
び
つ
け
て
捉
え
る
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
白
楽
天
の
「
狂
言
綺
語
」
の
考
え
方
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
狂

言
綺
語
」
の
語
は
こ
れ
ま
で
も
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
「
藝
道
」
に
結
び
付
け
た
の
は
新
鮮
で
あ
っ
た
。 

 

③ 

藝
道
を
「
姿
か
ら
心
へ
そ
し
て
心
か
ら
姿
へ
の
道
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
従
来
の
藝
道
論
で
は
、
身
体
の
動
き
な
ど
に
重
き
を
置
く
こ
と
が
多
く
、「
心
」
の
面

へ
の
配
慮
が
欠
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
「
姿
」
は
、
日
本
の
藝
論
に
頻
出
す
る
「
風
体
」
と
同
義
で
あ
る
が
、
従
来
の
藝
道
論
に
お
い
て
は
、
風
体
に
つ
い
て

の
検
証
も
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
れ
を
精
密
に
追
求
す
る
。 
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④ 

そ
の
成
果
と
し
て
、
山
上
宗
二
が
重
要
な
風
体
用
語
と
し
て
用
い
た
「
そ
そ
う
」
の
意
味
の
解
明
に
挑
戦
し
た
。
こ
れ
は
本
論
文
の
一
つ
の
柱
を
な
し
て
い
る
部

分
で
あ
り
、
前
人
未
踏
の
試
み
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
未
だ
不
十
分
な
所
を
残
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
論
者
の
力
量
不
足
と
い
う
よ
り
は
、
問
題

の
大
き
さ
に
よ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

⑤ 

論
者
が
本
論
文
の
い
ま
一
つ
の
柱
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
「
守
破
離
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
日
本
の
兵
法
方
面
で
用
い
ら
れ
た
概
念
が
、
茶
道
な
ど
他
の
藝

事
に
拡
散
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
論
者
は
、
藝
道
に
お
け
る
「
修
行
の
段
階
論
」
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ

る
。
す
な
わ
ち
修
行
の
段
階
論
を
多
段
階
論
、
三
段
階
論
、
二
段
階
論
の
三
つ
に
分
類
し
、
守
破
離
を
「
三
段
階
論
」
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
他
の
段
階

論
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
論
者
が
二
段
階
論
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
「
向
去
」
と
「
却
来
」、「
稽
古
」
と
「
工
夫
」、「
色
即
是
空
」
と
「
空

即
是
色
」
、
「
高
く
心
を
悟
る
」
と
「
俗
に
帰
る
」
、「
姿
か
ら
心
へ
」
と
「
心
か
ら
姿
へ
」
で
あ
り
、
三
段
階
論
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、「
守
」「
破
」「
離
」

と
仏
法
修
行
に
お
け
る
「
見
道
」
「
修
道
」「
無
学
道
」
で
あ
る
。
多
段
階
論
と
し
て
は
「
十
牛
図
」、『
論
語
』
の
「
志
学
」「
而
立
」「
不
惑
」「
知
命
」「
耳
順
」「
従

心
」
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
の
「
年
来
稽
古
条
々
」
『
論
語
』
に
倣
っ
た
山
上
宗
二
の
年
齢
に
よ
る
段
階
論
で
あ
る
。 

 

論
者
は
こ
の
よ
う
な
多
く
の
修
行
論
を
紹
介
し
、
こ
の
中
の
主
な
も
の
を
一
つ
の
表
に
ま
と
め
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
も
未
完
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
「
守
破
離
」
の
意
味
を
広
く
か
つ
深
い
視
野
で
解
明
す
る
作
業
が
大
き
く
前
進
し
た
。
こ
れ
も
本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
点
で
あ
る
。 

 

⑥ 

本
論
文
の
第
二
、
第
三
章
は
主
と
し
て
山
上
宗
二
の
茶
書
の
研
究
に
基
く
。
論
者
は
既
に
母
国
の
大
学
院
に
お
い
て
宗
二
茶
書
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
を
修
士
論
文

の
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
。
来
日
し
て
か
ら
論
者
は
、
自
ら
の
研
究
を
顧
み
て
、
そ
れ
が
「
茶
か
ら
心
へ
の
道
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、「
心
か
ら
茶
へ

の
道
」
に
茶
道
の
生
き
た
意
味
が
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
た
、
と
自
ら
語
っ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
論
者
は
宗
二
茶
書
を
深
く
読
み
返
し
、
先
人
の
気
付
か
な
か
っ
た

こ
と
を
い
く
つ
も
発
見
し
た
。 

 

例
え
ば
宗
二
茶
書
の
中
で
、
能
阿
弥
の
言
と
し
て
引
か
れ
る
「
仏
法
も
茶
の
湯
の
中
に
あ
る
」
の
語
に
は
、
真
実
の
茶
道
は
禅
茶
で
あ
る
と
の
考
え
、
ま
た
そ
れ
に

基
づ
く
「
珠
光
を
開
祖
と
す
る
茶
道
史
」
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
は
、
宗
二
茶
書
の
、
従
来
に
な
か
っ
た
一
つ
の
深
い
読
み
方
と
評
価
で
き
る
。 

 

ま
た
、
宗
二
が
、『
論
語
』
の
六
段
階
論
に
倣
っ
て
語
る
六
段
階
論
は
「
守
破
離
」
の
三
段
階
論
に
結
び
つ
き
、
ま
た
そ
れ
は
「
茶
か
ら
心
へ
の
道
、
そ
し
て
、
心

か
ら
茶
へ
の
道
」
と
い
う
藝
道
の
あ
り
方
と
も
符
合
す
る
と
の
指
摘
も
肯
綮
に
当
た
る
。 

 

⑦ 

い
わ
ゆ
る
『
山
上
宗
二
記
』
の
中
で
も
、「
茶
湯
者
覚
悟
十
体
」「
又
十
体
」
は
、
茶
の
風
体
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
宗
二
の
考
え
方
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
重

要
な
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
つ
い
て
も
論
者
は
い
く
つ
も
の
新
し
い
読
み
方
を
示
す
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
宗
二
は
「
十
体
」
の
最
初
に
、「
上
を
そ
さ
う
に
、
下
を
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律
義
に
」
と
い
う
。
こ
の
解
釈
と
し
て
、
従
来
は
こ
れ
を
茶
人
相
互
の
身
分
の
上
下
に
関
す
る
も
の
と
す
る
考
え
が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
論
者
は
、
こ
の

「
上
」
と
「
下
」
は
茶
人
の
内
な
る
「
心
」
と
外
な
る
「
う
わ
べ
」
つ
ま
り
は
「
姿
」「
風
体
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
と
説
く
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
宗
二
に
お
け

る
「
そ
そ
う
」
の
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

⑧
「
そ
そ
う
」
は
、「
守
破
離
」
と
並
ん
で
本
論
文
の
柱
を
な
し
て
い
る
論
考
で
あ
る
。
論
者
は
「
そ
そ
う
」
を
「
よ
き
そ
そ
う
」「
あ
し
き
そ
そ
う
」
と
に
分
け
て
、

そ
の
意
味
を
詳
細
に
考
究
し
、「
そ
そ
う
」
は
風
体
用
語
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
風
体
用
語
で
は
な
く
、
同
時
に
「
心
」
の
あ
り
よ
う
を
も
含
む
語
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
研
究
も
未
だ
完
全
で
は
な
い
が
、「
そ
そ
う
」
を
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
取
り
上
げ
た
の
は
、
本
論
文
の
論
者
の
創
見
に
よ
る
も
の
で
、
高

く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

三
、
残
さ
れ
た
課
題 

① 

本
論
文
は
以
上
の
如
く
、
い
く
つ
も
の
創
見
を
示
す
。
特
に
本
論
文
の
論
者
が
日
本
語
を
母
国
語
と
し
な
い
人
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
多
く
の
日
本
の
古
典
を

渉
猟
し
て
、
難
解
な
古
文
の
読
解
に
尽
瘁
し
、
い
く
つ
も
の
課
題
を
見
出
し
、
そ
れ
に
真
摯
に
対
応
し
た
こ
と
は
敬
服
に
値
す
る
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
如
く
、
そ
れ

ら
の
課
題
の
い
く
つ
か
は
未
完
成
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
完
成
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
望
む
ら
く
は
生
涯
を
か
け
て
そ
れ
を
目
指
し
て
ほ
し
い
。 

② 

論
者
は
本
論
文
の
研
究
を
通
し
て
、
日
本
の
伝
統
藝
術
の
思
想
な
か
ん
ず
く
「
そ
そ
う
」
の
理
念
の
背
景
に 

 
 
 

四
季
折
々
の
自
然
を
友
と
し
て
過
し
、
そ
の
中
で
自
然
の
天
理
を
学
び
、
そ
れ
に
し
た
が
う
生
き
方
を
望
む
、
東
洋
人
の
根
本
に
あ
る
自
然
観
・
人
生
観 

 

が
あ
る
と
し
、
か
つ
こ
の
よ
う
な
自
然
観
・
人
間
観
が 

 
 
 

東
西
を
問
わ
ず
人
類
の
文
化
・
文
明
が
、
時
空
的
に
近
接
・
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
に
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る
の
を
見
出
し
た 

 

と
語
っ
て
い
る
。
論
者
の
研
究
が
こ
の
方
面
で
も
大
き
く
花
開
く
の
を
期
待
す
る
。 

③ 

「
そ
そ
う
」
は
ま
た
、
東
洋
思
想
全
体
を
俯
瞰
し
て
考
え
る
と
、
大
乗
仏
教
の
「
不
二
不
一
」、「
一
即
多
、
多
即
一
」
思
想
に
も
関
係
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

同
様
の
こ
と
は
「
わ
び
」
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
の
解
明
は
論
者
自
身
も
志
向
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
い
つ
の
日
に
か
明
快
な
答
の
提
出
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
す
る
。 

 

四
、
審
査
結
果
の
要
旨 
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以
上
の
如
き
観
点
か
ら
、
本
論
文
を
上
記
三
名
の
審
査
委
員
に
よ
っ
て
、
着
想
の
独
創
性
、
变
述
の
的
確
さ
、
構
成
の
整
合
性
な
ど
に
わ
た
っ
て
慎
重
に
審
査
し
た

結
果
、
全
員
の
一
致
を
も
っ
て
、
上
記
学
位
申
請
者
に
博
士
（
芸
術
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。 


	中表紙（朴）
	内容の要旨および審査結果の要旨（朴）

