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澤
　
　
邦
　
由

一

　

我
が
国
の
五
山
文
学
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、い
わ
ゆ
る
「
禅
文
化
」
の
中
で
漢
詩
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
禅
の
文
化
と
い
う
意
味
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
中
国
か
ら
の
渡
来
僧
や
日
本
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
禅
僧
た
ち
が
中
国

文
化
の
移
植
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
仏
教
や
禅
に
独
自
の
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
一
般
や
生
活
習

慣
に
及
ぶ
ま
で
日
本
に
将
来
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
部
分
が
漢
詩
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
漢
詩（
１
）と

は
中
国
文
化
の
中
で
重

要
な
要
素
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
で
も
禅
僧
を
含
め
て
僧
が
詩
歌
を
作
成
す
る
こ
と
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

　
「
詩
禅
一
味
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
詩
偈
な
ど
の
韻
文
と
禅
と
は
親
和
性
が
高
い
。
禅
の
真
理
は
論
理
的
な
言
語
表
現
で
は

言
い
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
が
、
禅
者
た
ち
は
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
論
理
的
言
語
表
現
の
代

わ
り
に
、
非
日
常
的
言
語
表
現
と
し
て
の
詩
歌
に
よ
っ
て
真
理
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
人
々
は
そ
の
美
し
い
響
き
の
中
に
真

理
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
詩
文
の
作
者
か
ら
す
れ
ば
、
詩
文
を
作
成
す
る
こ
と
は
自
ら
の
境
地
を
伝
え
る
と
い
う
手
段
で
あ
る
の
み
な
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ら
ず
、
あ
る
い
は
、
韻
文
の
持
つ
響
き
の
美
し
さ
に
由
来
す
る
教
化
や
教
え
の
伝
播
へ
の
影
響
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

入
矢
義
高
氏
は
詩
と
禅
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

那
辺
の
消
息
を
言
葉
で
表
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
詩
的
象
徴
を
借
り
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上

乗
な
る
も
の
は
、
中
国
人
一
般
の
見
か
た
に
よ
れ
ば
、
語
ら
れ
て
い
る
理
も
、
そ
の
理
を
表
わ
す
言
も
、
と
も
に
渾
然
と
円
融
し
、

完
全
な
結
晶
体
を
な
し
た
も
の
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
ら
ず
し
て
両
者
の
間
に
な
ん
ら
か
の
乖
離
を
露
呈
し
た
も
の
は
、
す
で
に

そ
の
作
者
じ
し
ん
の
「
破
綻
」
の
内
在
を
証
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
（
２
）

　

こ
こ
に
表
さ
れ
る
の
は
禅
者
に
よ
る
悟
境
の
表
出
と
し
て
の
詩
の
理
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
禅
者
が
自
ら
の
境
地
を
述
べ
よ
う
と
し

た
と
き
に
そ
れ
を
言
葉
で
表
す
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
し
ば
し
ば
詩
に
よ
っ
て
そ
れ
が
表
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
禅

と
詩
と
の
親
近
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
蘇
軾
の
悟
境
を
表
し
た
「
渓
声
便
是
広
長
舌
、
山
色
豈
非
清
浄
身
、
夜
来

八
万
四
千
偈
、
他
日
如
何
挙
似
人
」
の
七
言
詩
は
ま
さ
に
こ
れ
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
入
矢
氏
は
別
の
文
章
で
も
五
山
の
詩
僧
に
お
け
る
詩
禅
一
味
論
を
ま
と
め
る
中
で
、
禅
体
験
と
詩
作
と
の
関
係
性
に
触
れ
て

い
る
。

　
〔
詩
禅
一
味
論
と
は
〕
詩
作
と
禅
体
験
に
共
通
す
る
高
度
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
一
種
神
秘
主
義
的
な
次
元
に
ま
で
増
幅
し
て
、
そ

れ
を
単
純
明
快
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
く
る
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
（
３
）

　

入
矢
氏
が
こ
こ
で
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
＝
楽
天
主
義
と
い
う
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
五
山
僧
が
詩
作
に
耽
っ
た
の
を
批
判
的
に
述

べ
る
文
脈
で
記
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
、「
詩
作
と
禅
体
験
に
共
通
す
る
高
度
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
禅
者
の
作
っ
た
詩
偈
が
す
べ
て
悟
境
を
表
し
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
教
理
や
宗
綱

を
示
し
た
も
の
や
伝
法
、
嗣
法
偈
、
士
大
夫
と
の
応
酬
の
詩
、
仏
教
的
な
内
容
的
特
色
を
持
つ
も
の
や
持
た
な
い
も
の
等
、
そ
の
種
類
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は
多
様
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
仏
教
に
お
い
て
綺
語
、
つ
ま
り
過
度
に
装
飾
さ
れ
た
言
葉
は
十
悪
の
一
つ
と
し
て
禁
止
事
項
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
道
元

禅
師
も
「
文
筆
詩
歌
等
は
其
の
詮
な
き
事
な
れ
ば
捨
べ
き
道
理
な
り
」
と
さ
れ
、
他
事
に
関
わ
ら
ず
、
仏
道
に
精
進
せ
よ
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
に
見
え
る
。
仏
者
が
詩
語
を
弄
す
る
こ
と
は
、
生
死
事
大
の
仏
道
へ
の
妨
げ
で
あ
り
、
他
事
に
か
ま

け
る
こ
と
と
し
て
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
た
。
入
矢
氏
は『
五
山
文
学
集
』所
収
の「
五
山
の
詩
を
読
む
た
め
に
」に
お
い
て
、

「
求
道
行
は
出
家
者
の
使
命
で
あ
り
、
命
を
賭
け
た
畢
生
の
行
で
あ
る
か
ら
に
は
、〈
悟
り
〉
を
得
る
こ
と
で
万
事
了
畢
す
る
は
ず
の
も

の
で
は
な
い
」
（
４
）
と
し
、
詩
禅
一
味
論
に
も
た
れ
か
か
り
、
楽
天
主
義
的
に
詩
作
に
耽
っ
た
詩
僧
た
ち
に
批
判
的
な
観
点
か
ら
論
を
展
開

し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
原
則
論
的
観
点
の
み
で
禅
文
化
の
展
開
を
語
る
の
は
、
中
国
や
日
本
に
お
け
る
仏
教
あ
る
い
は
禅
の
展
開
に

つ
い
て
視
野
を
狭
め
る
こ
と
な
る
と
と
も
に
、
宗
教
や
文
化
の
継
承
や
展
開
を
堕
落
し
た
も
の
と
見
る
論
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
仏
教

堕
落
論
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
歴
史
的
に
仏
教
が
彼
ら
に
よ
っ
て
あ
る
時
点
に
お
い
て
は
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
、
彼
ら
の
文
化
的
な
営
み
は
仏
教
の
文
化
の
一
部
分
を
構
成
し
、
そ
の
地
域
の
文
化
発
展
に
、
一
定
程
度
貢
献
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
荒
木
見
悟
氏
が
『
仏
教
と
儒
教
』
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
、「
本
来
性
」
と
「
現
実
性
」
と
い
う
枠
組
み
で

の
問
題
設
定（
５
）、

お
よ
び
こ
の
論
を
活
用
し
て
、
さ
ら
に
中
国
仏
教
あ
る
い
は
禅
宗
の
展
開
に
適
用
さ
せ
て
自
身
の
問
題
意
識
と
さ
れ
た

永
井
政
之
氏
の
問
題
提
起（
６
）で
あ
る
。

　

荒
木
見
悟
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
儒
仏
両
教
を
含
む
、
深
遠
で
複
雑
な
思
潮
の
根
源
に
あ
り
、
無
尽
の
思
想
・
体
験
・
工
夫
・
作
略
を
生
み
出
す
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哲
学
的
母
胎
と
な
っ
た
も
の
は
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
本
来
成
仏
」「
本
来
聖
人
」
等
と
呼
ば
れ
る
、
そ
の
「
本
来
性
」

に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
儒
仏
両
教
に
お
け
る
諸
宗
派
・
諸
学
派
の
対
立
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
人
心
に
内
具
し
、
世
界
の
根
底
に
あ
る
、

本
来
的
な
も
の
の
顕
現
の
様
式
、
把
握
の
方
法
、
反
省
の
態
度
に
か
か
っ
て
い
る
（
中
略
）。
し
か
る
に
本
来
的
な
も
の
は
、
本
来

的
で
あ
る
が
故
に
、
し
ば
し
ば
「
現
実
的
」
な
も
の
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
。
本
来
的
な
も
の
が
き
び
し
く

求
め
ら
れ
る
底
に
は
、
現
実
的
な
も
の
へ
の
深
い
反
省
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
逆
に
現
実
的
な
も
の
へ
の
き
び
し
い
批

判
は
、
本
来
的
な
も
の
の
自
己
表
出
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
荷
う
の
で
あ
る
。
（
７
）

　

荒
木
氏
の
問
題
提
起
は
思
想
史
の
展
開
に
お
い
て
儒
仏
の
思
想
家
そ
れ
ぞ
れ
が
本
来
的
な
教
理
と
現
実
と
の
は
ざ
ま
で
内
面
的
葛
藤

を
抱
え
た
こ
と
が
思
想
を
変
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
本
来
性
と
現
実
性
と
の
乖
離
の
状
態
を

許
容
す
る
よ
う
な
妥
協
を
認
め
な
い
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

永
井
氏
は
こ
の
論
を
参
照
し
て
仏
教
を
体
用
二
元
論
と
し
て
考
え
る
枠
組
み
と
し
て
活
用
し
、「
そ
れ
を
厳
密
な
用
語
の
意
味
付
け
を

無
視
し
て
言
う
な
ら
、「
理
と
事
」
と
も
、「
聖
と
俗
」
と
も
、
近
年
、
吉
津
宜
英
氏
が
力
説
す
る
「
自
灯
明
と
法
灯
明
」
と
も
、
さ
ら

に
は
「
建
て
前
と
本
音
」
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
畢
竟
、
日
常
の
生
活
の
中
で
、
い
か
に
教
え

に
沿
っ
た
生
き
ざ
ま
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
８
）
と
敷
衍
し
て
問
題
設
定
を
行
っ
た
。

　

仏
教
と
詩
の
問
題
に
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
詩
は
本
来
的
に
は
修
道
に
と
っ
て
余
計
な
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
教
化
、
伝
道
面
を

考
慮
し
て
、
あ
る
い
は
自
己
の
境
涯
の
表
出
の
言
語
形
式
と
し
て
な
ど
と
い
っ
た
理
由
に
よ
り
、
現
実
的
に
は
歴
史
的
に
詩
は
作
成
さ

れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
と
も
い
え
る
状
況
を
当
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
反
省
し
、
あ
る
い
は
理
論
化
し
解
決
し
て
き
た

か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
思
想
を
扱
う
上
で
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
本
質
的
に
は
詩
に
限
ら
ず
、
仏
教
と
文
学
、
あ
る
い
は

芸
能
等
と
の
諸
関
係
を
考
え
る
う
え
で
も
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
筆
者
の
問
題
意
識
を
簡
便
に
述
べ
れ
ば
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。
一
、
詩
僧
と
呼
ば
れ
る
程
に
詩
を
多
作
し
た
出

家
者
た
ち
は
無
反
省
に
詩
に
か
ま
け
て
い
た
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
二
、
あ
る
い
は
ど

の
よ
う
な
理
論
を
も
っ
て
詩
作
と
宗
教
的
追
及
と
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

二

　

筆
者
は
近
年
、
明
の
万
暦
間
に
主
に
金
陵
（
南
京
）
に
お
い
て
活
躍
し
、「
詩
僧
」
と
も
呼
ば
れ
る
雪
浪
洪
恩
（
一
五
四
五
―

一
六
〇
八
）
に
注
目
し
、
そ
の
行
状
と
思
想
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
き
た（
９
）。
雪
浪
の
検
討
か
ら
明
確
に
知
ら
れ
る
の
は
、
雪
浪
が
仏

教
を
広
め
る
た
め
に
士
大
夫
と
の
交
友
を
積
極
的
に
行
い
、
な
お
か
つ
、
雪
浪
自
身
も
士
大
夫
と
同
様
に
振
舞
っ
て
い
た
様
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
雪
浪
の
著
作
と
し
て
は
『
雪
浪
集
』、『
雪
浪
続
集
』、『
谷
響
録
』
が
現
存
す
る
が
、
そ
の
う
ち
、
雪
浪
自
身
が
編
集
に
関

与
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
『
谷
響
録
』
と
没
後
の
編
集
で
あ
る
『
雪
浪
続
集
』
を
除
く
と
し
て
も
、『
雪
浪
集
』
は
、
そ
の
著
述
と
し

て
の
形
式
面
か
ら
の
み
述
べ
れ
ば
、
出
家
者
の
著
作
と
い
う
よ
り
も
、
士
大
夫
の
詩
文
集
の
形
式
で
あ
る
。
禅
宗
の
語
録
で
あ
れ
ば
、

一
般
的
に
は
問
答
や
法
語
な
ど
仏
法
を
宣
揚
し
た
も
の
が
ま
ず
掲
げ
ら
れ
、
書
簡
な
ど
そ
れ
に
類
す
る
も
の
が
そ
れ
に
続
き
、
文
学
的

要
素
の
強
い
詩
偈
な
ど
は
そ
の
後
に
掲
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
雪
浪
集
』
で
は
、
士
大
夫
の
そ
れ
と
同
様
に
、
詩
が
最
初
に
掲
げ
ら
れ
、

次
い
で
偈
や
書
簡
、
法
語
な
ど
が
掲
載
さ
れ
る
。
ま
た
、『
谷
響
録
』
の
冒
頭
に
は
士
大
夫
や
僧
か
ら
の
法
会
参
加
の
要
請
の
手
紙
に
対

し
て
雪
浪
が
何
度
も
固
辞
す
る
文
章
が
掲
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
謙
虚
な
雪
浪
の
性
格
を
示
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
あ
る

い
は
士
大
夫
的
な
礼
教
を
重
ん
じ
た
様
子
と
も
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

雪
浪
は
幼
少
期
か
ら
積
極
的
に
士
大
夫
的
教
養
を
身
に
着
け
、
士
大
夫
と
交
流
を
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
士
大
夫
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と
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論
（
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澤
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的
教
養
と
は
、
詩
作
の
他
、
儒
教
等
の
外
典
や
書
法
に
通
じ
た
こ
と
や）
（1
（

、
自
ら
書
画
等
に
関
す
る
文
化
面
か
ら
の
評
論
を
行
っ
て
い
た

こ
と
等
で
あ
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
筆
者
は
拙
稿
に
お
い
て
、
雪
浪
の
師
の
一
人
で
あ
る
西
林
永
寧
が
当
時
の
仏
教
界
に
対
し
て
抱
い

て
い
た
問
題
意
識
と
そ
の
た
め
の
教
育
を
挙
げ
た）
（（
（

。
西
林
永
寧
は
仏
教
が
衰
微
し
て
い
る
の
は
僧
に
学
が
な
く
、
士
大
夫
か
ら
軽
ん
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
原
因
だ
と
し
て
、
仏
教
教
学
や
禅
の
み
な
ら
ず
、
儒
者
を
も
寺
院
内
に
招
き
外
典
等
の
教
養
教
育
を
行
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
教
育
の
成
果
と
し
て
雪
浪
と
出
家
以
来
、
修
学
を
共
に
し
た
憨
山
徳
清
は
一
九
歳
の
時
に
科
挙
に
応
試
す

る
よ
う
周
囲
か
ら
勧
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た）
（1
（

。憨
山
は
出
家
し
仏
道
を
き
わ
め
る
こ
と
を
選
ん
だ
た
め
応
試
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
報
恩
寺
内
で
の
教
育
に
よ
っ
て
科
挙
に
も
耐
え
う
る
ほ
ど
の
士
大
夫
的
教
養
を
身
に
着
け
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
現
象
は
「
僧
の
士
大
夫
化
」
と
い
え
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
批
判
的
な
見
方
が
存
在
し
た
。
こ
の
問
題
を
特
に
詩
に

限
定
し
、
あ
え
て
単
純
化
し
て
述
べ
れ
ば
、
中
国
の
古
代
詩
、
特
に
近
体
詩
に
は
多
く
の
規
則
が
存
在
し
、
規
範
正
し
く
か
つ
美
し
い

詩
を
作
る
た
め
に
は
相
応
の
時
間
と
中
国
古
典
の
教
養
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
取
り
組
め
ば
仏
法
に
相
対
す
る
時
間
が
失
わ
れ
、

仏
法
へ
の
参
究
が
疎
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
ず
る
。

　

例
え
ば
、
雪
浪
に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
雲
棲
袾
宏
（
一
五
三
五
―
一
六
一
五
）
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
批
判
を
表
明

し
て
い
る
。

　

末
法
の
僧
に
は
書
を
習
い
、
詩
を
習
い
、
尺
牘
の
語
を
習
う
も
の
が
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
三
つ
は
み
な
士
大
夫
が
所
有
す

る
事
で
あ
り
、
士
大
夫
は
こ
れ
を
捨
て
て
習
わ
ず
し
て
禅
を
習
い
、
僧
は
反
対
に
士
大
夫
が
捨
て
た
も
の
を
懸
命
に
学
ん
で
、
自

己
の
一
大
事
因
縁
に
は
無
関
心
で
あ
る
。
そ
の
顛
倒
の
さ
ま
は
い
か
な
る
こ
と
か
。

　
（
末
法
僧
有
習
書
習
詩
習
尺
牘
語
。
而
是
三
者
皆
士
大
夫
所
有
事
、
士
大
夫
捨
之
不
習
而
習
禅
、
僧
顧
攻
其
所
捨
、
而
於
己
分
上

一
大
事
因
縁
置
之
度
外
。
何
顛
倒
乃
爾
。））
（1
（
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こ
の
批
判
は
そ
の
ま
ま
雪
浪
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
雪
浪
と
雲
棲
は
反
目
し
あ
っ
て
い
た
た
め
、
雲
棲
の
い
う
「
末
法
僧
」

に
は
雪
浪
も
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
雲
棲
の
言
葉
の
通
り
、
彼
自
身
に
は
詩
の
作
例
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
鍾
惺
（
一
五
七
四
―
一
六
二
四
）
な
ど
、
士
大
夫
の
側
か
ら
も
起
こ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三

　

僧
が
詩
を
作
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
は
、
憨
山
徳
清
（
一
五
四
六
―
一
六
二
三
）
や
雪
浪
等
、
僧
の
側
も
決
し
て
無
反
省
に
詩

を
為
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
仏
道
と
文
芸
の
葛
藤
の
中
に
お
り
、
一
方
で
は
反
省
の
言
を
遺
し
、
一
方
で
は
詩
作
の
理
論

化
を
行
っ
て
そ
の
行
為
を
正
当
化
し
、
そ
の
言
を
遺
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
憨
山
は
自
身
の
詩
集
で
あ
る
『
夢
遊
詩
集
』
の
自
序
（
天
啓
元
年
〔
一
六
二
一
〕
撰
）
に
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

あ
る
人
は
言
う
。
仏
は
綺
語
を
戒
め
た
。
文
言
文
（
駢
文
な
ど
の
装
飾
が
な
さ
れ
た
書
面
語
）
で
も
け
し
か
ら
ん
が
、
い
わ
ん

や
詩
は
綺
語
の
最
た
る
も
の
だ
。
な
お
か
つ
詩
は
情
に
基
づ
く
。
禅
と
は
情
か
ら
出
る
教
え
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど

う
し
て〔
詩
を
な
す
こ
と
は
〕情
想
に
堕
落
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か（
で
あ
る
か
ら
詩
は
禅
に
悖
る
も
の
で
あ
る
）、と
。

　

わ
た
し
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
仏
は
、「
生
死
涅
槃
は
猶
お
昨
夢
の
ご
と
し
」（『
円
覚
経
』
の
語
）
と
説
い
て
い
る
。
ゆ

え
に
仏
祖
も
ま
た
夢
の
中
の
人
で
あ
り
、
大
蔵
経
全
体
も
千
七
百
則
の
公
案
も
み
な
寝
言
で
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
こ
こ
で
〔
詩
が
〕

一
つ
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
〔
詩
も
ま
た
夢
の
中
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
〕。
僧
が
詩
を
な
し
た
の
は
、晋
の
支
遠

〔
遁
カ
〕に

始
ま
り
、

唐
に
な
る
と
三
〇
人
余
の
釈
氏
が
詩
を
遺
し
た
。
わ
が
明
国
の
初
め
に
は
、
楚
石
（
梵
琦
）、
見
心
（
来
復
）、
季
潭
（
宗
泐
）、
一

初
（
守
仁
）
の
諸
大
老
が
い
た
が
、
後
（
明
代
中
期
）
に
な
る
と
聞
か
な
く
な
る
。
嘉
靖
隆
慶
の
こ
ろ
、
私
が
子
供
だ
っ
た
時
分
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に
は
銭
塘
玉
芝
と
い
う
人
が
い
た
の
を
知
っ
て
い
る
が
、詩
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
江
南
で
は
私
と
雪
浪
が〔
僧
の
詩
作
の
文
化
を
〕

作
っ
た
の
だ
。
雪
浪
は
非
常
に
詩
を
愛
し
、
三
呉
の
地
の
諸
名
家
を
遍
歴
し
、
切
磋
討
論
し
て
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
そ
の

名
声
は
一
時
に
と
ど
ろ
い
た
。
私
は
枯
禅
に
耽
っ
た
た
め
、つ
と
に
筆
を
折
り
、鉢
一
つ
で
遊
行
し
、深
山
で
一
人
静
か
に
過
ご
し
、

旧
習
を
す
べ
て
吐
き
出
し
、
胸
の
内
に
は
一
字
も
留
め
な
か
っ
た
。　

　
（
或
曰
、
仏
戒
綺
語
。
若
文
言
已
甚
、
況
詩
又
綺
語
之
尤
者
。
且
詩
本
乎
情
、
禅
乃
出
情
之
法
也
。
若
然
者
、
豈
不
墮
於
情
想
耶
。

予
曰
不
然
。
仏
説
生
死
涅
槃
猶
如
昨
夢
。
故
仏
祖
亦
夢
中
人
、
一
大
蔵
経
、
千
七
百
則
、
無
非
䆿
語
、
何
独
於
是
。
僧
之
為
詩
者
、

始
於
晋
之
支
遠
〔
遁
〕、
至
唐
則
有
釈
子
三
十
餘
人
。
我
明
国
初
、
有
楚
石
、
見
心
、
季
潭
、
一
初
諸
大
老
、
後
則
無
聞
焉
。
嘉
隆

之
際
、
予
為
童
子
時
、
知
有
銭
塘
玉
芝
一
人
、
而
詩
無
伝
。
江
南
則
予
与
雪
浪
創
起
。
雪
浪
刻
意
酷
嗜
、
遍
歴
三
呉
諸
名
家
、
切

磋
討
論
無
停
晷
、
故
声
動
一
時
。
予
以
躭
枯
禅
、
蚤
謝
筆
硯
、
一
鉢
雲
遊
、
及
守
寂
空
山
、
尽
唾
旧
習
、
胸
中
不
留
一
字
。））
（1
（

　

憨
山
は
、
彼
自
身
の
詩
集
の
自
序
に
お
い
て
、
憨
山
は
出
家
者
で
あ
る
自
身
が
俗
人
の
よ
う
な
詩
集
を
編
纂
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

僧
の
詩
作
に
対
す
る
二
つ
の
批
判
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
述
べ
て
い
る
。
批
判
の
一
つ
は
、
身
口
意
の
三
業
か
ら
出
る
十
悪
の

一
つ
で
あ
る
綺
語
（
虚
飾
さ
れ
た
言
葉
）
の
最
た
る
も
の
が
詩
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
僧
は
禅
に
よ
り
情

か
ら
の
解
放
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
情
を
根
幹
と
す
る
詩
を
作
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
ど
ち
ら
の
論
点
も
僧
と
詩
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
根
源
的
な
問
い
か
け
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
憨
山
は
こ
れ
ら
を
否
定
し
て
、『
円
覚
経
』
の
生
死
や
涅
槃
は
昨
夢
の
よ
う
だ
と
い
う
経
文
や
、
僧
が

詩
を
作
っ
て
き
た
歴
史
を
述
べ
る
。

　

憨
山
は
僧
が
詩
を
作
る
こ
と
は
東
晋
に
王
義
之
等
の
文
人
た
ち
と
交
流
を
持
っ
た
支
遁
に
始
ま
っ
た
と
述
べ
る
。
禅
宗
で
も
、
僧
と

士
大
夫
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
詩
文
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宋
代
の
覚
範
慧
洪
（
一
〇
七
一
―
一
一
二
八
）『
石
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門
文
字
禅
』
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

　

で
は
、
明
代
の
僧
に
よ
る
詩
作
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
憨
山
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
明
初
に
は
楚
石
梵
琦
ら
の
詩
僧
が
い
た
が
、

そ
の
後
に
は
詩
を
作
る
人
は
い
な
く
な
り
、
憨
山
の
活
躍
し
た
嘉
靖
終
わ
り
か
ら
万
暦
の
こ
ろ
に
な
っ
て
江
南
で
は
憨
山
と
雪
浪
が
詩

を
作
り
始
め
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
言
葉
を
確
か
め
る
た
め
に
、
試
み
に
明
代
の
代
表
的
な
詩
を
集
め
た
大
著
で
あ
る
銭
謙
益
『
列
朝

詩
集
』）
（1
（

を
調
べ
て
み
る
と
、
閏
集
に
僧
の
詩
が
集
中
し
て
い
る
う
ち
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
る
伝
記
や
詩
の
数
量
か
ら
見
れ
ば
、
少
な
く

と
も
大
ま
か
な
活
動
時
期
が
わ
か
る
も
の
の
中
で
は
、
明
初
と
明
末
に
収
録
さ
れ
る
人
数
や
詩
の
数
は
偏
っ
て
い
る
一
方
、
明
代
中
期

に
は
少
な
く
、
憨
山
の
言
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
明
代
中
期
の
仏
教
の
停
滞
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
僧
と
士

大
夫
と
の
交
流
が
明
初
と
明
末
に
は
と
り
わ
け
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、論
理
的
に
考
え
れ
ば
、憨
山
の
挙
げ
た
上
記
の
二
つ
の
説
明
は
、前
述
の
批
判
に
対
す
る
反
駁
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、『
円
覚
経
』
の
経
文
を
引
用
す
る
一
つ
目
の
理
由
、
す
な
わ
ち
、
仏
祖
も
生
死
涅
槃
も
大
蔵
経
典
も
古
則
公
案
も
夢
幻
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
す
る
理
論
は
、
一
切
の
現
象
を
無
価
値
、
あ
る
い
は
同
価
値
な
も
の
と
規
定
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
如
来
蔵
中

の
一
切
の
事
物
の
平
等
性
を
主
張
す
る
本
来
的
立
場
か
ら
言
え
ば
過
誤
は
な
い
が
、
こ
の
理
論
を
何
の
限
定
も
な
く
敷
衍
す
れ
ば
、
一

切
の
行
為
を
正
当
化
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、詩
作
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、詩
作
を
積
極
的
に
行
う
た
め
の
理
論
と
は
な
ら
な
い
し
、

こ
の
よ
う
な
理
論
は
「
何
で
も
あ
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
も
内
包
す
る
。
二
つ
目
の
理
由
、
す
な
わ
ち
歴
史
上
の
祖
師
が
詩

を
作
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
綺
語
な
ど
の
批
判
に
正
面
か
ら
応
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　

現
に
憨
山
は
、
彼
と
雪
浪
が
明
代
の
万
暦
期
の
江
南
に
お
い
て
詩
を
始
め
た
も
の
だ
と
述
べ
、
雪
浪
が
詩
を
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

名
声
を
高
め
た
こ
と
に
言
及
す
る
一
方
で
、
憨
山
自
身
は
詩
文
を
辞
め
、
旧
習
も
捨
て
去
っ
て
修
行
に
打
ち
込
ん
だ）
（1
（

と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
憨
山
自
身
も
詩
等
は
、
仏
道
修
行
の
た
め
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
は
一
時
的
だ
っ
た
と
し
て
も
、
捨
て
去
る
べ
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き
も
の
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
詩
に
よ
っ
て
名
声
を
獲
得
し
た
雪
浪
を
暗
に
批
判
し
て
い
る
よ
う
に

も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
憨
山
は
な
ぜ
自
身
で
も
詩
作
を
行
い
、
自
ら
の
詩
集
で
あ
る
『
夢
遊
詩
集
』
を
編
纂
し
た
の
か
。
続
く
文
章
で
も
う
一
つ

の
理
由
を
挙
げ
る
。

　

法
語
や
偈
や
讃
は
、
多
く
は
出
世
の
教
え
で
あ
る
が
、
詩
は
も
っ
ぱ
ら
世
俗
に
合
わ
せ
て
説
く
も
の
で
あ
る
。
法
堂
に
上
が
っ

た
り
、
法
座
に
つ
い
た
り
、
槌
を
取
り
払
子
を
立
て
た
り
し
な
く
と
も
、
俗
世
間
に
お
り
、
俗
諦
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
一
瞬
で

不
二
の
法
門
に
入
る
。（
中
略
）
そ
の
説
が
純
粋
で
な
い
の
は
、
対
機
が
異
な
る
か
ら
で
あ
り
、
応
病
施
薬
で
あ
る
。〔
詩
は
〕
も

と
よ
り
仏
祖
向
上
の
手
段
で
は
な
い
が
、
実
に
は
古
今
千
年
の
法
門
に
お
け
る
一
つ
の
奇
特
な
夢
幻
の
因
縁
な
の
で
あ
る
。

　
（
若
法
語
偈
讃
、
多
出
世
法
、
而
詩
則
専
為
隨
俗
説
也
。
雖
未
陞
法
堂
、
踞
華
座
、
拈
槌
竪
拂
、
而
処
塵
労
、
混
俗
諦
、
頓
入
不

二
法
門
。（
中
略
）
其
説
不
純
、
以
対
機
不
一
、
乃
応
病
之
薬
。
固
無
当
於
仏
祖
向
上
関
、
其
実
為
上
下
千
載
法
門
一
段
奇
特
夢
幻

因
縁
。））
（1
（

　

憨
山
は
詩
が
向
上
の
一
路
に
は
繋
が
ら
な
い
も
の
と
譲
歩
を
す
る
が
、
そ
れ
で
も
詩
は
対
機
説
法
、
応
病
施
薬
の
手
段
で
あ
り
、
俗

世
に
い
な
が
ら
に
不
二
の
法
門
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
手
段
で
あ
る
と
し
て
、
俗
人
教
化
に
お
け
る
詩
の
有
効
性
を
認
め
る
。
憨
山
の

場
合
、
道
教
と
の
諍
い
等
の
理
由
で
流
罪
に
処
さ
れ
、
し
ば
ら
く
の
時
間
を
還
俗
の
上
、
南
海
に
身
を
置
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
憨
山

は
一
時
期
、
俗
世
に
身
を
処
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
俗
世
で
も
で
き
る
教
化
方
法
と
し
て
特
に
詩
に
対

し
て
そ
の
有
効
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
憨
山
は
詩
が
修
道
に
対
し
て
は
無
意
味
で
あ
り
害
悪
で
さ
え
あ
る
が
、
俗
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
場
面
で
あ
っ
て
も

仏
法
を
説
く
こ
と
の
で
き
る
手
段
と
し
て
そ
の
有
効
性
を
認
め
て
い
る
と
言
え
る
。
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四

　

雪
浪
は
詩
作
の
理
論
と
目
的
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

彼
は
前
述
の
通
り
詩
文
や
書
や
儒
教
経
典
な
ど
外
典
を
重
視
し
て
い
た
が
、
そ
の
理
論
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
廖
肇
亨
「「
清

涼
聖
境
」
到
「
金
陵
懐
古
：
由
尚
詩
風
習
側
探
晩
明
清
初
華
厳
学
南
方
系
之
精
神
図
景
」）
（1
（

や
、
李
舜
臣
、
張
子
川
「〝
涵
咏
性
情
，
遊

戯
神
通
”：晩
明
釈
氏
詩
人
雪
浪
洪
恩
探
論
」）
（1
（

、鄭
妙
苗
「
華
厳
思
想
与
雪
浪
洪
恩
的
詩
歌
創
作
」）
11
（

の
先
行
研
究
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
で
は
、
雪
浪
は
『
華
厳
経
』
の
教
理
を
用
い
て
僧
が
詩
を
含
む
世
間
法
を
学
ぶ
こ
と
を
「
普
賢
行
門
」
と
し
て
積
極
的
に
評
価

し
た
こ
と
等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
出
家
者
が
積
極
的
に
外
典
を
修
学
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
「
五
地
聖
人
」
と
い
う
語
を
雪
浪
が
提
起
し
て
い
た
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
廖
肇
亨
や
鄭
妙
苗
は
、
憨
山
の
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」）
1（
（

に
拠
っ
て
、
雪
浪
が
詩
作

等
の
外
典
、
外
学
を
重
視
し
た
背
景
に
『
華
厳
大
疏
』
の
「
五
地
聖
人
」
説
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
こ
の
理
論
が
そ
の
後
の
僧
の
詩
作
に

も
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
五
地
聖
人
」
の
語
自
体
は
雪
浪
自
身
の
著
作
中
に
は
確
認
で
き
ず
、反
対
に
『
憨

山
老
人
夢
遊
集
』
や
『
観
楞
伽
経
記
』
等
、
憨
山
の
著
作
に
数
か
所
認
め
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
憨
山
の
説
明
を
見
れ
ば
、「
五
地
聖
人
説
」

と
は
『
華
厳
経
』
に
説
か
れ
る
修
証
の
階
位
論
に
お
い
て
、
高
い
段
階
に
達
し
た
際
に
は
積
極
的
に
外
典
を
学
ん
で
実
践
す
る
べ
き
だ

と
い
う
論
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
語
の
出
典
、
及
び
清
涼
澄
観
『
華
厳
大
疏
』
な
ど
華
厳
経
注
釈
書
を
含
む
華
厳
経
学
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る）
11
（

。

　

実
際
に
雪
浪
自
身
が
僧
に
よ
る
詩
作
に
つ
い
て
の
理
論
及
び
目
的
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
資
料
と
し
て
は
、雪
浪
自
身
が
記
し
た
「
跋

悦
公
四
十
自
祝
偈
」（『
雪
浪
集
』
巻
下
）
と
石
頭
如
愚
「
冬
夜
小
参
三
首
」（『
石
頭
菴
集
』
巻
四
）
に
引
用
さ
れ
る
雪
浪
の
言
葉
が
あ
る
。
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雪
浪
「
跋
悦
公
四
十
自
祝
偈
」
は
万
暦
一
六
年
（
一
五
八
八
、
雪
浪
四
四
歳
）
頃
に
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
万

暦
一
三
年
（
一
五
八
五
）
か
ら
万
暦
一
六
年
に
か
け
て
の
雪
浪
の
詩
作
に
対
す
る
苦
悩
と
そ
の
克
服
、
お
よ
び
そ
の
教
理
面
で
の
根
拠

が
述
べ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
雪
浪
は
、
堕
落
し
た
程
度
の
低
い
世
間
の
出
家
者
た
ち
が
修
行
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
詩
文
に
精
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、

さ
ら
に
は
詩
文
に
よ
っ
て
権
勢
に
近
づ
き
、
自
己
の
名
利
を
求
め
て
い
る
輩
も
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

世
間
中
の
罪
人
の
坊
主
の
人
た
ち
は
、
美
醜
に
関
わ
ら
ず
、
み
な
狂
っ
た
よ
う
に
、
空
門
に
入
る
や
い
な
や
、
す
ぐ
さ
ま
高
ら

か
に
翰
墨
を
論
じ
て
、
思
考
の
限
り
を
尽
く
し
、
寝
食
も
忘
れ
て
〔
詩
文
の
〕
巧
み
さ
を
語
り
、
美
し
さ
を
誇
り
、
禅
定
や
経
や

律
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
。（
中
略
）
酒
色
の
乱
れ
は
そ
の
非
を
知
る
こ
と
は
容
易
い
が
、
真
を
失
い
性
に
迷
う
こ
と
は
最
も

害
悪
が
大
き
い
の
だ
。
こ
れ
（
詩
文
）
に
よ
っ
て
参
禅
し
て
も
禅
の
な
ん
た
る
か
も
知
ら
ず
、
こ
れ
を
用
い
て
学
道
し
て
も
道
の

な
ん
た
る
か
も
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
初
は
親
に
背
い
て
世
俗
か
ら
離
れ
真
理
を
さ
と
る
こ
と
を
願
う
が
、
今
は
反
対
に
、

限
り
あ
る
体
で
果
て
の
な
い
思
い
に
随
っ
て
苦
し
み
留
ま
る
こ
と
は
な
い
。
な
ん
と
悲
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
甚
だ
し

き
は
名
利
を
求
め
て
、
こ
れ
を
終
南
捷
径
（
権
力
や
名
声
を
求
め
る
近
道
）
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

　
（
挙
世
赭
衣
髠
首
之
徒
、
無
論
美
悪
、
一
皆
若
狂
、
才
入
空
門
、
便
而
高
譚
翰
墨
、
以
至
竭
其
精
思
、
廃
其
寝
食
、
相
向
以
工
、

相
誇
以
豔
。
禅
那
経
律
薄
而
不
為
。（
中
略
）
淫
荒
酒
乱
易
可
知
非
、
失
真
迷
性
莫
甚
于
此
。
以
之
而
参
禅
、
則
何
禅
而
不
明
、
用

斯
而
学
道
、
則
何
道
之
不
成
耶
。
初
意
違
親
離
俗
希
証
聖
真
、
今
反
以
有
尽
之
形
躯
、
随
無
涯
之
思
慮
、
終
身
役
役
、
不
亦
悲
夫
？

又
其
甚
者
競
名
規
利
、
用
之
以
為
終
南
捷
径
。））
11
（

　

こ
の
よ
う
に
、
雪
浪
は
仏
教
の
出
家
者
の
本
務
で
あ
る
べ
き
経
や
律
及
び
坐
禅
な
ど
を
修
め
ず
に
詩
文
に
耽
る
者
た
ち
に
対
し
て
、

非
常
に
厳
し
い
批
判
を
展
開
す
る
。
た
だ
し
、
雪
浪
は
そ
れ
ま
で
自
身
も
詩
文
の
学
修
に
励
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
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批
判
は
少
な
か
ら
ず
当
の
雪
浪
自
身
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
自
覚
は
雪
浪
自
身
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

先
で
は
自
身
を
反
省
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

万
暦
一
三
年
（
一
五
八
五
）
秋
、
仏
に
誓
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
罪
を
懴
悔
し
、
長
く
続
け
て
き
た
文
筆
活
動
を
辞
め
、
誤
り
を

正
し
、一
転
し
て
仏
道
に
専
念
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
今
は
ま
だ
応
酬
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
、そ
れ
は
一
日
お
き
に
瘧
病
（
熱
病
）

の
症
状
が
繰
り
返
す
よ
う
に
詩
を
作
る
の
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
氷
に
挟
ま
れ
た
魚
が
朝
日
を
浴
び
て
水
が
溶
け
助
か
る
よ

う
に
、
あ
る
い
は
石
に
圧
し
潰
さ
れ
て
い
た
草
が
春
風
を
受
け
て
萌
芽
す
る
よ
う
に
で
あ
っ
た
。

　
（
於
万
暦
巳
〔
乙
カ
〕酉
之
秋
、
請
仏
証
盟
矢
心
自
誓
、
懺
悔
前
愆
、
将
旧
習
筆
硯
謝
絶
、
改
過
自
新
、
端
心
聖
道
。
今
猶
迫
于
応
酬
勉
強
、

或
似
隔
日
瘧
臨
間
一
、
為
之
、
如
夾
氷
之
魚
遇
朝
陽
而
濡
沫
、
如
圧
石
之
草
逢
春
風
即
萌
芽
。））
11
（

　

雪
浪
は
、
万
暦
一
三
年
、
四
一
歳
に
て
心
機
一
転
、
詩
文
の
習
慣
を
止
め
て
仏
道
に
専
念
す
る
こ
と
を
誓
う
。
実
際
こ
の
後
、
雪
浪

は
同
志
と
牛
山
に
こ
も
っ
て
三
年
に
わ
た
っ
て
修
行
に
励
ん
だ
こ
と
が
続
く
文
章
で
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
雪
浪
に
と
っ
て
詩
を

完
全
に
断
ち
切
る
こ
と
は
士
大
夫
な
ど
と
の
付
き
合
い
も
あ
り
、
実
際
的
に
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
引
用
文
の
後
半
部
分
の
比

喩
の
解
釈
は
難
し
い
が
、
雪
浪
に
と
っ
て
詩
作
と
は
日
差
し
が
当
た
れ
ば
氷
が
解
け
、
春
に
な
れ
ば
草
が
芽
吹
く
よ
う
に
自
然
な
営
み

で
あ
っ
た
と
解
釈
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
詩
文
を
断
ち
切
ろ
う
と
決
心
し
た
後
に
も
、
雪
浪
は
出
家
者
と
し
て
詩
文
を
含
め
た
俗
世
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
処

理
す
る
か
を
問
題
意
識
と
し
て
強
く
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
雪
浪
は
万
暦
一
六
年
に
や
は
り
世
俗
の
中
で
仏
法
を
説
く
こ

と
を
決
意
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
〔
山
間
に
籠
っ
て
修
行
を
し
て
い
た
が
〕
万
暦
一
六
年
（
一
五
八
八
）
の
暮
春
に
な
っ
て
、
私
の
母
上
が
年
老
い
た
こ
と
に
よ
り

離
れ
が
た
く
な
っ
た
。「
高
潔
に
し
て
俗
世
か
ら
隔
絶
せ
ず
、（
山
林
等
に
）
隠
遁
し
て
親
不
孝
は
せ
ず
（
貞
不
絶
俗
、
隠
不
違
親
）」
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と
は
世
間
の
高
徳
の
人
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
私
は
入
道
沙
門
と
し
て
世
相
に
即
し
て
仏
法
の
常
住
の
真
理
を
説
き
明
か
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）〔『
華
厳
経
』
に
説
く
に
〕「
入
法
界
品
」
で
は
口
先
で
の
巧
言
も
、
火
聚
刀
山
（
危
険
な
場
所
）
も
婬

女
や
外
道
も
み
な
す
べ
て
般
若
で
あ
り
、讖
緯
や
術
数
（
等
の
占
い
の
類
）
や
養
生
や
安
物
な
ど
も
す
べ
て
法
門
（
仏
教
）
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
市
中
と
山
林
、
内
教
（
仏
教
）
と
外
明
（
儒
教
、
道
教
等
の
他
教
）
を
区
別
す
る
必
要
も
な
い
。（
中
略
）
私
も
当
時
は

詩
の
吟
詠
を
愛
す
る
こ
と
は
、
熟
考
に
よ
り
禅
定
を
乱
す
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
今
日
親
し
く
こ
の
経
（『
華
厳
経
』）
を
聞
い
て
、

詩
文
は
真
性
に
資
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
両
者
の
一
致
は
、
古
今
同
様
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
〔
仏
道
修
行

に
お
い
て
〕
こ
の
地
位
に
至
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
決
し
て
い
い
加
減
に
〔
詩
文
を
〕
弄
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
至
戊
子
暮
春
、
以
予
萱
堂
在
暮
世
、
相
難
乖
。
因
曰
「
貞
不
絶
俗
、
隠
不
違
親
」、
斯
世
間
之
高
士
、
而
我
入
道
当
以
即
世
相

而
明
常
住
耶
。（
中
略
）
入
法
界
品
則
口
吻
唼
舌
、
火
聚
刀
山
、
婬
女
外
道
無
非
般
若
、
讖
緯
術
数
、
養
生
安
物
、
莫
非
法
門
。
又

何
分
市
朝
林
藪
、
內
教
外
明
耶
。（
中
略
）
我
亦
当
年
愛
吟
詠
、
将
謂
冥
捜
乱
禅
定
。
今
日
親
聞
誦
此
経
、
始
知
筆
硯
資
真
性
、
須

知
彼
此
一
致
、
今
古
同
然
。
若
是
未
到
斯
地
位
、
切
不
得
草
草
。））
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万
暦
一
六
年
、
雪
浪
は
母
が
高
齢
に
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
世
俗
を
断
ち
切
る
よ
う
な
こ
と
は
止
め
、
世
俗
の
中
に
て

仏
法
を
説
き
明
か
す
こ
と
を
誓
う
。
恐
ら
く
で
は
あ
る
が
、
年
老
い
た
母
親
の
世
話
と
い
う
の
は
雪
浪
に
と
っ
て
一
つ
の
き
っ
か
け
に

過
ぎ
ず
、
詩
文
を
止
め
よ
う
と
決
心
し
て
も
完
全
に
は
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
彼
は
、
修
行
に
一
定
の
成
果
が
出
た
段
階
で
、

修
行
に
区
切
り
を
つ
け
俗
世
間
に
戻
る
こ
と
を
決
意
し
自
己
肯
定
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、『
華
厳
経
』
に
注
目
し
て）
11
（

、

淫
ら
な
女
や
外
道
、
迷
信
ま
で
も
区
別
せ
ず
仏
法
と
し
て
肯
定
す
る
思
想
を
拠
り
所
と
し
、
ま
さ
に
詩
文
も
仏
道
に
資
す
る
も
の
だ
と

す
る
考
え
に
た
ど
り
着
き
、
僧
に
よ
る
詩
文
の
作
成
を
肯
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

雪
浪
は
『
華
厳
経
』
の
階
位
論
を
用
い
、
一
定
の
高
い
階
位
に
達
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
詩
や
外
道
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
行
い
は
肯
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定
さ
れ
、
そ
れ
が
修
証
に
資
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
よ
う
に
詩
作
を
仏
道
修
行
の
一
環
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
僧
の
詩
作
を
肯
定
す
る
。

こ
れ
が
憨
山
の
言
う
「
五
地
聖
人
」
の
理
論
で
あ
ろ
う
。
僧
の
詩
作
と
い
う
点
で
雪
浪
が
冒
頭
で
批
判
し
た
と
こ
ろ
に
行
き
つ
い
た
の

で
あ
る
が
、
雪
浪
に
と
っ
て
両
者
の
違
い
は
前
提
と
し
て
そ
れ
ま
で
に
真
摯
に
仏
道
修
行
を
行
っ
て
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、雪
浪
「
跋
悦
公
四
十
自
祝
偈
」
か
ら
は
、雪
浪
の
内
心
に
お
け
る
詩
作
へ
の
複
雑
な
思
い
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

雪
浪
に
と
っ
て
詩
作
は
外
道
と
同
等
の
も
の
で
あ
り
、
仏
道
修
行
の
た
め
に
本
来
的
に
は
捨
て
去
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
士
大
夫

な
ど
と
の
交
際
と
い
う
外
的
な
要
因
、
お
よ
び
雪
浪
の
内
心
に
お
い
て
詩
作
は
自
然
の
摂
理
の
よ
う
に
湧
き
出
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
内
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
詩
作
を
完
全
に
否
定
し
、
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
雪
浪
は
『
華
厳
経
』
を
用
い

て
詩
作
を
肯
定
す
る
こ
と
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
論
の
み
か
ら
述
べ
れ
ば
、
先
に
見
た
憨
山
の
理
論
と
同
様
に
、
僧
が
励
む
対
象
は
詩
文
で
な
く
て

も
よ
い
こ
と
と
な
り
、
こ
の
理
論
は
、
僧
に
詩
文
を
奨
励
す
る
た
め
の
積
極
的
な
動
機
付
け
に
は
な
り
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五

　

石
頭
如
愚
の
「
冬
夜
小
参
三
首
」（『
石
頭
菴
集
』
巻
四
）
で
は
、
雪
浪
と
如
愚
と
の
問
答
に
よ
り
、
雪
浪
が
詩
作
を
推
奨
す
る
理
論

と
目
的
が
別
の
側
面
か
ら
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
如
愚
と
は
雪
浪
の
弟
子
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
雪
浪
を
讒
訴
し
、
そ
の
結
果
、
雪

浪
は
金
陵
か
ら
追
わ
れ
、
如
愚
本
人
も
ほ
か
の
弟
子
た
ち
に
恨
ま
れ
て
北
方
へ
逃
れ
た
と
い
う
事
件
が
知
ら
れ）
11
（

、
そ
の
記
述
は
皮
肉
交

じ
り
に
も
見
え
る
。
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近
頃
、
字
も
知
ら
な
い
も
の
が
、
で
た
ら
め
に
詞
や
賦
を
作
り
、
舌
も
回
ら
な
い
の
に
す
ぐ
さ
ま
主
人
と
な
っ
て
躍
起
に
な
っ

て
士
大
夫
と
交
際
し
、
自
ら
優
れ
た
僧
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
み
な
私
（
如
愚
）
が
罪
の
魁
首
な
の
だ
。
と
は
い
え
、

私
も
は
じ
め
は
こ
の
悪
い
因
縁
を
作
り
、
ほ
か
の
男
女
を
引
き
込
も
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
参
学
し
た
当
初
、
雪

浪
和
尚
に
出
会
い
、
私
を
見
込
ん
で
、
こ
れ
を
学
ば
せ
た
か
ら
な
の
だ
。
私
は
そ
こ
で
教
え
を
求
め
て
質
問
し
た
。

　
〔
如
愚
〕「
詩
僧
と
禅
祖
と
ど
ち
ら
が
勝
り
ま
す
か
。」

　
〔
雪
浪
〕「
禅
が
勝
る
。」

　
〔
如
愚
〕「
ど
う
し
て
禅
師
と
な
ら
ず
、
詩
僧
に
な
る
の
で
す
か
。」

　
〔
雪
浪
〕「
あ
な
た
は
詩
僧
に
な
ん
の
過
ち
が
あ
る
と
考
え
る
か
。」

　
〔
如
愚
〕「
詩
は
世
間
的
名
声
を
図
る
も
の
で
、
禅
は
生
死
を
超
え
ま
す
。」

　
〔
雪
浪
〕「
も
し
名
声
の
た
め
に
詩
を
作
る
の
で
あ
れ
ば
現
在
の
苦
し
み
を
招
き
、
未
来
の
三
悪
道
の
因
と
も
な
る
。
し
か
し
現

在
仏
法
を
信
じ
る
者
は
少
な
く
、
詞
賦
を
尊
ぶ
も
の
は
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
で
ま
ず
は
彼
ら
と
関
係
を
持
ち
、

後
に
仏
の
智
慧
に
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
詩
作
は
）
普
賢
の
万
行
を
方
便
門
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
人
を
利

す
る
こ
と
（
利
他
行
）
の
一
端
な
の
だ
。」

　
〔
如
愚
〕「
詩
が
ど
う
し
て
普
賢
の
行
門
と
な
り
え
ま
し
ょ
う
。」

　
〔
雪
浪
〕「
天
下
に
は
士
農
工
商
と
い
う
四
姓
が
あ
る
。
士
は
聡
明
が
多
く
智
慧
は
少
な
い
。
聡
明
が
多
い
た
め
、
文
章
を
よ
く

す
る
が
、
智
慧
が
少
な
い
た
め
仏
法
を
信
じ
な
い
。
そ
こ
で
彼
ら
の
好
む
も
の
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
仏
法
を
信
じ
な

く
と
も
僧
と
交
遊
し
、
香
や
花
や
飲
食
を
僧
に
布
施
し
、
喜
捨
と
い
う
縁
を
結
び
、
仏
法
を
植
え
て
人
天
道
に
根
付
か
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
箇
半
箇
（
ご
く
わ
ず
か
な
人
数
）
で
も
見
込
み
の
あ
る
も
の
を
得
て
、
こ
う
べ
を
め
ぐ
ら
せ
思
想
を
転
じ
さ
せ
て
、
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仏
法
を
薫
習
さ
せ
、
無
上
の
種
が
植
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
あ
る
か
ら
名
は
詩
僧
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は

禅
祖
で
あ
り
、
そ
れ
に
な
ん
の
恥
じ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」

　

私
は
命
を
受
け
礼
拝
し
て
熟
考
し
た
。普
賢
の
行
門
を
な
す
か
ら
に
は
な
お
ざ
り
に
は
で
き
な
い
。そ
こ
で
六
経
子
史
に
専
念
し
、

百
家
九
流
お
よ
び
小
説
叢
談
を
も
読
み
漁
っ
て
、
渉
猟
し
つ
く
し
て
か
ら
筆
を
執
ろ
う
と
期
し
た
。

　
（
近
有
字
也
不
識
者
、
乱
作
詞
賦
、
舌
也
調
不
転
者
、
便
当
作
主
、
東
奔
西
闖
、
結
交
縉
紳
、
謂
之
俊
流
衲
子
。
此
皆
某
甲
作
罪

之
魁
首
。
雖
然
、
某
甲
初
不
欲
作
此
悪
因
縁
、
引
壊
人
家
男
女
、
只
因
初
参
学
時
遇
雪
浪
和
尚
、
見
余
可
教
、
教
余
業
此
。
余
便

請
益
曰
、「
詩
僧
与
禅
祖
孰
愈
？
」
曰
、「
禅
愈
。」
曰
、「
何
不
作
禅
師
、
而
作
詩
僧
耶
？
」
曰
、「
爾
道
詩
僧
有
何
過
？
」
曰
、「
詩

図
世
名
、
禅
超
生
死
。」
曰
、「
若
為
名
作
詩
豈
招
現
苦
、
亦
造
未
来
三
悪
道
因
。
但
当
今
信
仏
法
者
少
、
尚
詞
賦
者
多
、
而
能
為

此
亦
可
先
以
欲
鈎
牽
、
後
令
入
仏
慧
。
普
賢
万
行
可
為
方
便
門
者
、
利
人
之
一
端
也
。」
曰
、「
詩
胡
可
為
普
賢
行
門
哉
。」
曰
、「
天

下
有
四
姓
、
謂
士
農
工
商
、
惟
士
多
聡
明
而
少
智
慧
。
聡
明
多
故
、
善
為
文
章
。
智
慧
少
故
、
不
信
仏
法
。
而
能
投
其
所
好
、
即

不
信
仏
法
亦
肯
与
僧
游
游
、
則
一
香
、
一
華
、
一
飲
、
一
啄
布
施
与
僧
、
結
喜
捨
縁
、
種
仏
法
根
于
人
天
道
中
矣
。
倘
獲
一
箇
半

箇
有
気
息
者
、
回
頭
転
悩
、
向
仏
法
処
熏
習
、
種
無
上
因
、
未
可
知
也
。
是
而
名
雖
詩
僧
、
其
実
禅
祖
有
何
歉
焉
。」
余
受
命
礼
謝
、

諦
思
、
既
作
普
賢
行
門
、
不
可
草
草
。
遂
専
心
六
経
子
史
、
出
入
百
家
九
流
及
小
説
叢
談
、
期
欲
涉
獵
尽
而
造
語
。））
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こ
の
文
章
の
冒
頭
で
如
愚
は
、
僧
の
詩
作
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
は
雪
浪
が
「
跋
悦
公
四
十
自
祝
偈
」
で
述
べ
て

い
た
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
。
さ
ら
に
如
愚
は
そ
の
よ
う
な
現
状
の
元
凶
が
そ
の
師
で
あ
る
雪
浪
に
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、

僧
が
詩
作
す
る
こ
と
の
是
非
を
雪
浪
に
問
い
か
け
た
問
答
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
見
て
も
、
如
愚
も
雪
浪
と
同
じ
く
無
反
省
に
詩

作
を
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
批
判
も
承
知
し
つ
つ
、
自
ら
も
内
省
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
教
理
的
理
論
を
有
し
て

詩
作
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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雪
浪
は
僧
が
詩
作
を
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
に
対
し
て
、
そ
れ
を
普
賢
菩
薩
の
方
便
門
（
行
門
）
と
し
て
位
置
付
け
て
詩
作
を
仏
道
の

一
環
で
あ
る
と
捉
え
る
と
と
も
に
、
詩
は
特
に
士
大
夫
に
対
す
る
教
化
と
し
て
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
詩
作

を
普
賢
菩
薩
の
方
便
門
と
す
る
の
は
、「
跋
悦
公
四
十
自
祝
偈
」で
入
法
界
品
に
言
及
す
る
も
の
と
同
様
の
理
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
華

厳
経
』
は
普
賢
菩
薩
の
行
願
と
し
て
十
種
を
説
く
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
詩
作
を
位
置
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
雪
浪
は

士
大
夫
と
関
係
を
持
ち
、
彼
ら
に
仏
法
を
教
化
す
る
た
め
に
詩
作
は
重
要
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の
文
章
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

士
、す
な
わ
ち
士
大
夫
は
中
国
に
お
け
る
政
治
や
文
化
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
り
、仏
教
に
お
い
て
も
仏
法
を
理
解
し
て
、寺
院
を
作
っ

た
り
、
制
度
的
な
面
で
保
護
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
関
与
を
行
う
有
力
な
外
護
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
理
解
や
支
援
な
く
し
て
仏
教
の

発
展
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

如
愚
の
文
章
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
詩
作
の
目
的
が
士
大
夫
か
ら
布
施
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
明
確
に
記
さ
れ
、

「
一
箇
半
箇
」（
ご
く
わ
ず
か
）
の
士
大
夫
に
対
し
無
上
の
因
を
施
す
、
つ
ま
り
仏
法
を
士
大
夫
に
真
に
体
得
さ
せ
る
こ
と
は
副
次
的
な

目
的
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
名
声
を
得
る
た
め
の
詩
作
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
本
音
と
建
て
前
と
い
う
論
点
を
設

定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
布
施
の
獲
得
の
た
め
と
書
か
れ
る
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
本
音
の
露
呈
は
、
た
と
え
そ
れ
が
雪
浪
に
批
判
的
な

視
点
か
ら
の
二
次
的
な
記
録
で
あ
る
と
は
い
え
、
珍
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

雪
浪
が
士
大
夫
か
ら
の
布
施
に
こ
だ
わ
っ
た
原
因
を
推
し
量
れ
ば
、
彼
の
宿
願
が
大
報
恩
寺
の
復
興
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
大
報
恩
寺
は
皇
家
の
寺
院
で
あ
っ
て
、
大
伽
藍
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
雪
浪
の
若
き
日
に
大
規
模
な
火
災
に
遭
っ
て

伽
藍
の
大
部
分
が
灰
燼
に
帰
し
て
お
り
、
雪
浪
は
憨
山
と
そ
の
復
興
を
誓
い
あ
っ
て
い
た
。
実
際
に
雪
浪
は
万
暦
二
八
年
（
一
六
〇
〇
）

に
瑠
璃
作
り
の
壮
麗
な
大
報
恩
寺
塔
の
修
復
事
業
を
行
っ
た
際
、
金
数
千
も
の
多
量
の
資
金
を
士
大
夫
な
ど
か
ら
の
布
施
に
よ
っ
て
成

し
遂
げ
た）
11
（

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
詩
作
を
行
う
こ
と
で
士
大
夫
と
交
流
を
保
ち
、
そ
う
し
て
布
施
の
獲
得
に
つ
な
げ
る
と
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い
う
雪
浪
の
言
葉
は
単
な
る
私
利
私
欲
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

六

　

本
論
の
冒
頭
で
具
体
的
に
二
つ
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
第
一
と
し
て
、
詩
僧
と
呼
ば
れ
る
程
に
詩
を
多
作
し
た
出
家
者
た
ち
は
無

反
省
に
詩
に
か
ま
け
て
い
た
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
理
論

を
も
っ
て
詩
作
と
宗
教
的
追
及
と
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
そ
し
て
、
本
論
で
は
万
暦
期
の
江
南
に
お
い
て
僧

の
詩
作
の
文
化
を
広
め
た
と
さ
れ
る
雪
浪
と
憨
山
の
僧
の
詩
作
へ
の
態
度
及
び
そ
の
目
的
と
理
論
を
検
討
し
た
。

　

ま
ず
第
二
の
点
に
つ
い
て
、
雪
浪
と
憨
山
の
詩
作
を
行
う
目
的
と
そ
の
理
論
を
比
較
す
れ
ば
、
雪
浪
の
詩
作
に
つ
い
て
の
教
理
面
で

の
理
論
は
憨
山
の
そ
れ
と
類
似
す
る
よ
う
で
異
な
る
。
両
者
と
も
に
士
大
夫
と
関
係
を
持
ち
、
彼
ら
を
教
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い

て
詩
の
有
効
性
を
認
め
る
こ
と
は
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
憨
山
は
前
述
の
引
用
文
に
お
い
て
根
源
的
に
す
べ
て
の
現
象
は
夢
幻
の
よ
う

な
も
の
と
い
う
理
論
等
を
用
い
て
詩
を
肯
定
す
る
も
の
の
、詩
作
は
修
証
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、雪
浪
は
、

堕
落
し
た
僧
の
名
利
の
た
め
の
詩
作
に
対
し
て
批
判
し
、
高
い
境
地
に
至
っ
て
い
な
け
れ
ば
詩
作
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
も
の

の
、
一
方
で
は
『
華
厳
経
』
の
階
位
論
を
使
っ
て
、
修
道
の
末
に
高
い
地
位
に
至
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
普
賢
菩
薩
の
行
門
の
一
つ
と

し
て
外
道
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
修
道
に
資
す
る
と
い
う
理
論
を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
僧
の
詩
作
を
完
全
に
肯
定
し
奨
励
し
た
。

さ
ら
に
雪
浪
は
士
大
夫
と
の
交
遊
の
目
的
を
布
施
の
獲
得
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　

彼
ら
は
詩
作
を
手
段
の
一
つ
と
し
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
士
大
夫
と
の
交
遊
を
積
極
的
に
行
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
僧
の
教
養
を

高
め
て
社
会
的
な
地
位
の
向
上
を
目
指
し
、
結
果
と
し
て
万
暦
期
以
降
、
明
末
清
初
に
お
け
る
仏
教
の
復
興
局
面
を
作
り
上
げ
る
一
翼
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を
担
っ
た
。
ま
た
雪
浪
は
そ
の
理
論
を
弟
子
た
ち
に
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
僧
に
よ
る
詩
作
の
文
化
を
広
め
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
雪
浪
に
し
て
も
憨
山
に
し
て
も
、
仏
教
の
本
来
的
な
教
え
か
ら
す
れ
ば
詩
作
は
余
計
な
も
の
と
い
う
認
識

が
あ
り
、
決
し
て
無
反
省
に
詩
作
に
耽
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
の
中
で
、
仏
教

の
本
来
的
教
義
に
対
し
て
、
そ
れ
を
い
か
に
世
間
に
広
め
る
か
に
つ
い
て
本
来
性
と
現
実
性
と
の
葛
藤
の
中
で
苦
悩
し
教
化
の
た
め
に

詩
作
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

雪
浪
自
身
が
詩
文
を
捨
て
去
ろ
う
と
決
心
し
て
も
完
全
に
は
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
資
料
か
ら
見
れ
ば
、
雪
浪
が

詩
作
を
普
賢
の
行
門
と
し
て
肯
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
果
た
し
て
彼
の
思
想
の
根
本
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
方
便
と
し

て
述
べ
た
か
は
、
資
料
か
ら
の
み
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
、
文
字
や
言
葉
の
情
報
か
ら
で
は
人
の
本
心
を
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
雪
浪
の
理
論
を
本
来
性
―
現
実
性
の
論
点
か
ら
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
自
ら
山
林

に
籠
っ
て
本
来
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
時
、
そ
も
そ
も
世
俗
に
即
さ
な
い
本
来
性
は
究
竟
的
な
も
の
で
は
な
く
、
山
林
に
籠
る
の
で
は

な
く
て
世
俗
に
交
わ
っ
て
こ
そ
本
来
性
は
本
来
性
と
し
て
具
現
す
る
と
い
う
考
え
に
至
っ
て
、
詩
作
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
雪
浪
の
行
動
に
裏
打
ち
さ
れ
た
思
想
と
そ
の
よ
う
な
表
出
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
雪
浪
「
焦
山
詩
社
題
辞
」
に
記
さ
れ
る
雪
浪
の
詩
作
の
理
想
境
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

　
〔
詩
は
〕
情
感
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、無
為
〔
の
真
理
の
探
究
〕
に
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）〔
詩
を
〕

自
ら
が
探
し
求
め
る
と
か
え
っ
て
大
き
な
過
ち
を
作
っ
て
し
ま
う
。
思
量
を
絶
す
る
と
こ
ろ
で
よ
く
思
量
し
、
力
を
抜
い
た
時
に

力
を
使
う
と
い
う
こ
と
を
行
え
ば
、
本
当
に
す
べ
て
が
見
え
な
く
な
り
、
そ
の
時
は
お
の
ず
か
ら
至
る
。
も
し
心
と
境
界
と
が
交

錯
す
れ
ば
、
物
我
一
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
…
雖
縁
於
有
感
、
亦
助
於
無
為
。（
中
略
）
着
意
搜
求
番
成
大
錯
、
只
得
絶
思
量
処
好
思
量
、
更
没
用
力
時
還
用
力
、
真
箇
到
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処
不
見
、
有
時
自
来
。
若
能
心
境
交
参
、
便
可
物
我
一
体
。））
11
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こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
詩
作
は
修
証
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
故
意
に
詩
を
作
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
禅
定
に
お
い
て
あ

る
時
が
来
れ
ば
、
自
然
と
詩
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
想
の
境
地
で
あ
る
。
雪
浪
は
詩
に
お
け
る
理
想
の
境
涯
を
「
物
我
一
体
」

と
述
べ
て
い
る
。
沈
顥
「
雪
浪
続
集
叙
」
に
お
け
る
雪
浪
の
詩
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
評
価
も
、
雪
浪
の
上
記
の
よ
う
な
詩
作
に
対
す

る
理
念
や
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
日
雪
浪
恩
公
の
詩
を
読
ん
だ
。
詩
か
禅
か
、
詩
で
も
禅
で
も
な
い
、
詩
か
つ
禅
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
今
日
読
雪
浪
恩
公
詩
。
詩
耶
禅
耶
、
非
詩
非
禅
、
亦
詩
亦
禅
耶
。））
1（
（

　

こ
の
よ
う
な
雪
浪
の
理
想
境
と
そ
れ
へ
の
評
価
は
本
論
の
冒
頭
で
触
れ
た
詩
禅
一
味
論
の
一
種
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
理
論
は
詩
と
禅
が
一
体
で
あ
り
、
詩
に
打
ち
込
め
ば
禅
を
修
し
た
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
本
来
励
む
べ
き
仏
道
修
行
の
軽
視
を
招
く

可
能
性
も
論
理
的
に
考
え
れ
ば
あ
り
得
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
有
す
る
に
至
っ
た
雪
浪
の
葛
藤
や
状
況
や
過
程
に
も
同
時

に
関
心
が
注
が
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
１
）	「
漢
詩
」
と
は
日
本
で
の
呼
称
で
あ
り
、
以
下
本
論
で
は
漢
詩
を
「
詩
」
と
呼
称
す
る
。
詩
に
は
広
義
と
狭
義
の
意
味
が
あ
る
が
、
本
論
で

は
近
体
詩
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
詩
と
す
る
。
詩
偈
、
あ
る
い
は
偈
と
は
仏
教
的
な
内
容
を
含
む
も
の
を
特
に
そ
の
よ
う
に
呼
び
な
ら
わ

す
が
、
偈
は
詩
と
違
い
、
厳
格
に
平
仄
等
の
決
ま
り
を
守
ら
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。

（
２
）	

入
矢
義
高
「
中
国
の
禅
と
詩
」、
西
谷
啓
治
編
『（
講
座
禅　

第
五
巻
）　

禅
と
文
化
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
五
六
頁
。

（
３
）	

入
矢
義
高
「
五
山
の
詩
を
読
む
た
め
に
」、『
五
山
文
学
集
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
八
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
三
二
六
頁
。

（
４
）	

同
前
注
、
三
二
二
頁
。
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（
５
）	

荒
木
見
悟
『
新
版　

仏
教
と
儒
教
』「
序
論
―
―
本
来
性
と
現
実
性
―
―
」、
研
文
出
版
、
一
九
九
三
年
、
三
―
七
頁
。

（
６
）	

永
井
政
之
『
中
国
禅
宗
教
団
と
民
衆
』、
内
山
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
―
六
頁
。

（
７
）	
荒
木
見
悟
氏
前
掲
書
、
四
―
五
頁
。

（
８
）	

永
井
政
之
氏
前
掲
書
、
六
頁
。

（
９
）	

大
澤
邦
由
「
雪
浪
洪
恩
の
行
状
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
八
〇
、二
〇
二
二
年
三
月
）、
及
び
同
「
雪
浪

洪
恩
の
著
述
の
成
立
論
的
考
察
―
―
『
谷
響
録
』
と
『
雪
浪
集
』
を
中
心
と
し
て
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
五
三
、二
〇
二
二
年
一
〇
月
）

（
10
）	

憨
山
徳
清
『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
二
「
題
雪
浪
恩
公
所
書
千
字
文
後
」（『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
九
六
頁
上
段)

に
は
雪
浪
が
書
に
巧

み
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

（
11
）	

大
澤
邦
由
「
雪
浪
洪
恩
の
行
状
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
」、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
八
〇
、二
〇
二
二
年
三
月
。

（
12
）	

福
善
記
録
、
福
徴
述
疏
『
憨
山
大
師
年
譜
疏
』
巻
上
、
十
九
歳
の
条
、
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
四
頁
。

（
13
）	

荒
木
見
悟
監
修
、
宋
明
哲
学
検
討
会
訳
注
、
雲
棲
袾
宏
著
『
竹
窓
随
筆　

明
末
仏
教
の
風
景
』、
中
国
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
八
一
頁
。
原

文
の
点
丸
は
一
部
修
正
し
、
訳
文
は
大
澤
が
訳
し
た
。

（
14
）	

憨
山
徳
清
「
夢
遊
詩
集
自
序
」、『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
四
七
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
七
八
六
頁
上
段
。

（
15
）	

銭
謙
益
選
集
、
許
逸
民
、
林
淑
敏
点
校
『
列
朝
詩
集
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
、
第
一
一
、一
二
冊
を
参
照
。

（
16
）	

福
善
記
録
、
福
徴
述
疏
『
憨
山
大
師
年
譜
疏
』
巻
上
、
十
九
歳
の
条
に
「
尽
焚
棄
所
習
、
専
意
参
究
一
事
」（
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
四
頁
）

と
あ
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
17
）	

憨
山
徳
清
「
夢
遊
詩
集
自
序
」、『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
四
七
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
七
八
六
頁
上
段
。

（
18
）	

廖
肇
亨
「「
清
涼
聖
境
」
到
「
金
陵
懐
古
：
由
尚
詩
風
習
側
探
晩
明
清
初
華
厳
学
南
方
系
之
精
神
図
景
」、『
中
国
文
哲
研
究
集
刊
』
三
七
、
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中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
九
月
。

（
19
）	
李
舜
臣
、
張
子
川
「〝
涵
咏
性
情
，
遊
戯
神
通
”：
晩
明
釈
氏
詩
人
雪
浪
洪
恩
探
論
」、『
人
文
論
叢
』
二
〇
二
〇
年
一
期
、
武
漢
大
学
中
国
伝

統
文
化
研
究
中
心
、
一
六
一
―
一
七
一
頁
。

（
20
）	

鄭
妙
苗
「
華
厳
思
想
与
雪
浪
洪
恩
的
詩
歌
創
作
」、『
世
界
宗
教
文
化
』
二
〇
一
九
年
第
三
期
、
中
国
社
会
科
学
院
世
界
宗
教
研
究
所
、

一
六
二
頁
。

（
21
）	

憨
山
徳
清
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」、『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
七
頁
下
段
。

（
22
）	「
五
地
聖
人
」
と
い
う
語
は
『
華
厳
大
疏
』
に
は
確
認
で
き
ず
、賛
寧
『
宋
高
僧
伝
』「
清
涼
澄
観
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
〇
冊
七
三
七
頁
上
段
）

が
初
出
と
思
わ
れ
る
。
憨
山
の
著
作
中
で
は
、
彼
が
晩
年
に
『
華
厳
大
疏
』
を
ま
と
め
た
『
華
厳
綱
要
』
巻
五
六
に
「
五
地
聖
人
」
の
語
が
記

さ
れ
、
他
に
憨
山
『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
四
五
所
収
の
「
観
老
荘
影
響
論
」
や
「
道
徳
経
解
発
題
」
で
も
五
地
聖
人
に
言
及
し
て
、
そ
れ
を

僧
が
外
典
を
修
め
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
語
が
指
す
意
味
は
雪
浪
自
身
が
記
す
理
論
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
23
）	『
雪
浪
集
』
巻
下
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
九
〇
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
、
七
〇
五
―
七
〇
六
頁
。

（
24
）	

同
前
注
、
七
〇
六
頁
。

（
25
）	

同
前
注
、
七
〇
六
―
七
〇
七
頁
。

（
26
）	『
華
厳
経
』
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
経
典
本
文
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
注
釈
書
を
参
照
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
考
を
期
し
た
い
。

（
27
）	

銭
謙
益
撰
集
、
許
逸
民
等
点
校
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
第
三
「
石
頭
如
愚
」（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
、
第
一
二
冊
六
四
一
二
頁
）
等
を
参
照
。

ま
た
、
廖
肇
亨
「
雪
浪
洪
恩
初
探
―
―
兼
題
東
京
内
閣
文
庫
所
蔵
《
谷
響
録
》」（『
漢
学
研
究
』
第
一
四
巻
第
二
期
、
漢
学
研
究
中
心
、

一
九
九
六
年
一
二
月
。
廖
肇
亨
『
中
辺
・
詩
禅
・
夢
戯:

明
末
清
初
仏
教
文
化
論
述
的
呈
現
与
開
展
』〔
允
晨
文
化
実
業
股
份
有
限
公
司
、



八
八

明
末
の
詩
僧
、
雪
浪
洪
恩
の
詩
作
の
目
的
と
理
論
（
大
澤
）

二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一
―
二
三
七
頁
〕
に
収
録
）
は
こ
の
事
件
の
顛
末
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

（
28
）	

石
頭
如
愚
『
石
頭
菴
集
』
巻
四
、
明
復
法
師
主
編
『
禅
門
逸
書
』
初
編
第
八
冊
、
一
九
八
七
年
、
六
一
頁
。

（
29
）	
顧
起
元
『
客
座
贅
語
』
巻
七
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
二
二
九
頁
。

（
30
）	『
雪
浪
集
』
巻
下
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
九
〇
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
、
七
二
〇
頁
。

（
31
）	

沈
顥
「
雪
浪
続
集
叙
」、『
雪
浪
続
集
』、
明
復
法
師
主
編
『
禅
門
逸
書
』
続
編
第
二
冊
、
漢
声
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
一
頁
。


