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古
来
、
「
始
原
」
に
つ
い
て
は
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
以
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
と
言
え
ば
、
万
物
の

ア
ル
ケ
　

ミ
嵐
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
か
の
観
が
し
た
。
そ
こ
で
は
、
暑
鑑
は
一

切
の
始
め
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず
、
原
理
と
か
原
質
と
か
根
拠
を
も
同
時
に

意
味
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
タ
ー
レ
ス
が
生
成
変
化

の
現
象
界
に
お
い
て
変
わ
ら
ざ
る
根
源
的
物
質
を
水
と
考
え
た
場
合
、
水
は
、

世
界
の
根
拠
と
し
て
の
原
質
で
も
あ
り
、
ま
た
世
界
が
そ
こ
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
根
源
的
物
質
と
し
て
原
理
と
も
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
世
界
の
始
原
と
も

理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
魯
×
愚
を
、
ラ
テ
ン
語
で
は
層
言
9
、

b
言
旨
が
表
わ
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
哲
学
史
上
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
第
一
批
判
の
二
律
背
反
の
第
一

番
目
に
、
世
界
に
は
時
間
的
な
始
原
（
》
驚
き
㈹
）
が
あ
る
か
否
か
を
問
題
に

し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
理
論
理
性
（
思
弁
）
に
よ
っ
て

は
答
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
哲
学
は
、
こ
の
哲
学
の
始
原
へ
退

歩
（
α
Φ
昌
　
ω
○
ず
吐
凶
け
け
　
N
¢
『
口
O
吋
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
本
質
主
義
を

克
服
し
得
る
と
見
な
し
た
が
、
そ
の
場
合
の
哲
学
の
始
原
（
》
巳
。
紹
）
と
は
、

形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
い
わ
ば
根
拠
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

場
合
、
思
惟
が
形
而
上
学
の
根
拠
へ
と
帰
り
行
く
時
に
は
、
そ
の
思
惟
は
も
は

や
形
而
上
学
的
思
惟
で
は
な
く
、
回
思
す
る
こ
と
　
（
》
巳
Φ
艮
①
づ
）
で
あ
る

と
言
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
詩
作
す
る
こ
と
（
U
一
〇
窪
Φ
p
）
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
形
而
上
学
の
始
原
へ
は
も
は
や
形
而
上
学
的
に
は
、
つ

ま
り
思
弁
的
に
は
近
寄
り
難
い
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
ま
た
、
心
理
学
の
領
域
で
、
C
・
G
・
ユ
ン
グ
が
使
っ
て
い
る

》
目
。
ず
①
蔓
娼
Φ
と
い
う
術
語
は
、
こ
の
言
葉
の
費
。
冨
と
言
弓
。
ω
か
ら
見
る

と
、
2
b
o
の
に
つ
い
て
は
、
像
を
鋳
型
に
入
れ
る
鋳
型
と
像
そ
の
も
の
と
の
両
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者
が
け
唇
9
（
け
ξ
o
の
の
複
数
形
）
で
あ
り
、
母
。
冨
は
最
初
（
陰
話
け
）
で
原

型
（
o
ユ
ぴ
q
二
巴
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
関
係
す
る
。
古
代
の
ユ
ダ
ヤ
の
神

学
者
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
フ
イ
ロ
ン
（
寄
ま
口
〔
≧
Φ
惹
巳
話
冨
〕
）

は
、
神
の
像
（
一
バ
巨
四
σ
q
O
　
門
U
O
瞳
噛
　
O
O
け
け
Φ
σ
①
嵩
ぴ
置
O
一
凶
O
ず
評
①
一
け
）
と
し
て
の
霞
畠
甲

身
O
o
ω
に
も
言
及
し
て
い
る
。
更
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
学
者
M
・
エ
リ
ア

ー
デ
は
錠
畠
三
遷
8
と
い
う
言
葉
を
窓
茜
已
σ
q
ヨ
（
模
範
）
の
同
義
語
と
し

て
用
い
て
い
る
。

　
以
上
の
例
に
見
ら
れ
る
既
記
や
筏
ぎ
。
剛
も
当
量
や
母
畠
①
ε
℃
o
ω
（
瓢
叢
ギ

慧
謹
h
）
の
意
味
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
拠
で
あ
り
、
始
原
で
あ
り
、
同
時
に

そ
の
存
立
の
原
理
で
あ
る
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
始
原
　
（
》
ほ
き
。
q
）
で
あ
っ

て
、
こ
の
言
葉
を
た
だ
言
葉
と
し
て
他
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
困

難
で
あ
る
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ

テ
ン
語
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
日
本
語
で
始
め
　
（
》
鼠
き
晦
）
を
意
味
す
る

色
々
な
言
葉
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い
。
ド
イ
ソ
語
の

》
匿
き
ひ
q
に
当
た
る
日
本
語
は
、
　
「
初
」
や
「
始
」
、
あ
る
い
は
「
元
」
や

「
原
」
で
あ
る
。
自
川
静
の
「
字
統
」
に
よ
れ
ば
、
初
は
、
衣
と
刀
と
か
ら
成

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
神
衣
と
知
多
な
ど
を
制
す
る
と
き
の
こ
と
を
言
い
、
儀

礼
的
な
意
味
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
始
」
は
濃
耕
の
開
始
に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

っ
て
、
ま
ず
農
具
を
清
め
る
祓
い
の
儀
礼
を
意
味
す
る
。
「
元
」
は
、
人
の
首

を
表
わ
し
、
祭
祀
用
語
に
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
「
原
」
は
、
水
源
を
表
わ

し
、
原
本
、
原
始
、
原
器
（
本
末
）
、
原
因
、
原
由
、
推
当
、
遡
原
を
意
味
す

る
。
因
み
に
、
原
は
、
平
原
の
原
と
は
本
来
的
に
は
異
な
り
、
原
が
原
野
の
原

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
形
声
字
と
し
て
源
の
字
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
興
味
深
い
。

　
以
上
の
ド
イ
ツ
語
の
》
昌
貯
口
ゆ
q
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
尋
×
舷
、
ま
た
ラ
テ
ン
語

の
二
言
枝
豆
ロ
ヨ
に
当
た
る
日
本
語
の
意
味
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
根
源
、
根
拠
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
根
拠
と
し
て
の
水
源

と
か
、
あ
る
い
は
清
め
と
し
て
の
祓
い
や
そ
の
根
拠
と
し
て
の
超
越
的
な
も
の

と
し
て
の
神
や
そ
の
祭
り
事
を
も
暗
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
ど
れ
も
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
根
源
や
原
理
と
か
原
質
と
し
て
の
始

原
を
意
味
し
て
い
て
、
ど
れ
も
、
単
に
現
象
界
の
多
な
る
世
界
の
一
部
と
し
て

の
始
原
を
意
味
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
終
結
に
対
す
る
始
め
と
い
う
意
味
だ

け
に
終
始
し
て
い
な
い
。
勿
論
、
「
終
わ
り
」
に
対
立
す
る
意
味
で
の
「
始

め
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
格
言
は
存
す
る
。
例
え
ば
、
≧
δ
吋
〉
曵
き
σ
q
翼

ω
9
芝
Φ
尽
（
す
べ
て
始
め
は
難
し
い
）
と
か
、
「
初
め
良
け
れ
ば
、
す
べ
て
良

し
」
と
い
う
格
言
は
、
す
べ
て
は
軌
道
に
乗
る
迄
が
難
か
し
く
、
軌
道
に
乗
っ

て
し
ま
え
ば
、
何
事
も
自
発
自
展
的
に
運
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
意
味
し
、
二
番
目

の
方
は
、
出
発
が
良
け
れ
ば
、
あ
と
は
そ
の
勢
い
で
最
後
ま
で
漕
ぎ
着
け
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
立
す
る
言
葉
と
し
て
は
、
「
最
後
に
笑

う
も
の
が
最
も
良
く
笑
う
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
で
は
、
両
極
的
な
初
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め
と
終
わ
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
後
者
に
対
し
て
は
、
「
百
里
を
行
く
者

は
、
九
十
九
里
を
以
っ
て
半
ば
と
思
え
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
後
者

に
お
い
て
も
や
は
り
対
極
的
な
初
め
と
終
わ
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
初
め
と
終
わ
り
が
、
根
本
的
に
は
、
相
違
し
て
い
る
と
い

う
よ
り
は
、
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
始
原
と
終
結
の
同
一
性
と
差
違
性
の
問
題
は
、
哲
学
的
に

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
小

論
で
は
、
禅
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
禅
に
お

け
る
始
原
の
問
題
の
宗
教
哲
学
的
考
察
は
、
へ
ー
グ
ル
に
お
け
る
哲
学
的
な
思

弁
的
な
思
想
を
通
し
て
よ
り
は
、
現
代
の
哲
学
的
に
何
ら
か
の
明
か
る
い
見
通

し
を
摸
索
す
る
に
際
し
て
、
私
た
ち
の
生
や
心
に
直
接
的
に
触
れ
る
論
究
と
な

り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
禅
に
お
け
る
始
原
（
〉
口
貯
⇔
α
q
）
の
問
題
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
始
原

と
い
う
言
葉
の
含
む
根
源
、
根
拠
、
原
理
等
の
意
味
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
根
源

的
一
と
し
て
の
始
原
と
、
そ
の
分
裂
し
た
も
の
と
し
て
の
多
と
の
、
表
面
的
な

対
立
や
矛
盾
に
も
拘
わ
ら
ず
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
を
究
明

す
る
方
向
に
お
い
て
探
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
禅
に
お
け
る
始

原
の
問
題
究
明
の
中
心
と
し
て
中
国
の
十
二
世
紀
頃
に
成
立
し
た
廓
庵
禅
師
の

「
子
牛
図
」
や
十
三
世
紀
の
日
本
の
禅
僧
道
元
の
言
葉
が
先
ず
問
題
解
決
の
糸

口
と
し
て
論
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
廓
庵
禅
師
の
十
牛
図

は
、
右
に
述
べ
て
き
た
、
始
め
と
終
わ
り
の
相
即
性
や
根
源
的
な
一
と
そ
の
分

化
、
展
開
し
て
く
る
過
程
（
換
言
す
れ
ば
一
と
多
と
が
、
ま
た
同
一
性
と
差
違

性
）
と
が
根
源
的
に
は
相
即
的
に
、
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
実
に
よ
く
物
語
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
禅
の
語
録
に
見
ら
れ
る
⊃
即
一
切
」
と
か
、
「
一
即
一
切
、
一

切
即
一
」
と
い
ヶ
言
葉
か
ら
始
原
の
問
題
を
考
察
し
、
第
三
に
は
、
良
寛
や
芭

蕉
の
文
学
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
境
涯
を
通
し
て
、
始
原
の
問
題
を
究
明

し
た
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
禅
を
基
礎
と
し
て
い
る
文
学
で
は
、
哲
学

的
な
概
念
や
禅
に
独
特
の
用
語
が
余
り
使
わ
れ
ず
、
私
た
ち
の
心
で
も
あ
る
大

自
然
の
描
写
を
通
し
て
始
原
や
、
始
原
と
終
結
の
根
源
的
な
自
己
同
一
性
が
鮮

や
か
に
露
わ
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

、

廓
庵
禅
師
の
十
三
図
と
道
元
の
描
写
を
通
し
て
の
始

原
の
問
題
究
明

　
十
二
世
紀
頃
に
中
国
の
質
倉
禅
師
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
十
青
図
は
、
禅
に
お

い
て
人
間
の
自
己
が
ど
の
よ
う
に
本
来
的
な
真
の
自
己
に
覚
し
て
ゆ
く
か
を
、

真
の
自
己
を
牛
で
表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
。
こ
の
十
牛
図
そ
の
も

の
は
、
第
一
図
か
ら
第
十
図
に
至
る
ま
で
、
段
階
的
に
自
己
が
真
の
自
己
に
覚

す
る
ま
で
の
道
程
を
一
歩
一
歩
と
進
ん
で
行
く
過
程
を
描
い
て
い
る
。

　
こ
の
十
牛
図
は
、
真
の
自
己
で
あ
る
牛
を
探
し
求
め
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
つ

／
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て
い
る
。
こ
こ
で
、
十
の
図
の
簡
単
な
説
明
を
し
て
お
く
と
、
第
八
図
以
外
の

す
べ
て
の
図
に
は
美
し
い
大
自
然
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
先
ず
述
べ
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
順
次
見
て
ゆ
く
と
、
第
一
図
は
、
「
尋
牛
」
と
題
さ
れ
て
い

て
、
青
年
が
美
し
い
大
自
然
の
中
で
、
真
理
で
あ
る
牛
が
ど
こ
に
い
る
か
と
↓

所
懸
命
に
探
し
て
い
る
。
し
か
し
、
青
年
は
、
真
理
で
あ
る
そ
の
牛
が
真
の
自

己
で
あ
る
こ
と
に
未
だ
目
覚
め
て
い
な
い
。
第
二
図
は
、
「
見
跡
」
と
題
さ
れ

て
い
て
、
青
年
は
牛
の
足
跡
を
発
見
し
て
い
る
。
こ
の
牛
の
足
跡
は
、
仏
教
で

言
え
ば
経
典
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば
聖
書
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
図
は
、
「
飴
牛
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
図
に
は
牛
の
う
し
ろ
半
分
が
見
え

て
い
る
。
真
理
で
あ
る
真
の
自
己
が
半
分
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
四

図
は
、
「
得
牛
」
と
題
さ
れ
、
牛
は
全
身
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
手
綱
は
ピ

ン
と
張
っ
て
い
て
、
牛
は
今
に
も
逃
げ
出
し
そ
う
で
あ
る
。
第
五
図
は
「
牧

牛
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
青
年
の
う
し
ろ
に
牛
が
つ
い
て
歩
い
て
お
り
、
手
綱

は
ピ
ン
と
は
張
っ
て
い
ず
、
牛
は
青
年
の
う
し
ろ
を
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
ゆ

く
。
し
か
し
、
現
実
の
自
己
で
あ
る
青
年
と
、
本
来
的
な
真
の
自
己
で
あ
る
牛

と
は
、
未
だ
分
裂
し
て
い
て
、
両
者
は
一
で
は
な
い
。
見
る
自
己
と
見
ら
れ
る

自
己
と
が
こ
こ
で
は
分
裂
し
て
い
る
。
第
六
図
「
騎
牛
帰
家
」
で
は
、
青
年
は

牛
に
乗
っ
て
笛
を
吹
き
、
牛
は
家
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
真
の
自
己

の
根
源
へ
帰
還
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
七
図
「
忘
牛
直
人
」
で
は
、
牛
は
既

に
描
か
れ
て
い
ず
、
青
年
が
山
小
屋
か
ら
悟
り
の
象
徴
で
あ
る
月
を
拝
ん
で
い

る
。
こ
こ
は
、
い
わ
ば
百
尺
竿
頭
で
あ
り
、
自
己
は
傲
慢
に
な
り
易
い
と
い
う

点
で
は
、
最
も
大
き
な
危
険
に
あ
る
。
こ
の
竺
－
頭
で
一
歩
を
進
め
る
こ
と
は
、

こ
れ
迄
の
修
行
の
成
果
を
す
べ
て
放
下
し
て
大
死
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
八

図
の
「
入
物
飯
豊
」
で
は
、
自
己
は
、
い
わ
ば
百
尺
竿
頭
で
一
歩
を
進
め
た
結

果
、
大
死
し
て
絶
対
無
の
境
界
に
あ
る
。
第
八
図
の
一
円
相
が
こ
の
事
実
を

物
語
っ
て
い
る
。
大
死
の
後
に
は
、
↓
切
は
、
本
来
の
自
己
に
覚
し
た
自
己
に

よ
っ
て
全
く
新
た
に
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
受
け
取
り
直
さ
れ
る
。
受

け
取
り
直
さ
れ
る
一
方
は
、
大
自
然
で
、
こ
れ
は
第
九
図
の
「
返
本
還
源
」
に

描
か
れ
て
い
る
大
自
然
で
あ
る
。
受
け
取
り
直
さ
れ
る
他
の
一
方
は
、
第
十
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ノ

の
「
入
廓
垂
手
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
俗
界
に
お
け
る
遊
戯
自
在
の
境
地

で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
十
撃
剣
で
強
調
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の

十
図
の
各
々
の
図
に
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
す
べ
て
の
図
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
図
に
は
第
二
図
か
ら
第
十
図
ま
で
の
す
べ
て
の

図
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
例
え
ば
、
第
十
図
に
は

第
一
図
か
ら
第
九
図
ま
で
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
自
己
が

真
の
自
己
に
覚
す
る
修
行
の
旅
へ
と
旅
立
つ
出
発
点
と
し
て
の
始
原
（
尋
慧
）

は
、
第
一
図
以
外
の
ど
の
図
に
も
入
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、

換
言
す
れ
ば
、
真
の
自
己
に
覚
す
べ
く
発
心
す
る
無
性
で
あ
る
自
性
は
、
こ
の

自
性
と
自
己
同
一
的
で
あ
る
仏
性
と
し
て
、
即
ち
心
の
ミ
慧
と
し
て
、
十
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牛
図
の
す
べ
て
の
各
々
の
図
に
同
時
的
に
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し

か
も
、
第
一
図
の
み
な
ぢ
ず
、
十
牛
図
の
他
の
す
べ
て
の
各
々
の
図
が
、
当
該

の
図
に
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
図
に
そ
れ
ぞ
れ
同
時
に
存
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
始
原
（
魯
×
鳳
）
と
し
て
の
第
一
図
の
み
な
ら
ず
、
第
一

園
か
ら
第
十
図
ま
で
の
各
々
の
図
か
ら
図
へ
の
修
行
の
課
程
が
、
修
行
へ
の
発

心
と
し
て
の
始
原
（
愈
慧
）
と
、
常
に
同
時
に
各
図
で
交
錯
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
真
の
自
己
に
覚
す
る
た

め
の
修
行
へ
の
発
心
で
あ
る
始
原
が
、
第
一
図
に
の
み
な
ら
ず
、
他
の
す
べ
て

の
図
に
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
真
の
自
己
に
覚
す
る
た
め
の
修
行
へ
の
発
心
で
あ
る
始

原
（
リ
　
　
　
　
　
へ
黛
ミ
唱
）
が
十
牛
図
の
す
べ
て
の
図
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
十
牛
島
の
各
図
に
真
の
自
己
に
覚
す
る
た
め
の
修
行
へ
の
発
心
で
あ

る
始
原
　
（
リ
　
　
　
　
へ
霞
§
認
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
牛
図
に
お
け
る
修

行
の
こ
の
よ
う
な
過
程
の
ど
の
段
階
に
も
「
永
遠
の
今
」
が
覆
蔵
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
暑
慧
（
始

原
）
と
は
、
禅
で
量
代
え
ば
発
心
で
あ
り
、
発
心
は
菩
提
心
と
し
て
「
永
遠
の

今
」
の
一
表
現
と
理
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
こ
と
は
、
十
九
世
紀
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学

者
で
あ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
永
遠
の
ア
ト
ム
と
し
て
の

瞬
間
が
十
牛
図
の
ど
の
図
に
も
「
時
の
充
実
」
（
岳
①
同
巳
H
Φ
ユ
臼
N
Φ
淳
）
と
し

て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
、

対
象
化
し
た
、
主
客
の
分
離
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
世
界
に
お
い
て
は
、
目
に
は

見
え
な
い
マ
水
田
の
今
L
は
、
十
銘
銘
の
各
々
の
図
の
う
ち
に
根
源
的
な
一
の

世
界
と
し
て
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
十
牛
図
の
第
皿
図
か
ら
第
七
図
ま
で
に
は
、
す
べ
て
、
真
の
自

己
に
覚
す
る
た
め
の
修
行
の
途
上
に
あ
る
修
行
者
の
姿
と
、
本
来
的
な
真
の
自

己
で
あ
る
牛
（
第
七
図
に
は
も
は
や
牛
は
い
な
い
）
と
、
大
自
然
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
発
心
で
あ
る
始
原
（
誉
慧
）
が
常
に
覆
蔵
さ
れ
て
い

る
。
第
八
図
で
は
、
真
の
自
己
に
覚
す
る
た
め
の
修
行
へ
の
発
心
に
旅
立
つ
、

目
に
は
見
え
な
い
心
の
始
原
（
ゆ
　
　
　
　
へ
黛
褻
唱
）
も
、
修
行
者
の
姿
も
本
来
的
な
真
の
自

己
で
あ
る
牛
も
大
自
然
も
一
で
あ
る
た
め
に
、
悟
り
の
象
徴
で
あ
る
一
円
相
が

描
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
発
心
と
し
て
の
始
原
（
り
　
　
　
　
　
食
§
唱
）
は
、
第
九
図
で

は
大
自
然
と
し
て
露
わ
と
な
っ
て
い
る
。
第
十
図
で
は
、
自
己
は
修
行
の
途
中

に
あ
っ
て
、
し
か
も
悟
り
の
う
ち
に
あ
り
、
こ
の
事
実
を
、
例
え
ば
臨
済
は
、
「
途

中
に
在
っ
て
、
家
舎
を
離
れ
ず
」
と
か
、
「
家
舎
を
離
れ
て
、
途
中
に
在
ら
ず
」

と
表
現
し
て
い
る
。
第
十
図
に
は
、
「
途
中
に
在
っ
て
、
家
舎
を
離
れ
ず
」
と
い

う
両
肯
定
の
在
り
方
と
、
「
家
舎
を
離
れ
て
、
途
中
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
両
否

定
の
在
り
方
と
を
同
時
に
生
き
る
大
自
然
の
中
の
翁
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
菩
提
心
の
覚
と
し
て
の
始
原
（
魯
慧
）
そ
の
も
の
は
、
ど
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こ
迄
も
覆
蔵
さ
れ
て
い
て
、
十
牛
図
の
ど
の
図
に
も
、
対
象
化
さ
れ
る
形
で
は

描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
真
の
自
己
に
覚
す
る
た
め
の
旅
路
に
出
発
す
る

菩
提
心
と
し
て
の
始
原
（
リ
　
　
　
　
　
へ
p
、
褻
“
）
は
、
修
行
を
始
め
よ
う
と
試
み
る
人
の
自
ら

の
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
か
ら
開
け
て
く
る
と
こ
ろ
の
開

け
の
心
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
求
道
者
の
自
ら
の
心
が
、
そ
の
ま
ま
絶
対
の
無

限
の
開
け
の
心
（
一
心
）
で
も
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
菩
提
心
と
し

て
の
始
原
（
い
　
　
　
　
　
二
乗
唱
）
が
、
十
牛
図
の
十
の
図
の
修
行
の
過
程
に
展
開
さ
れ
、

表
現
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
始
原
と
し
て
の
菩
提
心
そ

の
も
の
は
目
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
修
行
の
過
程
と
し
て
十
の
絵

に
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
菩
提
心
の
分
化
し
た
も
の
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
修
行
の
過
程
の
各
段
階
が
始
原
（
魯
慧
）
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
真
実
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
十
王
図
に
お

い
て
は
、
そ
の
表
面
上
の
異
同
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
歩
一
歩
の
修
行
の
各
過
程

は
、
根
源
的
に
は
相
互
に
自
己
同
一
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
修
行
の
各
過

程
は
、
修
行
の
根
底
で
あ
り
根
拠
で
あ
り
原
理
で
あ
る
よ
う
な
菩
提
心
と
、
根

源
的
に
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
的
に
言
え

ば
、
頓
悟
（
あ
る
時
突
然
、
］
回
限
り
に
悟
り
を
開
く
こ
と
）
と
漸
悟
（
一
生

涯
を
か
け
て
、
］
歩
一
歩
と
悟
り
に
深
ま
り
続
け
る
こ
と
）
と
が
、
根
源
的
に
は

自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
同

様
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
圓
心
は
、
一
回
限
り
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
信
仰
は
、

生
涯
を
か
け
て
一
歩
一
歩
と
深
め
ら
れ
、
広
め
ら
れ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

　
以
⊥
の
よ
う
な
事
実
を
説
明
す
る
に
は
、
永
平
道
元
（
一
二
〇
〇
1
一
二
五

三
）
の
「
正
法
眼
疾
」
の
坐
禅
箴
の
巻
の
次
の
言
葉
が
適
切
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
タ
リ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
ウ
シ
テ
　
　
　

　　

@
　
　
　
　
　
ン
デ

「
水
清
う
し
て
徹
レ
地
心
、
魚
虚
蝉
レ
魚
。
空
闊
　
透
レ
天
号
、
鳥
飛
　
如
レ

　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

鳥
」
（
水
清
ら
か
に
し
て
地
に
徹
し
、
魚
行
い
て
魚
に
似
た
り
。
空
闊
う
し
て

天
に
透
り
、
鳥
飛
ん
で
鳥
の
如
し
）
。

　
鳥
は
、
既
に
生
ま
れ
た
時
か
ら
潜
在
的
に
　
（
喝
。
け
窪
二
Φ
＝
）
飛
ぶ
可
能
性
を

そ
の
内
に
秘
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
親
鳥
の
保
護
を
離
れ
て
巣
を
飛
び
立
つ
時

は
、
既
に
飛
ぶ
現
実
に
あ
る
が
、
鳥
が
そ
の
よ
う
に
飛
ぶ
こ
と
は
、
鳥
そ
の
も

の
の
可
能
性
で
あ
り
な
が
ら
、
生
存
中
ず
っ
と
熟
練
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と

に
、
先
の
こ
と
は
準
え
ら
れ
う
る
。
先
の
道
元
の
描
写
の
言
葉
は
、
魚
や
鳥
が

正
に
魚
で
あ
り
鳥
で
あ
る
真
如
の
姿
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
魚
や
鳥

の
、
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
真
如
の
姿
は
、
先
の
十
牛
図

の
第
九
図
の
よ
う
に
、
自
我
に
死
し
て
真
の
自
己
に
生
き
る
真
如
な
る
自
己
と

根
源
的
に
は
自
己
同
］
的
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
道
元
の
描
く
よ
う
な
、

絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
け
る
魚
や
鳥
は
、
私
た
ち
の
各
々
の
自
己
で
も
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
各
人
の
自
己
の
始
原
は
、
真
如
に
生
き
る
、
川
に
泳
ぐ

魚
で
あ
り
、
空
飛
ぶ
鳥
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
菩
提
心
と
し
て
の
発
心
で
あ
る
修
行
の
始
原

（
へ
智
x
舷
）
と
、
修
行
の
各
段
階
と
の
自
己
同
一
性
と
、
更
に
、
絶
対
の
無
限
の
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開
け
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
者
の
大
自
然
と
の
自
己
同
一
性
の
問
題
は
、
問
題
自

体
を
遡
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
根
源
的
一
と
そ
の
分
化
し
た
現
実
の
世
界
と

の
、
即
ち
↓
と
多
と
の
関
係
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
問
題
は
、
換

言
す
れ
ば
、
一
即
一
切
（
q
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
の
価
セ
司
9
㌣
べ
黛
①
ヘ
セ
袋
“
）
と
か
一
切
即
一
と
言
わ
れ
る
よ

う
な
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や
中
世
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・

フ
ォ
ン
・
ク
ー
ス
に
お
け
る
「
反
対
の
一
致
」
（
o
o
ぎ
。
崔
①
p
怠
9
。
8
b
o
。
。
騨
。
歪
白
）

等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
欧
の
哲
学
者
に
お
い
て
も
色
々
の
形
で
閥
題
と
な

っ
て
き
た
。
哲
学
的
に
重
要
な
問
題
で
も
あ
る
。
コ
即
一
切
、
　
一
切
即
一
し

と
い
う
哲
学
的
に
も
重
要
な
こ
の
問
題
を
、
次
章
で
は
三
三
僧
環
の
『
信
心

銘
」
を
中
心
と
し
て
論
究
し
て
み
た
い
。

二
、
　
「
一
即
一
切
、
　
一
切
即
一
」
に
つ
い
て

　
三
巴
僧
礫
（
～
六
〇
六
）
は
『
信
心
銘
」
の
中
で
「
一
は
即
ち
一
切
、
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
1
）

は
即
ち
一
」
と
述
べ
、
こ
れ
が
真
如
の
究
極
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
部
分
の
一
と
一
切
に
つ
い
て
の
理
解
は
一
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
部
分
の

主
な
解
釈
を
挙
げ
れ
ば
、
先
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
任
意
の
一
つ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
ま
ま
総
て
で
あ
り
、
総
て
は
そ
の
ま
ま
任
意
の
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
解

釈
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
六
祖
慧
能
（
六
三
八
～
七
＝
二
）
に
よ
る
『
六
祖
壇

教
」
の
中
で
の
コ
即
一
切
、
一
切
即
こ
の
解
釈
と
し
て
の
次
の
よ
う
な
解

釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
千
差
万
別
の
相
が
そ
の
ま
ま
一
で
あ
り
、
一
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
千
差
万
別
の
相
を
包
含
し
た
↓
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
第
三
の
解

釈
は
、
第
二
の
『
六
四
壇
教
」
の
コ
即
一
切
、
　
一
切
即
一
」
の
部
分
の
解

釈
な
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
「
森
羅
万
象
が
そ
の
ま
ま
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

己
と
一
体
と
な
り
、
自
己
が
そ
の
ま
ま
森
羅
万
象
と
合
体
し
て
働
く
」
と
い
う

解
釈
で
あ
る
。

　
第
一
の
解
釈
は
梶
谷
球
歴
老
大
師
の
解
釈
で
あ
り
、
第
二
の
解
釈
は
大
森
曹

玄
老
大
師
の
そ
れ
で
あ
り
、
最
後
の
は
、
中
川
孝
教
授
の
解
釈
で
あ
る
。
右
に

挙
げ
た
『
信
心
銘
」
や
『
六
三
壇
教
」
の
他
、
法
蔵
（
の
心
ω
ー
コ
ト
○
）
に
よ
る

『
華
三
教
藻
の
中
に
も
コ
一
切
・
三
三
］
し
と
い
う
言
蒙
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
は
一
心
と
、
ま
た
一
切
は
無
尽
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
＝
L
は
、
個
物
の
一
と
か
自
己
と
し
て
、
あ
る
い
は

そ
の
逆
に
全
的
一
と
か
一
心
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
換
言

す
れ
ば
、
一
が
、
一
々
の
個
物
と
か
自
己
と
理
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ

の
逆
に
、
根
源
的
一
と
か
一
心
と
、
つ
ま
り
、
始
原
（
リ
　
　
　
　
へ
黛
葭
郎
）
と
理
解
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身
は
、
「
】
即
一
切
」
の
一
は
、
禅
の
修
行

以
前
に
は
個
々
の
各
々
の
一
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
が
、
禅
の
修
行
に
よ
っ

て
、
「
］
即
一
切
」
の
一
は
、
個
々
の
各
々
の
一
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
　
一
々

の
個
は
同
時
に
全
体
で
あ
り
、
且
つ
一
心
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
更
に
そ

の
事
は
、
同
時
に
、
始
原
で
あ
る
一
心
な
い
し
は
菩
提
心
が
現
象
界
の
森
羅
万
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象
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
会
得
し
た
。

　
右
の
経
験
の
事
実
か
ら
す
る
と
、
始
原
（
い
　
　
　
　
　
　
黛
ミ
唱
）
と
し
て
の
根
源
的
一
な
い

し
は
一
心
は
、
同
時
に
現
象
界
の
一
切
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
も
真
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
一
と
か
一
心
と
、
森
羅
万
象
と
が
、
対
極
的
な
両
極
性
と
し
て

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
根
源
的
に
は
、
両
者
が
常
に
同
時
的

に
、
し
か
も
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
、
論
述
だ
け
で
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
で
は
、
事
柄
を
未
だ
正
し
く
表
わ
し
て
い
る
と
は
言

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
始
原
（
い
　
　
　
　
　
　
霞
二
二
）
と
し
て
の
根
源
的
↓
と

現
象
界
と
し
て
の
多
の
世
界
と
は
、
同
一
の
真
実
在
の
表
裏
を
語
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
主
客
の
分
離
の
対
象
化
の
世
界
か
ら
見
れ
ば
、
現
象
界
の
多
の
世
界
が
見

え
、
ま
た
主
客
の
分
離
以
前
の
根
源
的
な
開
け
に
お
い
て
は
一
心
と
か
全
的
一

が
体
得
・
体
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
臨
済
録
の
「
途
中

に
在
っ
て
、
家
舎
を
離
れ
ず
」
と
か
、
「
家
舎
を
離
れ
て
、
途
中
に
在
ら
ず
」

と
い
う
生
き
方
に
お
い
て
は
、
根
源
的
一
と
い
う
い
わ
ば
垂
直
の
次
元
と
、
現

象
界
の
森
羅
万
象
と
い
う
い
わ
ば
水
平
の
次
元
と
は
、
至
る
処
で
交
錯
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
交
錯
点
に
お
い
て
は
、
常
に
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
開
け

て
い
て
、
そ
の
開
け
で
は
、
根
源
的
一
と
現
象
界
の
森
羅
万
象
と
は
、
丁
度
十

牛
図
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
表
面
上
は
絶
対
に
相
対
立
し
、
相
矛
盾
し
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

も
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
始
原
と
し
て
の
根
源
的
　

と
理
象
界
の
森
羅
万
象
と
は
、
主
客
分
離
の
世
界
に
お
い
て
は
、
差
異
性
が
露

わ
と
な
る
が
、
主
客
未
分
離
の
世
界
に
お
い
て
は
同
一
性
に
お
い
て
成
り
立
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
有
る
も
の
の
有
（
儀
霧

ω
①
言
α
Φ
ω
Q
o
Φ
冨
巳
魯
）
と
有
そ
の
も
の
（
匙
O
ω
　
ω
Φ
一
コ
　
ω
①
一
げ
ω
け
）
と
の
差
異
性

と
同
一
性
の
問
題
と
同
一
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
有
る

も
の
の
有
を
問
題
と
す
る
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
世
界
の
探
求
と
、
有
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

の
も
の
を
問
題
と
す
る
哲
学
の
始
原
の
究
明
と
は
、
根
源
的
に
は
事
柄
の
表
裏

で
あ
り
、
究
極
的
に
は
両
者
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
の
根
源
三
一
と
現
象
界
の
多
の
世
界
の
問
題
究
明
に
戻
る
と
、

個
と
全
体
の
い
ず
れ
を
一
と
し
、
ま
た
い
ず
れ
を
多
と
理
解
し
よ
う
と
も
、

↓
と
多
と
は
至
る
処
で
交
錯
し
て
同
時
的
に
存
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
一
と
多
の
世
界
と
は
日
曝
相
属
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
絶
対
の
無
限
の
開

け
に
お
い
て
は
個
を
一
と
理
解
し
よ
う
と
、
全
体
を
↓
と
理
解
し
よ
う
と
、

ど
ち
ら
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
主
客
分
離
の
世
界
で
は
、
　
一
即
一
切
の
一

は
、
　
↓
切
と
対
極
を
な
す
一
心
で
あ
り
、
全
的
一
と
受
け
取
ら
れ
得
る
。
他

方
、
主
客
未
分
離
の
世
界
か
ら
は
、
そ
れ
は
、
　
切
を
自
ら
の
内
に
包
み
込
む

絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
一
で
あ
る
。
ま
た
、
　
一
は
、
「
一
即
一
切
、
一

切
即
一
」
の
即
に
あ
っ
て
は
、
つ
ま
り
、
垂
直
次
元
と
水
平
次
元
の
交
錯
す
る

と
こ
ろ
に
開
け
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
は
、
各
々
の
交
錯
点
に
お
い
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ア
ル
ケ
　

て
は
一
と
多
と
が
自
己
同
一
的
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
始
原
と
し
て
の
根
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル

的
一
と
現
象
界
の
生
成
の
過
程
と
し
て
の
多
の
世
界
と
は
　
　
こ
こ
で
は
、
始

ケ
　原

と
過
程
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
現
象
の
世
界
と
は
両
極
的
で
は
な
く
、
生

成
の
過
程
の
一
々
の
始
原
と
し
て
の
根
源
的
一
の
現
象
界
に
露
わ
と
な
っ
た
も

の
で
も
あ
り
、
逆
に
根
源
的
一
と
し
て
の
始
原
は
生
成
の
一
々
の
過
程
の
根
底

で
あ
り
、
原
理
で
あ
る
　
　
表
面
上
の
対
立
、
矛
盾
の
関
係
に
も
拘
わ
ら
ず
、

根
源
的
に
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
　
一
と
多
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か
　
し
　
　
　
な

係
、
つ
ま
り
始
原
と
現
象
界
の
生
成
の
過
程
と
の
関
係
は
、
「
自
ら
然
か
成
る
」

　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

関
係
と
し
て
の
自
然
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
の
こ
の
よ
う
な
自
然
の
関
係
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
お
け
る
自
然
（
息
ミ
リ
）
と
も
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ユ
シ
ス

興
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
で
は
、
自
然
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ

一
の
術
語
を
使
っ
て
言
う
と
、
有
そ
の
も
の
が
覆
蔵
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
有

る
も
の
の
有
が
露
わ
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

　
有
そ
の
も
の
の
覆
蔵
と
有
る
も
の
の
有
の
露
現
と
の
相
即
性
と
は
、
自
然

　
（
慧
ミ
（
）
の
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
で
あ
る
富
ω
〈
o
〒
ω
言
『
占
霞
》
鼠
α
q
①
ぽ
窪

　
　
ポ
イ
エ
　
シ
ス

が
、
週
ミ
ミ
斜
（
創
造
的
に
物
を
造
る
こ
と
）
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
　
一
切
の

　
　
　
　
　
　
　
じ
ね
ん

創
造
的
な
制
作
の
自
然
の
動
き
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
じ
ね
ん

か
も
こ
の
自
然
な
い
わ
ば
運
動
に
お
け
る
覆
蔵
と
露
現
と
の
根
源
的
な
相
即
性

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
じ

は
、
先
に
論
究
し
た
始
原
と
現
象
界
の
森
羅
万
象
と
の
相
即
性
、
即
ち
根
源
的

な
開
け
に
お
け
る
自
己
同
一
性
を
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

　
以
上
の
よ
う
な
、
根
源
的
な
一
と
し
て
の
始
原
と
そ
の
生
成
の
世
界
に
露
現

さ
れ
た
生
成
の
う
ち
に
あ
る
現
象
界
と
の
相
即
性
は
、
人
間
の
自
己
に
お
け
る

根
本
経
験
に
お
い
て
、
即
ち
、
自
己
と
大
自
然
と
超
越
の
次
元
と
が
永
遠
の
過

去
か
ら
永
遠
の
将
来
に
わ
た
っ
て
、
⊃
の
一
な
る
一
」
で
あ
る
と
い
う
経
験

に
お
い
て
、
体
得
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
興
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
文

学
に
も
深
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

　
］
と
多
、
あ
る
い
は
始
原
と
現
象
の
世
界
と
の
根
源
的
な
相
即
性
は
、
経
典

に
お
い
て
は
い
わ
ば
宗
教
言
語
に
よ
っ
て
　
　
例
え
ば
「
一
二
一
切
、
一
切
即

一
」
の
よ
う
に
　
　
幾
分
抽
象
的
な
表
現
に
結
晶
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
経
典

に
は
修
行
の
途
上
の
過
程
が
専
ら
修
行
者
の
心
に
従
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
相
即
性
は
、
宗
教
言
語
に

よ
っ
て
よ
り
は
、
抽
象
性
の
少
な
い
文
学
的
な
情
景
を
介
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
何
故
な
ら
ば
、
文
学
に
お
い
て
は
、
修
行
者
の
心
の
み
な
ら
ず
、
万
物
の

心
が
抽
象
化
に
よ
る
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
文
学
的
描
写
に
よ
っ
て
そ
の

ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
文
学
に
お
い
て

は
、
こ
の
相
即
性
が
経
典
に
お
け
る
言
葉
よ
り
も
ず
っ
と
生
き
生
き
と
私
た
ち

読
者
の
心
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
読
者
が

こ
の
相
即
性
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と
も
容
易
と
な
る
。
経
典
は
修
行
者
の
側
か
ら

い
わ
ば
知
情
意
の
根
源
で
書
か
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
文
学
に
お
い
て
は
、
作

家
の
心
は
作
品
の
い
わ
ば
後
ろ
に
隠
れ
て
、
万
物
の
心
が
い
わ
ば
そ
の
情
意
に
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お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、

文
学
に
お
け
る
、

と
同
［
性

ア
ル
ケ
　

始
原
と
現
象
界
と
の
差
異
性

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

　
右
に
述
べ
て
き
た
始
原
（
根
源
的
一
）
と
現
象
界
の
森
羅
万
象
と
の
関
係

を
、
従
っ
て
ま
た
、
一
と
多
と
の
関
係
を
、
禅
の
経
験
を
基
礎
と
し
て
詩
や
俳

句
に
表
現
し
た
も
の
が
あ
る
。
先
ず
良
寛
（
H
刈
切
o
o
…
H
Q
Q
G
o
H
）
の
次
の
詩
を
見
て

み
た
い
。

歩
随
流
水
一
三
源

行
到
源
頭
御
重
然

始
悟
真
源
行
不
到

七
節
随
処
弄
濤
援

　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
け
い
げ
ん

歩
し
て
流
水
に
随
っ
て
三
三
を
覚
む

　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
　
　
　
　
ぼ
う
ぜ
ん

行
き
て
源
頭
に
到
れ
ば
御
っ
て
三
三
た
り

始
め
て
悟
る
　
真
暗
は
行
き
て
到
ら
ざ
る
こ
と
を

つ
え
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
か
ん
　
（
6
）

筑
に
碕
っ
て
随
処
に
三
二
を
弄
す

　
右
の
詩
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
「
谷
川
の
水
の
流
れ
に
沿
っ

て
一
歩
↓
歩
歩
み
な
が
ら
、
そ
の
源
を
尋
ね
て
行
っ
た
。
や
っ
と
の
こ
と
で
源

に
到
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
何
と
が
っ
か
り
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
。
源
な
ど

と
い
う
も
の
が
特
別
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
初
め
て
分
か
っ
た
。
つ
え
を

つ
き
つ
き
歩
く
そ
の
↓
歩
一
歩
に
清
水
が
湧
き
出
て
く
る
の
だ
」
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
良
寛
の
こ
の
詩
は
、
例
え
ば
、
廓
庵
禅
師
の
十
哲
図
の
、
菩
提
心
に
生
き
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

め
よ
う
と
す
る
発
心
と
し
て
の
始
原
と
、
そ
の
修
行
の
一
歩
一
歩
の
歩
み
の
過

程
と
の
関
係
を
、
実
に
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
誰
に
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
詩
は
、
谷
川
の
始
原
を
求
め
て
ど
こ
迄
も
遡
っ
て
行
っ
て
も
、
特
別

に
谷
川
の
始
原
な
ど
と
い
う
も
の
は
初
め
か
ら
な
く
、
む
し
ろ
、
杖
を
つ
い
て

自
ら
が
歩
く
一
歩
一
歩
に
始
原
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の

始
原
は
、
禅
で
は
、
菩
提
心
と
し
て
の
発
心
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
最
終
目

的
と
し
て
の
悟
り
で
も
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
良
寛
の
詩
は
見
事
に
、
自
然
の
描

写
の
う
ち
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
始
原
と
悟
り
と
の
相
即
性
が
人
生
に
お

け
る
修
練
の
一
歩
一
歩
の
歩
み
の
あ
ら
ゆ
る
歩
み
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
永
遠
の
今
が
露
わ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
時
と
永
遠
が
根
源
的
に
相
即
的
で
あ
る
こ
と
が
時
の
中
で
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
と
永
遠
の
根
源
的
な
相
即
性
は
、

「
今
．
此
処
」
で
万
物
と
一
体
と
な
っ
て
、
し
か
も
同
時
に
自
己
自
身
と
し
て

全
身
全
霊
を
こ
め
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
例

で
言
え
ば
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
」
の
こ
と
ば
「
水
清
ら
か
に
し
て
地
に
徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

し
、
魚
行
い
て
魚
に
似
た
り
。
空
闊
う
し
て
天
に
透
り
、
鳥
飛
ん
で
鳥
の
如

し
」
の
よ
う
に
、
真
如
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
魚
が
清
ら
か
な

水
と
い
う
環
境
と
一
体
と
な
っ
て
、
し
か
も
魚
は
ど
こ
ま
で
も
魚
と
し
て
思
う

存
分
魚
と
し
て
の
本
分
、
つ
ま
り
真
如
の
立
場
で
自
由
自
在
に
生
き
る
。
即
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鳳

ち
、
ス
イ
ス
イ
と
自
由
自
在
に
水
の
中
を
泳
ぐ
。
ま
た
、
鳥
は
鳥
で
晴
れ
わ
た

る
關
い
空
と
い
う
環
境
と
一
体
と
な
っ
て
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
鳥
と
し
て
の

立
場
を
貫
い
て
思
う
存
分
、
鳥
と
し
て
の
本
分
、
つ
ま
り
真
如
の
立
場
で
自
由

　
　
　
あ
ま
か

自
在
に
天
翔
け
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
今
・
此
処
で
全
身
全
霊
を
こ
め
て
生
き
る

こ
と
で
あ
る
。

　
右
で
見
た
、
時
と
永
遠
の
根
源
的
な
相
即
性
が
、
今
・
此
処
で
環
境
と
一
体

と
な
っ
て
、
個
人
と
し
て
、
し
か
も
同
時
に
人
類
と
し
て
、
生
き
抜
く
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
究
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
か
い
し
ゃ

れ
に
は
人
口
に
瞼
潤
し
た
芭
蕉
の
俳
句
が
恰
好
で
あ
る
。

　
良
寛
が
生
ま
れ
る
約
六
三
年
前
に
亡
く
な
っ
た
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
に
次

の
よ
う
な
有
名
な
俳
句
が
あ
る
。

．
夢
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
総

　
こ
の
俳
句
は
、
一
六
八
九
年
五
月
下
旬
、
芭
蕉
の
死
の
約
五
年
前
の
も
の
で

あ
る
。
山
形
県
の
あ
る
山
寺
（
立
石
寺
）
で
ニ
イ
ニ
イ
蝉
が
細
く
澄
ん
だ
声
で

あ
た
り
の
岩
に
し
み
徹
る
よ
う
に
鳴
い
て
い
る
様
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
ず

し
、
こ
の
俳
句
に
は
、
俗
塵
を
絶
し
た
静
寂
そ
の
も
の
の
山
寺
の
境
内
の
停
ま

い
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
静
寂
そ
の
も
の
の
芭
蕉
の
心
そ
の
も
の
も

詠
ま
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の
心
は
、
す
べ
て
の
喧
騒
を
脱
却
し
て
静
か
な
蝉
の
声

と
一
に
な
っ
て
、
い
わ
ば
蝉
と
一
緒
に
鳴
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
絶
対
の
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

限
の
開
け
で
あ
る
万
物
の
始
原
が
開
け
て
い
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
俳
句
を
読
む

私
た
ち
の
心
も
ま
た
蝉
と
芭
蕉
の
心
と
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、
先
ず
蝉
の
声
を

無
心
に
聞
き
、
や
が
て
私
た
ち
一
人
一
人
の
心
も
蝉
の
鳴
声
と
共
に
鳴
き
始
め

る
の
で
あ
る
。
こ
の
俳
句
の
載
っ
て
い
る
『
奥
の
細
道
」
の
冒
頭
は
、
こ
れ
も

ま
た
余
り
に
も
有
名
な
次
の
こ
と
ば
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
き

　
　
　
　
は
く
だ
い

「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
か
う
人
も
又
旅
人
也
。
舟
の
上
に
生
涯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い

を
浮
か
べ
、
馬
の
ロ
と
ら
え
て
老
を
む
か
う
る
物
は
、
日
々
旅
に
し
て
旅
を

す
騒
と
す
。
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
予
も
い
つ
れ
の
年
よ
り
か
、
片

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ぞ

雲
の
風
に
さ
そ
わ
れ
て
、
漂
泊
の
思
い
や
ま
ず
、
牛
乳
に
さ
す
ら
え
、
去
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て

　
　
　
　
　
　
は
お
く

　
　
　
こ
う
じ
よ
う

の
秋
、
江
上
の
破
屋
に
蜘
の
古
巣
を
は
ら
い
て
、
や
や
年
も
暮
、
春
立
る
霞

の
空
に
白
川
の
関
こ
え
ん
と
、
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
く
る
わ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
　
や
ぶ
れ

道
祖
神
の
ま
ね
き
に
あ
い
て
取
も
の
手
に
つ
か
ず
、
も
も
引
の
破
を
つ
づ
り

笠
の
盤
か
え
て
・
三
畏
，
射
す
ゆ
る
よ
り
・
松
嶋
の
月
回
心
に
か
か
り

て
・
磐
野
人
に
譲
り
簾
が
購
に
移
駄
旧
～
」

　
右
の
引
用
文
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
月
日
は
永
遠
に
わ
た
る
旅
人

で
あ
る
。
船
頭
や
馬
方
は
生
涯
旅
路
に
生
き
る
。
古
人
（
西
行
や
宗
祇
や
李
白

等
）
た
ち
に
も
旅
先
で
死
ん
だ
人
が
多
い
。
私
も
い
つ
頃
か
ら
か
、
ち
ぎ
れ
雲
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さ
す
ら
い

の
よ
う
に
風
に
ま
か
せ
、
流
離
の
旅
に
出
た
い
と
い
う
思
い
に
打
ち
動
か
さ
れ

て
あ
ち
こ
ち
の
海
辺
を
歩
き
、
昨
年
（
一
六
八
八
年
）
秋
に
は
隅
田
川
の
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
も

り
の
あ
ば
ら
や
（
芭
蕉
庵
）
の
蜘
の
巣
を
は
ら
っ
て
帰
庵
し
、
や
が
て
そ
の
ま

ま
年
も
暮
れ
、
新
春
に
な
る
と
霞
の
立
つ
白
川
の
関
を
越
え
よ
う
と
、
人
の
心

を
そ
ぞ
ろ
か
す
俗
神
の
歩
き
神
に
と
り
つ
か
れ
、
道
行
く
人
を
守
る
道
路
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
ろ

の
招
き
に
よ
っ
て
何
も
手
に
つ
か
ず
、
も
も
引
き
の
破
れ
を
縫
い
繕
い
、
日
笠

の
緒
を
つ
け
か
え
、
膝
頭
の
下
の
外
側
に
灸
を
す
え
る
と
早
く
も
松
嶋
の
月
は

ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
と
心
も
そ
ぞ
ろ
で
、
芭
蕉
庵
は
他
人
に
譲
り
、
杉
風
と

　
　
　
（
9
）

い
う
弟
子
の
別
荘
に
（
三
月
初
旬
に
）
移
る
L

　
右
の
芭
蕉
の
引
用
文
は
、
「
奥
の
細
道
」
が
そ
の
紀
行
文
で
あ
る
と
こ
ろ
の

　
　
　
　
　
　
　
み
ち
の
く

約
二
年
半
余
り
の
陸
奥
の
行
脚
に
先
立
っ
て
の
四
六
才
の
芭
蕉
の
心
境
で
あ

る
。
二
年
余
り
の
こ
の
旅
の
後
、
約
三
年
に
し
て
芭
蕉
は
五
一
才
で
こ
の
世
を

去
る
が
、
死
の
四
日
前
に
詠
ま
れ
た
芭
蕉
の
最
後
の
俳
句
も
、
そ
の
よ
う
に
旅

の
句
で
あ
る
。

け
て
い
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
饗
と
は
・
こ
絵
た
ち
の
生
活
の

各
人
の
一
歩
↓
歩
の
歩
み
の
う
ち
で
一
な
る
も
の
と
し
て
開
け
て
い
る
の
で
あ

り
、
心
を
無
心
に
し
て
、
環
境
で
あ
る
こ
の
世
の
世
界
と
自
己
自
ら
の
心
と
が

一
と
な
っ
て
天
地
万
物
と
一
体
と
な
り
切
る
時
に
は
、
一
心
多
に
し
て
多
即
　

な
る
世
界
が
私
た
ち
の
心
の
う
ち
に
開
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
根
源
的
」
と
し
て
の
開
け
で
あ
る
始
原
と
そ
の
分
化
、
分
裂
し
た
現

象
の
世
界
と
の
根
源
的
な
相
即
性
が
、
自
己
自
ら
の
心
と
大
自
然
と
の
渾
然
一

体
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
露
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
自
己
自
ら
の
心
が
大
自
然
と
渾
然
一
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

私
た
ち
の
自
己
の
心
が
消
滅
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
個
は
ど
こ
迄
も
独
立
の
自

律
し
た
個
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
大
自
然
を
含
め
た
一
切

と
、
根
源
的
に
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め

に
、
も
う
一
つ
、
芭
蕉
の
俳
句
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
次
の
俳
句
は
、
蝉
の
先

の
句
よ
り
は
九
年
程
前
に
先
ず
詠
ま
れ
、
最
後
的
な
次
の
形
に
ま
と
ま
る
の

は
、
先
の
蝉
の
句
と
同
年
に
出
版
さ
れ
た
「
暖
野
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　
　
や
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

旅
に
病
で
　
夢
は
枯
野
を
　
か
け
廻
る

　
　
え
だ

か
れ
朶
に

鳥
の
と
ま
り
け
り
　
秋
の
暮

　
右
に
挙
げ
て
き
た
二
つ
の
俳
句
と
「
奥
の
細
道
」
の
冒
頭
の
文
章
か
ら
理
解

で
き
る
こ
と
は
、
旅
の
国
で
あ
る
こ
の
現
象
の
世
界
そ
の
も
の
と
、
そ
こ
に
開

　
右
の
句
に
は
、
秋
の
夕
暮
に
枯
死
し
た
木
に
一
羽
の
烏
が
と
ま
っ
て
い
る
情

景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
芭
蕉
が
こ
の
句
を
最
初
に
詠
ん
だ
時
は
、
芭
蕉
は
三
七
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才
で
あ
り
、
こ
の
句
が
最
後
の
形
に
落
着
く
の
は
、
彼
の
死
の
五
年
前
の
四
六

才
の
時
で
あ
る
。
こ
の
俳
句
が
最
終
的
な
形
に
落
着
く
時
に
、
芭
蕉
が
自
ら
の

死
を
意
識
し
て
い
た
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
句
に
は
、
夕
暮
に
枯
枝
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
ず

ま
っ
て
い
る
一
羽
の
烏
の
三
ま
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
同
時
に
、
芭
蕉
が
自
ら
の
人
生
の
暮
れ
に
芭
蕉
自
ら
で
も
あ
る
烏
が
枯
死
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
ず

た
木
の
枝
に
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
芭
蕉
自
ら
の
姿
、
芭
蕉
の
人
生
の
停
ま

い
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
に
お
い
て
は
、
自
然
の
情

景
と
芭
蕉
の
形
姿
と
が
そ
れ
ぞ
れ
鮮
や
か
に
読
者
の
心
に
迫
っ
て
く
る
と
同
時

に
、
両
者
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
読
者
の
心
に
迫
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
こ
の

句
の
心
が
私
た
ち
読
者
の
一
人
一
人
の
心
に
迫
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
句
の
心
が
読
者
の
心
の
琴
線
に
触
れ
る
時
に
は
、
そ
の
枯
枝
に
と
ま
っ
て

い
る
烏
は
、
こ
の
句
を
読
む
者
の
姿
で
も
あ
る
。
こ
の
句
に
お
い
て
は
、
烏
は

ど
こ
迄
も
烏
で
あ
り
、
芭
蕉
は
ど
こ
ま
で
も
芭
蕉
で
あ
り
、
読
者
は
ど
こ
迄
も

読
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
的
に
相
互
に
独
立
自
存
的
に
存
立
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
他
方
、
根
源
的
に
は
三
者
は
一
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
開
け
て

い
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と

は
、
　
一
羽
の
烏
を
通
し
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
ば
、
こ
こ

で
は
、
一
羽
の
烏
が
鳥
自
体
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
芭
蕉
の
姿
で
も
あ
り
、

且
つ
こ
れ
を
読
む
各
読
者
の
姿
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
け
て
く
る
。
換

言
す
れ
ば
、
鳥
の
心
と
芭
蕉
の
心
と
読
者
の
心
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
心
が
、
全

く
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
無
心
に
一
に
な
り
切
る

　
　
　
ア
ル
ケ
し

時
に
、
始
原
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
万
物
の
一
な
る
心
と
し
て
の
絶
対
の
無
限

の
開
け
が
露
わ
と
な
る
。

四
、

　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
ロ

現
代
に
お
け
る
始
原
の
問
題

　
禅
に
お
け
る
始
原
の
問
題
を
、
右
に
お
い
て
、
先
ず
第
一
に
暗
譜
禅
師
の
十

寸
図
に
お
い
て
、
第
二
に
は
、
『
信
心
銘
」
や
『
六
祖
壇
教
」
や
「
華
厳
五
教

章
」
に
見
ら
れ
る
コ
即
一
切
、
一
切
即
一
し
と
の
連
関
に
お
い
て
、
第
三
に

は
良
寛
の
詩
や
芭
蕉
の
俳
句
を
通
し
て
究
め
て
き
た
。
第
一
章
の
十
牛
図
を
通

し
て
は
、
先
ず
三
州
究
明
に
お
い
て
自
己
が
こ
の
世
的
な
一
切
を
放
下
し
、
離

脱
す
る
時
に
は
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
将
来
に
わ
た
っ
て
「
一
の
一
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
し

一
」
で
あ
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
で
あ
る
仏
性
が
始
原
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば

菩
提
心
と
し
て
、
ど
の
図
の
う
ち
に
も
秘
め
ら
れ
て
存
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
。

　
第
二
章
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
禅
語
録
か
ら
の
「
一
覧
一
切
、
一
切
即
一
」

の
種
々
の
、
相
互
に
逆
で
も
あ
る
よ
う
な
解
釈
を
通
し
て
、
　
一
が
何
を
意
味

し
、
一
切
が
何
を
意
味
す
る
か
が
究
明
さ
れ
た
。
こ
の
部
分
で
は
、
ヘ
ラ
ク
レ

イ
ト
ス
の
”
自
然
”
（
慧
ミ
ハ
）
の
概
念
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
”
瞬
間
”
の
概

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
ロ

念
が
、
禅
に
お
け
る
始
原
の
問
題
と
も
深
く
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
う
る
こ
と

が
見
ら
れ
た
。
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ア
ル
ケ
　

　
第
三
章
に
お
い
て
は
、
始
原
と
し
て
の
菩
提
心
と
、
「
途
中
に
在
っ
て
　
家

舎
を
離
れ
ず
」
、
し
か
も
同
時
に
「
家
舎
を
離
れ
て
　
途
中
に
在
ら
ず
」
と
い

う
よ
う
な
臨
済
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
表
わ
し
て
い
る
よ
う
な
「
一
即
一
切
、
一

切
即
　
」
と
を
、
根
源
的
に
は
↓
な
る
も
の
、
自
己
同
一
的
な
る
も
の
と
し
て

表
わ
し
て
い
る
よ
う
な
良
寛
の
詩
と
芭
蕉
の
俳
句
を
見
た
。
こ
こ
で
も
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

て
の
源
と
し
て
の
始
原
と
多
の
世
界
で
あ
る
、
こ
の
生
成
の
過
程
の
う
ち
で
成

り
立
っ
て
い
る
現
象
の
世
界
と
の
根
源
的
自
己
同
↓
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う

と
し
た
。
両
者
の
差
異
性
と
同
一
性
と
の
一
性
も
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

た
。
以
上
の
三
つ
の
場
合
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
始
原
は
、
　
切
の
始
原
、

根
拠
、
原
理
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
終
わ
り
と
か
悟
り
を
も
そ
の
う
ち
に
包
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
逆
に
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
一
々
は
、
そ
の
う
ち
に
始
原
を

隠
し
秘
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
始
原
か
ら
、
一
切
の
現
象

が
人
間
の
個
の
創
造
的
な
形
成
作
用
に
よ
っ
て
生
ま
れ
出
て
く
る
こ
と
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
場
合
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
現
代
に
お
け
る
始
原
の
問
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
城
に
お
け
る
私
た
ち
の
日
々

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
じ

の
一
々
の
歩
み
が
、
始
原
の
分
化
、
分
裂
し
て
現
象
界
に
露
わ
に
な
る
こ
と
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
現
実
の
一
々
の
歩
み
の
す
べ
て
が
、
実
は
、
根
源
で
も
あ
り
、
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ケ
　

で
も
あ
り
、
初
め
で
も
あ
る
と
共
に
終
わ
り
で
も
あ
る
始
原
と
し
て
の
根
源
的

一
と
相
即
的
に
同
時
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
却
し
果
て
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　
も
し
、
私
た
ち
の
」
人
一
人
が
こ
の
事
実
に
気
づ
き
、
一
聯
一
切
、
一
切
即

一
の
今
．
此
処
の
瞬
時
瞬
時
を
、
心
を
開
い
て
根
源
的
に
生
き
る
な
ら
ば
、
現

在
の
世
界
に
氾
濫
し
て
い
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
解
決
困
難
な
諸
問
題
に
も
、
解

決
の
糸
口
が
徐
々
に
見
つ
け
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

　
　
註

（
1
）
　
『
信
心
銘
．
証
道
歌
・
十
二
図
・
坐
禅
儀
」
（
「
禅
の
語
録
1
6
」
）
、
梶
谷

　
宗
忍
、
柳
田
聖
山
、
辻
村
公
一
著
、
筑
摩
書
房
、
　
↓
九
七
九
年
、
二
五
－

　
二
八
頁
参
照
。

（
2
）
同
三
鷹
書
、
同
苗
参
照
。

（
3
）
　
「
禅
家
語
録
五
」
（
『
世
界
古
典
文
学
全
集
励
」
）
、
西
谷
啓
治
、
柳
田
聖

　
山
回
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
…
一
－
一
一
二
頁
参
照
。

（
4
）
　
『
六
祖
壇
教
」
（
『
禅
の
語
録
4
」
）
、
中
川
旧
著
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七

　
六
年
、
九
七
一
一
〇
一
頁
参
照
。

（
5
）
　
『
華
厳
五
教
章
」
（
『
仏
典
講
座
2
8
」
）
、
鎌
田
茂
雄
著
、
大
蔵
出
版
、
一

　
九
八
三
年
、
一
頁
参
照
。
本
書
に
お
い
て
コ
即
一
切
、
一
切
即
一
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
と
く
し
ん

　
語
ら
れ
て
い
る
第
一
〇
章
第
五
部
の
箇
所
（
「
性
海
具
徳
心
」
の
↓
部
）

　
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　
「
若
し
円
教
に
依
ら
ば
即
ち
性
海
円
明
に
約
す
。
法
界
縁
起
無
擬
自

　
　
在
、
一
項
】
切
一
切
即
一
、
主
伴
円
融
な
り
。
故
に
十
心
を
説
い
て
以

　
　
っ
て
無
尽
を
顕
わ
す
。
離
世
間
品
及
び
第
九
地
に
説
く
が
如
し
。
又
た



唯
一
法
界
性
起
の
心
に
亦
た
十
徳
を
具
す
。
性
起
品
に
説
く
が
如
し
。

此
れ
等
は
別
教
に
拠
り
て
言
う
」
（
三
二
頁
）
。
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右
の
意
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
別
教
に
お
け
る
所
依
の
心
識
は
、
法
体
よ
り
い
え
ば
性
海
円
徳
、
義

　
　
用
よ
り
い
え
ば
法
界
縁
起
無
擬
自
在
で
あ
り
、
一
即
一
切
、
一
切
即
一

　
　
に
し
て
主
伴
円
融
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
即
一
切
の
縁
起
の
義

　
　
に
よ
り
、
一
心
の
ま
ま
十
心
に
し
て
無
尽
、
ま
た
一
切
即
一
の
性
起
の

　
　
義
に
よ
り
、
一
心
の
中
に
一
切
の
徳
を
具
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
『
華
厳

　
　
五
教
章
」
．
〔
仏
教
講
座
2
8
〕
、
鎌
田
茂
雄
著
、
大
蔵
出
版
、
　
↓
九
八
三

　
　
年
、
三
二
八
頁
参
照
。
更
に
次
の
書
を
参
照
。
「
華
厳
五
教
章
講
義
」
、

　
　
湯
次
了
榮
著
、
百
華
苑
、
一
九
七
五
年
、
二
四
〇
1
二
四
一
頁
参
照
。
）

（
6
）
　
「
良
寛
」
、
竹
村
牧
男
著
、
廣
済
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
、
二
六
八
頁
。

（
7
）
　
「
芭
蕉
句
集
」
（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
4
5
）
、
大
谷
篤
義
、
中
村
俊
定
校

　
注
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
六
二
年
、
　
一
〇
二
頁
。

（
8
）
　
『
芭
蕉
文
集
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
4
6
）
、
杉
浦
正
郎
、
宮
本
三
郎
、

　
荻
野
清
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
七
〇
頁
。

（
9
）
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
年
）
以
来
の
芭
蕉
の
弟
子
。

（
付
記
）
　
本
稿
は
、
　
一
九
九
四
年
八
月
二
一
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で
、
ス
イ

　
ス
の
ア
ス
コ
ナ
で
開
催
さ
れ
た
エ
ラ
ノ
ス
会
議
で
の
講
演
に
加
筆
し
た
も
の

　
で
あ
る
こ
と
を
付
記
致
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
な
お
か
　
え
い
こ
・
西
洋
文
化
講
座
教
授
）


