
古
代
・
中
世

奈
良
文
学
の
深
層

―
―
　
そ

の

仏

教

性
　
―
―

環
境
教
養
学
科

大
　
橋
　
賢
　
一

は
じ
め
に

私
は
こ
れ
か
ら
奈
良
文
学
の
深
層
を
、
今
回
は
古
代
・
中
世
に
限
っ
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
わ
が
国
の
中
世
代
に
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
深
く
高
い
哲
学
性
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
西
洋
中
世
代
の
よ
う
な
消
極
的
な
捉
え
方
①
と
は
少
し
違
う
こ
と
を
、
は
じ
め
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
私
は
「
奈
良
文
学
」
と
熟
語
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
奈
良
の
文
学
に
見
え
る
一
の
普
遍
性
を
表
わ
し
た
い
ゆ
え
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
日
本
文
学
」
と
称

し
て
、
諸
外
国
の
文
学
と
一
線
を
画
す
独
自
性
と
普
遍
性
を
表
わ
す
よ
う
に
。

今
回
は
古
代
・
中
世
期
の
奈
良
文
学
の
大
筋
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
世
以
降
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
し
た
い
と
思
う
。

註
①
　
『
ニ
ュ
ー
・
ク
ラ
ウ
ン
英
和
辞
典
』m

id
lle
a
g
e
s

の
項

一
、『
万
葉
集
』
と
無
常
観

『
万
葉
集
』
は
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
最
古
の
歌
集
で
あ
る
。
同
じ
奈
良
時
代
に
撰
せ
ら
れ
た
と
い
う
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
物
語
や
韻
文
を

別
に
す
れ
ば
、
わ
が
国
最
古
の
文
学
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
表
題
の
「
万
葉
」
の
意
だ
が
、
古
来
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
①
、
第
一
に
は
「
万
づ
の
言
の
葉
（
和
歌
）」
と
し
て
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
四
千
五
百
余
首
の
歌
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を
指
す
。
か
ね
て
、
仁
徳
帝
の
后
・
磐
姫
大
后
か
ら
大
伴
家
持
ら
天
平
期
の
盛
り
の
時
期
ま
で
の
長
大
な
期
間
の
歌
を
集
め
た
と
の
意
と
、
将
来
万
代
ま
で
残
れ
か
し
の
意
も
こ

め
て
「
万
づ
の
時
代
」
の
意
も
含
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
こ
の
集
を
撰
び
編
集
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
時
代
の
わ
か
る
最
も
新
し
い
歌
が
西
暦
七
五
九
年
に
詠
ま
れ
て
い
る
②
ゆ
え
、
七
六
〇
年
前
後
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
撰
者
と
し
て
は
、
大
伴
家
持
説
が
最
も
著
名
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
『
万
葉
集
』
の
代
表
的
歌
人
と
し
て
は
、
後
世
い
わ
れ
る
「
山
柿
」
を
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
柿
本
人
麻
呂
と
山
部
赤
人
で
あ
る
。
こ
の
二
者
は
す
で
に

平
安
期
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
で
『
万
葉
』
の
代
表
的
歌
人
と
称
さ
れ
て
い
る
③
。
近
代
の
歌
人
・
斎
藤
茂
吉
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
人
麻
呂
の
全
身
的
主
情
性
④
や
、
叙
景

歌
人
と
し
て
の
赤
人
。
こ
れ
は
前
者
が
主
観
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
が
客
観
的
で
あ
る
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
他
の
歌
人
と
し
て
は
、
先
述
磐
姫
大
后
、
雄
略
天
皇
あ
た
り
か
ら
、
舒
明
天
皇
、
有
間
皇
子
、
天
智
・
天
武
両
天
皇
に
額
田
王
ら
を
第
一
期
と
し
て
、
持
統
天
皇
、
大

津
皇
子
や
人
麻
呂
ら
を
第
二
期
、
山
上
憶
良
、
山
部
赤
人
ら
を
第
三
期
、
大
伴
旅
人
や
そ
の
息
家
持
、
笠
女
郎
ら
を
第
四
期
と
数
え
て
い
る
。
そ
れ
に
、
東
歌
や
防
人
歌
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
美
を
表
わ
し
つ
つ
、
当
時
の
民
謡
調
の
歌
や
兵
た
ち
無
名
の
人
々
の
歌
を
集
め
て
、
ま
さ
に
天
皇
貴
顕
の
人
々
の
歌
か
ら
一
般
衆
庶
の
歌
に
至
る
、
広
範
な
層
の

歌
草
を
収
め
た
此
集
は
、
西
洋
に
も
比
肩
す
る
も
の
の
な
い
抒
情
性
と
総
合
性
を
備
え
た
一
大
韻
文
学
と
言
い
得
る
。

し
か
し
て
こ
の
一
大
歌
集
の
内
容
上
の
特
徴
と
し
て
、
古
代
人
の
「
清
き
、
明
き
心
」
が
挙
げ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
そ
の
奥
、
第
一
期
の
間
、
欽
明
天
皇
の
代
（
五
三

八
年
ま
た
は
五
五
二
年
）
に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
の
影
響
が
案
外
に
大
き
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
拙
文
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
だ
。

巻
五
の
は
じ
め
に
か
く
の
ご
と
く
あ
る
。

「
け
だ
し
聞
か
く
は
、
四
生
の
起
滅
は
夢
の
皆
空
し
き
に
方た

く
らべ
、
三
界
の
漂
流
は
環
の
息や

ま
ざ
る
に
喩
ふ
。
所
以
こ
の
ゆ
ゑ

に
維
摩
居
士
は
方
丈
に
あ
り
て
、
染
疾
の
患
を
懐
く
こ
と
あ

り
。
釈
迦
能
仁
は
雙
林
に
坐
し
て
、
泥
　

な
い
お
ん

の
苦
を
免
る
る
こ
と
無
し
と
い
ふ
。（
中
略
）
愛
河
の
波
浪
は
す
で
に
ま
ず
滅
び
、
苦
海
の
煩
悩
も
ま
た
結
ば
る
る
こ
と
な
し
。
従
来

こ
の
穢
土
を
厭
離
す
。
本
願
も
て
生
を
か
の
浄
刹
に
託よ

せ
む
。」

こ
の
「
無
常
」
の
規
定
は
、『
集
』
中
の
無
常
歌
の
客
観
的
普
遍
的
思
想
性
を
表
わ
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
巻
三
、
沙し

ゃ

弥み

満
誓

ま
ん
ぜ
い

の
歌
。

世
間
を
何
に
譬
へ
む
朝
び
ら
き
榜こ

ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
が
如ご
と

こ
の
歌
こ
そ
、
世
の
無
常
を
詠
む
代
表
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
い
ま
仮
り
に
巻
三
に
あ
っ
て
、
無
常
を
詠
む
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

e

み
吉
野
の
三
船
の
山
に
立
つ
雲
の
常
に
あ
ら
む
と
わ
が
思
は
な
く
に

（
人
麻
呂
の
歌
集
）

[

近
江
の
海
夕
浪
千
鳥
汝な

が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
い
に
し
へ
念
ほ
ゆ
　
　
（
人
麻
呂
）

f

疾と

く
来
て
も
見
て
ま
し
も
の
を
山
城
の
高
の
槻
群
散
り
に
け
る
か
も

i

生
ま
る
れ
ば
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
　
今
あ
る
間
は
楽
し
く
も
あ
ら
な
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（
大
伴
旅
人
）

-

百も
も

伝
ふ
磐い
は

余れ

の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む（

挽
歌
。
大
津
皇
子
）

\

世
間

よ
の
な
か

は
空
し
く
も
の
と
あ
ら
む
と
ぞ
こ
の
照
る
月
は
満
闕
み
ち
か
け

し
け
る

s

秋
さ
ら
ば
見
つ
つ
思し

の

べ
と
妹
が
植
ゑ
し
屋
前

に

は

の
石
竹

な
で
し
こ

咲
き
に
け
る
か
も

（
大
伴
家
持
）

e
、
f
、
\
は
無
常
の
姿
、
[
は
無
常
ゆ
え
の
懐
旧
の
情
、
同
じ
く
無
常
ゆ
え
に
亡
き
人
を
偲し

の

ぶ
s
、
や
が
て
死
に
赴
く
緊
迫
の
-
、
無
常
ゆ
え
に
現
在
の
充
実
を
思
い
つ
つ

享
楽
性
を
帯
び
る
i
…
と
い
う
風
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
取
る
よ
う
だ
。

た
だ
「
…
我
胎
生
せ
し
よ
り
今
日
ま
で
に
、
み
づ
か
ら
善
を
修
む
る
志
あ
り
。
か
つ
て
悪
を
作
す
心
な
し
。
所
以

ゆ

ゑ

に
三
宝
を
礼
拝
し
て
、
日
と
し
て
勤
め
ざ
る
な
く
…
」（
巻

五
、
山
上
憶
良
）
と
あ
っ
た
り
、
同
じ
く
憶
良
「
釈
迦
如
来
、
金
口
に
正
に
説
き
給
は
く
、
等
し
く
衆
生
を
思
ふ
こ
と
羅
　
羅

ら

ご

ら

の
如
し
と
い
へ
り
…
」（
巻
五
）
と
あ
っ
た
り
し

て
、
仏
教
「
信
仰
」
に
ま
で
進
ん
で
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
一
般
的
に
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
無
常
の
様
を
そ
の
ま
ま
詠
み
込
ん
だ
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
現
代
に
あ
っ
て
も
大
地
震
な
ど
で
命
を
失
く
し
た
り
す
る
場
合
も
多
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
無
常
は
こ
の
世
界
の
実
相
で
あ
る
。
そ
の
実
相
を
仏
教
か
ら

教
え
ら
れ
、
そ
の
上
そ
れ
か
ら
の
超
克
ま
で
も
知
ら
さ
れ
た
（
浄
刹
浄
土
）
意
味
は
、
思
え
ば
重
大
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
生
観
・
世
界
観
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

し
か
も
「
浄
刹
」
の
清
浄
は
、
日
本
古
来
の
「
清
明
心
」
と
も
通
じ
て
こ
よ
う
。

か
く
て
『
万
葉
集
』
の
深
層
に
は
、
仏
教
の
無
常
観
が
た
し
か
に
滑
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

註
①
　
主
と
し
て
角
川
文
庫
本
『
萬
葉
集
』（
武
田
祐
吉
　
校
註
）
の
解
説
に
よ
る
。

②
　
『
集
』
中
最
後
の
家
持
の
歌

③
　
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
（
紀
貫
之
）

「
か
き
の
も
と
の
人
ま
ろ
な
む
、
歌
の
ひ
じ
り
な
り
け
る
。
…
又
、
山
の
辺
の
あ
か
人
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
歌
に
あ
や
し
く
、
た
へ
な
り
け
り
。」

現
代
日
本
文
学
全
集
23
『
斎
藤
茂
吉
集
』

④
「
柿
本
人
麻
呂
私
見
覚
書
」
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二
、『
源
氏
物
語
』
と
恵
心
僧
都

『
源
氏
物
語
』（
一
〇
一
〇
年
頃
か
）
は
、
日
本
古
典
文
学
の
最
高
傑
作
で
あ
る
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
か
ら
千
年
ほ
ど
前
、
平
安
盛
期
以
前
の
文

学
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
一
大
集
大
成
と
い
う
意
味
も
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
物
語
と
し
て
は
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
絵
合

え
あ
わ
せ

の
巻
で
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
物
語
の
出
で
来
は
じ

め
の
祖お

や

」
た
る
『
竹
取
物
語
』
の
伝
奇
性
を
受
け
継
ぎ
、
右
大
将
道
綱
の
母
が
深
め
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
自
照
性
を
受
け
継
ぎ
、
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
の
歌
物
語
性
を
受
け
継

い
で
、
物
語
中
ふ
ん
だ
ん
に
和
歌
を
散
り
ば
め
て
い
る
。

さ
て
こ
の
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
」
の
巻
を
中
心
に
、
前
後
二
つ
に
分
か
れ
る
と
の
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
し
た
い
と
思
う
『
源
氏
』
反
省
の
文
学
説
や
「
罪
と
罰
」
説

に
も
符
号
す
る
分
け
方
と
い
え
る
。

し
か
し
ま
た
、
光
源
氏
、
六
条
院
で
の
全
盛
期
を
境
に
、
宇
治
十
帖
ま
で
の
部
分
を
二
つ
に
分
け
る
「
三
部
」
説
も
世
に
行
な
わ
れ
て
い
る
①
。
そ
の
三
つ
と
は
「
青
春
の
光

明
、
老
後
の
寂
寥
、
そ
し
て
死
後
の
宿
命
」。
年
齢
的
に
も
順
序
的
に
も
頷
け
る
も
の
だ
が
、
や
や
並
列
的
に
過
ぎ
る
感
が
残
る
。
だ
が
、
直
後
の
行
文
を
見
る
と
、「
仏
教
で
い

う
生
老
病
死
の
苦
悶
と
、
そ
れ
を
こ
え
る
も
の
と
に
、
形
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。」
と
あ
っ
て
、
先
述
の
二
分
法
の
、
反
省
な
い
し
は
罪
と
罰
説
に
関
係
が
つ
い
て

き
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
若
菜
」
巻
で
光
源
氏
が
友
・
頭
中
将
の
息
・
柏
木
に
妻
・
女
三
の
宮
を
取
ら
れ
る
様
が
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
を
源
氏
自
身
が
父
・
桐
壷
帝
を
裏

切
っ
て
義
母
・
藤
壷
に
通
じ
る
と
い
う
曽
罪
の
反
省
の
契
機
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
寂
寥
と
暗
い
宿
命
は
自
業
自
得
の
罰
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
二
分
法
の

「
因
果
」
の
関
係
も
つ
い
て
く
る
の
だ
。

こ
う
し
て
既
に
も
う
主
題
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
の
主
題
と
い
え
ば
、
本
居
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
が
あ
る
②
。
儒
教
、
仏
教
等
の
外
国
思
想
の

影
響
を
受
け
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
に
つ
い
て
し
み
じ
み
と
深
い
情
感
を
感
じ
る
こ
と
、
そ
こ
に
主
題
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
情
感
は
も
ち
ろ
ん
喜
怒
哀
楽
に
つ
い
て
の
も

の
で
、
三
分
法
で
い
え
ば
、
青
春
の
光
明
感
覚
と
し
て
の
充
足
し
た
喜
楽
感
情
、
や
が
て
年
齢
や
境
涯
の
下
落
感
情
、
そ
し
て
罪
悪
的
悲
観
的
宿
命
感
と
、
た
し
か
に
種
々
の
情

感
を
追
体
験
で
き
る
。
し
か
も
儒
教
道
徳
的
勧
善
懲
悪
性
や
、
仏
教
的
因
果
応
報
性
な
ど
と
い
う
、
い
わ
ば
類
型
的
な
思
弁
性
で
は
な
く
、
芸
術
独
自
な
主
題
を
発
見
し
た
の
が

宣
長
だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
文
章
で
は
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
深
層
に
仏
教
の
影
響
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
も
明
か
な
証
拠
と
な
る
の
は
、
宇
治
十
帖
も
終
わ
り

に
近
い
「
手て

習な
ら
ひ」

に
登
場
す
る
「
横
川
の
僧
都
」
の
点
綴
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
僧
都
は
、
ま
さ
に
比
叡
山
の
横
川
に
隠
棲
し
な
が
ら
、
日
本
浄
土
教
の
濫
觴
の
位
置

を
確
立
し
た
恵
心
僧
都
源
信
が
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二
〜
一
〇
一
七
）
は
大
和
当
麻
（
今
の
香
芝
市
の
一
部
も
入
る
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
最
澄
が
比
叡
山
に
開
い
た
天
台
宗
の
学
匠
で
あ
り
つ
つ
、

そ
の
比
叡
山
に
伝
わ
っ
て
き
た
浄
土
教
の
伝
統
を
も
受
け
継
い
で
（
天
台
浄
土
教
）『
往
生
要
集
』
を
著
わ
し
（
九
八
五
年
）、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
に
も
深
い
影
響
を
与
え
た
源
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信
は
、
ゆ
え
に
奈
良
文
学
（
ま
た
奈
良
文
化
）
の
中
核
を
な
す
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
源
信
教
学
は
『
往
生
要
集
』
の
天
台
浄
土
教
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
学
の
基
礎
た
る
因
明
論
（
論
理
学
）
に
関
す
る
著
書
も
あ
る
③
ほ
ど
に
、
そ
の
思
想
的
骨
組
み
も

堅
固
で
あ
り
、
ゆ
え
に
晩
年
に
近
い
『
一
乗
要
訣
』（
一
〇
〇
六
年
）
で
は
、
天
台
宗
法
華
経
に
よ
る
一
乗
・
統
一
思
想
と
浄
土
教
の
円
融
が
図
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、『
往
生
要
集
』
に
「
そ
れ
往
生
極
楽
の
教
行
は
、
濁
世
末
代
の
目
足
な
り
④
…
」
と
浄
土
教
を
規
定
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
『
一
乗
要
訣
』

に
あ
っ
て
も
「
我
、
今
一
乗
教
を
信
解
す
　
願
は
く
は
無
量
寿
仏
の
み
前
に
生
ま
れ
　
仏
知
見
を
開
示
し
悟
入
せ
ん
⑤

―
」
と
、
法
華
一
乗
思
想
と
浄
土
教
を
融
会
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
考
え
方
は
『
源
氏
物
語
』
に
も
は
っ
き
り
現
わ
れ
、「
法
華
経
は
さ
ら
な
り
、
こ
と
（
異
）
法
文
な
ど
も
、
い
と
多
く
誦よ

み
給
ふ
」（
手
習
）
ま
た
そ
の
次
で
は
「
阿あ

弥
陀

み

だ

仏ほ
と
けに

思
ひ
ま
ぎ
ら
は
し
て
」（
夢
浮
橋
）
と
、
双
方
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

次
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
仏
教
（
思
想
）
の
表
わ
れ
と
し
て
代
表
的
な
箇
所
を
挙
げ
よ
う
。

「
佛
の
、
い
と
う
る
は
し
き
心
に
て
説
き
置
き
給
へ
る
御み

法の
り

も
、
方
便
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
…
方
等
ほ
う
ど
う

経
の
中
に
多
か
れ
ど
、
言
ひ
も
て
行
け
ば
ひ
と
つ
旨む
ね

に
あ
り
て
、
菩ぼ

提だ
い

と

煩
悩

ぼ
ん
の
う

と
の
へ
だ
た
り
な
む
、
こ
の
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変
り
け
る
。
よ
く
い
へ
ば
、
す
べ
て
何
事
も
空
し
か
ら
ず
な
り
ぬ
や
。」（
螢
）
方
便
と
は
、
い
わ
ば
御
法
と

現
実
と
の
接
点
。
そ
こ
で
は
菩
提
（
御
法
＝
悟
り
）
と
煩
悩
（
心
の
罪
）
の
へ
だ
た
り
が
な
く
な
る
接
触
点
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
が
何
ら
か
の
意
味
と
光
を
帯
び

て
く
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
天
台
宗
な
ど
で
言
う
「
諸
法
実
相
」、
す
べ
て
が
真
実
の
相す

が
たを
見
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
違
い
な
い
。

こ
う
な
る
と
、
そ
う
い
う
恵
心
僧
都
源
信
（
物
語
で
は
横
川
僧
都
）
の
諸
法
実
相
的
「
何
事
も
空
し
か
ら
ず
」
的
統
一
観
は
、
物
語
に
描
か
れ
る
す
べ
て
の
感
情
を
、
し
み
じ

み
と
し
た
情
感
で
捉
え
返
す
「
も
の
の
あ
は
れ
」
観
と
通
じ
て
く
る
よ
う
に
も
思
う
。

た
だ
、
宣
長
が
仏
教
や
儒
教
を
排
撃
し
た
ゆ
え
に
、
そ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
は
、「
よ
き
悪
し
き
」
の
善
悪
観
や
、
仏
教
的
自
業
自
得
的
因
果
論
な
ど
に
表
わ
れ
て
く

る
人
間
性
の
深
化
面
で
稀
薄
の
感
否
め
な
い
。

註
①
　
『
源
氏
物
語
入
門
』（
池
田
亀
鑑
）
八
〇
頁

②
　
『
源
氏
物
語
　
玉
の
小
櫛
』（
本
居
宣
長
）

③
　
『
因
明
論
疏
四
相
違
略
註
釈
』（
九
七
八
年
）

④
　
『
往
生
要
集
』
序
文

⑤
　
『
一
乗
要
訣
』
最
後
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三
、『
平
家
物
語
』
と
法
然
と
南
都

『
平
家
物
語
①
』
は
平
家
興
亡
の
姿
を
描
き
、
そ
の
冒
頭
で
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
世
無
常
の
様
を
感
得
さ
せ
る
も
の
だ
。
そ
の
意
図
は
非
常
に
明
ら
か
で
、
思
っ
て
み
れ

ば
こ
れ
ほ
ど
仏
教
色
の
出
て
い
る
文
学
作
品
は
な
い
と
も
い
え
る
。
ゆ
え
に
こ
そ
、
天
台
浄
土
教
を
代
表
す
る
の
が
『
源
氏
物
語
』
で
、
法
然
浄
土
教
を
代
表
す
る
の
が
『
平
家

物
語
』
と
の
評
も
出
る
②
の
で
あ
ろ
う
。

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
　
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
　
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
　
盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
は
す
」
は
、
ま
さ
に
無
常
の
普
遍
的
道
理
な
る
を
表
わ
す
。
そ
れ
は
現
今

の
大
地
震
の
世
紀
、
突
然
起
こ
る
悲
劇
を
思
え
ば
、
誰
人
も
否
定
で
き
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
『
平
家
物
語
』
の
当
時
、
武
士
勃
興
の
大
動
乱
の
世
に
あ
っ
て
の
平
氏

の
興
と
亡
は
、
あ
ら
た
め
て
無
常
の
実
感
を
強
く
印
せ
し
め
た
は
ず
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
物
語
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る
信
濃
前

し
な
の
の
ぜ
ん

司じ

行
長
は
、
東
大
寺
造
寺
造
仏
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
③
藤
原
行
隆
の
息
で
、
そ
の
弟
で
あ
る
信
空
は
法
然
④
の
第
一
の
弟
子

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
法
然
浄
土
教
と
の
接
点
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
後
に
法
然
随
侍
の
弟
子
と
な
る
源
智
は
平
重
盛
の
五
男
師
盛

も
ろ
も
り

の
子
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
法
然
と
平
家
の
縁

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
『
平
家
物
語
』
と
法
然
と
東
大
寺
の
関
係
に
移
れ
ば
、
巻
五
末
で
描
か
れ
た
平
重
衡
の
南
都
東
大
寺
の
焼
討
ち
が
因
と
な
っ
て
、
後
、
平
家
都
落
ち
で
西
走
と
な
っ
た

折
、
重
衡
は
捕
え
ら
れ
縛
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
期
を
迎
え
る
時
、
重
衡
は
法
然
上
人
の
説
戒
を
請
う
。
そ
の
苦
を
聞
い
た
上
人
は
涙
に
む
せ
び
俯
伏
し
て
「
そ
れ
、
出
離
の
道
ま

ち
ま
ち
な
り
と
は
申
せ
ど
も
、
末
法
濁
乱
の
機
に
は
、
称
名
を
以
て
勝
れ
た
り
と
す
。
…
罪
深
け
れ
ば
と
て
卑
下
し
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
十
悪
五
逆
廻
心
す
れ
ば
往
生
す
。
…
」
と

教
え
導
く
の
で
あ
る
。（
巻
十
）
こ
れ
ほ
と
ん
ど
『
法
然
上
人
全
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
上
人
法
語
⑤
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
同
じ
巻
の
維
盛
入
水
の
中
に
出
る
「
始
め
無
三
悪

趣
の
願
よ
り
、
終
り
得
三
法
忍
の
願
に
至
る
ま
で
一
々
の
誓
願
、
衆
生
化
度
の
願
な
ら
ず
と
言
ふ
事
な
し
。
…
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
法
然
浄
土
教
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
示

し
て
い
る
。

後
日
談
だ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
物
語
の
作
者
と
目
さ
れ
る
行
長
の
父
行
隆
が
造
東
大
寺
長
官
と
な
っ
て
大
仏
復
興
の
業
が
起
こ
さ
れ
た
時
、
実
際
に
大
仏
勧
進

か
ん
じ
ん

職
と
な

っ
て
資
金
集
め
に
奔
走
し
た
の
が
重
源

ち
ょ
う
げ
んで

あ
り
、
有
名
な
南
大
門
再
建
も
成
し
遂
げ
た
が
、
こ
の
人
も
法
然
の
客
分
の
弟
子
と
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
名
告
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
つ
い
で
に
付
け
加
え
れ
ば
、
そ
の
重
源
の
図
ら
い
で
、
東
大
寺
に
お
い
て
法
然
は
後
年
（
文
治
六
年
一
一
九
〇
年
）
半
分
再
建
成
っ
た
大
仏
殿
の
下
、
浄
土
三
部
経
の

講
説
を
行
な
い
、
そ
れ
が
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
基
礎
の
一
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
法
然
の
教
え
は
、
動
乱
無
常
の
世
に
、
殺
伐
な
武
士
勃
興
の
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
強
ま
っ
た
罪
悪
煩
悩
を
越
え
る
べ
く
、
浄
土
念
仏
の
教
え
と
し
て

燎
原
の
火
の
よ
う
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
平
家
物
語
』
も
そ
う
い
う
眼
で
眺
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
近
代
の
評
論
家
・
小
林
秀
雄
は
、
そ
う
い
う
仏
教
を
当
時
の
思
想
的

意
匠
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
「
平
家
の
あ
の
冒
頭
の
今
様
風
の
哀
調
が
、
多
く
の
人
々
を
誤
ら
せ
た
。
平
家
の
作
者
の
思
想
な
り
人
生
観
な
り
が
、
其
處

そ

こ

に
あ
る
と
信
じ
込
ん
だ
が
為

― 6―



で
あ
る
。」（『
無
常
と
い
ふ
事
』
中
の
「
平
家
物
語
」
の
項
）
と
評
し
た
。

し
か
し
そ
う
だ
ろ
う
か
。
無
常
観
の
現
代
に
ま
で
通
じ
る
普
遍
性
と
、
そ
う
い
う
こ
の
現
生
へ
の
反
省
の
上
で
、
よ
り
超
越
し
た
真
実
の
世
界
（
浄
土
往
生
）
へ
の
願
い
と
方

法
（
念
仏
）
を
も
暗
示
し
た
『
平
家
』
と
見
れ
ば
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
冒
頭
こ
そ
「
真
実
」
の
根
拠
を
示
す
も
の
と
し
て
非
常
に
重
要
か
つ
貴
重
な
も
の
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

小
林
秀
雄
は
さ
ら
に
言
う
。「
平
家
の
人
々
は
よ
く
笑
ひ
、
よ
く
泣
く
。
僕
等
は
彼
等
自
然
児
達
の
強
靭
な
声
帯
を
感
ず
る
様
に
、
彼
等
の
涙
が
ど
ん
な
に
塩
辛
い
か
も
理
解

す
る
。
…
」

す
な
わ
ち
、『
平
家
』
に
出
る
笑
い
も
涙
も
、
感
嘆
も
、
苦
し
み
も
、
悲
し
み
も
、
ま
た
現
世
厭
離
、
い
わ
ば
厭
世
の
思
い
も
、
何
も
か
も
「
ま
ち
ま
ち
」
で
あ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
そ
の
現
実
を
越
え
よ
う
と
す
る
「
出
離
」
の
思
い
あ
れ
ば
（
浄
土
往
生
の
願
い
）
そ
こ
に
「
念
仏
」
と
い
う
具
体
的
な
「
行
な
い
」
が
こ
の
現
生
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
林
は
『
平
家
』
に
自
然
児
の
姿
や
「
水
の
音
や
匂
ひ
や
冷
た
さ
」
を
感
じ
た
と
い
う
が
、
法
然
浄
土
教
の
側
か
ら
す
れ
ば
、「
一
向
に
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
…
炎
は
空
に
登
り
、

水
は
下
り
さ
ま
に
流
る
（
の
）
法ほ

う

爾に

（
自
然
の
）
道
理
に
て
（
往
生
す
）
⑥
」
と
い
う
自
然
性
と
念
仏
の
声
が
喜
怒
哀
楽
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
聞
こ
え
る
の
だ
、
と
言
っ
て
お
こ

う
。

註
①
　
『
徒
然
草
』
二
二
六
段
に
は
、
後
鳥
羽
院
代
（
一
一
八
三
〜
一
二
二
一
）
信
濃
前
司
行
長
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
不
詳
。

②
　
『
日
本
古
代
仏
教
の
展
開
』（
井
上
光
貞
）
二
一
八
頁

③
　
治
承
五
年
（
一
一
八
一
年
）

④
　
浄
土
宗
の
開
祖
。（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）

⑤
　
『
法
然
上
人
全
集
』
四
五
八
頁
〜
五
九
〇
頁
）

⑥
　
同
全
集
、
四
六
二
頁
「
禅
勝
房
伝
説
の
詞
」

四
、
世
阿
弥
と
道
元
教

世
阿
弥

ぜ

あ

み

（
一
三
六
三
年
〜
一
四
四
三
年
？
）

実
名
は
元
清
。
能
の
大
成
者
、
能
役
者
、
能
作
者
。
能
の
理
論
家
。
父
観
阿
弥
が
樹
て
た
大
和
猿
楽
、
観
世
座
の
二
代
目
大
夫
。
十
二
歳
の
時
、
京
の
今
能
野
に
お
い
て
将
軍

義
満
の
台
臨
を
仰
い
で
以
来
、
そ
の
後
援
と
寵
愛
を
受
け
る
①
。
一
四
〇
〇
年
に
最
初
の
著
述
で
あ
る
『
風
姿
花
伝
（
花
伝
書
）』
を
ま
と
め
て
以
来
、『
至
花
道
』（
一
四
二
〇
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年
）『
三
道
』（
一
四
二
三
年
）『
花か

鏡き
ょ
う』（
一
四
二
四
年
）
な
ど
を
次
々
に
執
筆
、
上
演
。
世
阿
弥
の
思
想
に
は
禅
へ
の
帰
依
も
あ
っ
て
透
徹
し
た
深
ま
り
が
見
ら
れ
、
出
家
後
の

晩
年
に
は
『
却
来
華

き
ゃ
く
ら
い
か

』（
一
四
三
三
年
）
に
表
わ
れ
た
よ
う
な
境
地
に
。
し
か
し
一
四
三
四
年
、
将
軍
義
教
に
よ
っ
て
佐
渡
へ
流
罪
。
そ
の
後
の
詳
細
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、

菩
提
寺
で
あ
る
奈
良
県
田
原
本
町
の
補ふ

巌が
ん

寺じ

に
は
、
妻
・
寿
椿
と
共
に
過
去
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
作
の
能
に
は
、「
高
砂
」「
実
盛
」「
井
筒
」「
斑
女
」「
融
」
な
ど
約

五
十
曲
あ
る
。

こ
う
し
て
世
阿
弥
の
生
涯
を
摘
記
し
て
く
る
と
、
彼
の
生
涯
に
も
光
と
闇
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
崎
正
和
が
戯
曲
『
世
阿
弥
②
』
に
お
い
て
、
将
軍
義
満
を
光
と
し
て

描
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
光
と
闇
を
世
阿
弥
の
生
涯
の
キ
イ
・
ワ
ー
ド
と
見
做
し
て
み
る
と
、
光
か
ら
闇
へ
と
い
う
意
味
で
、
後
の
利
休
の
姿
も
重
な
っ
て
こ
よ
う
。
利
休
も
秀

吉
に
寵
愛
さ
れ
な
が
ら
、
後
に
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
世
阿
弥
は
「
幽
玄
」
美
を
創
り
、
利
休
は
「
侘
び
茶
」
の
美
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
双
方
と
も
光

と
闇
の
調
和
態
と
み
て
も
さ
し
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
を
仏
教
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
現
実
態
を
無
明
と
し
、
悟
り
の
光
明
と
対
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
二
者
の
交

渉
態
は
、
ま
ず
「
薄
明
」
と
し
て
表
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
光
と
闇
を
キ
イ
・
ワ
ー
ド
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
中
間
態
で
あ
り
、
一
つ
の
調
和
態
と
も
見

え
る
薄
明
は
、
世
阿
弥
の
「
夢
現
能
」
と
し
て
、
あ
る
か
な
き
か
の
境
に
現
わ
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
そ
う
い
う
世
阿
弥
と
仏
教
と
の
関
わ
り
は
、
先
述
の
『
風
姿
花
伝
』
に
も
「
心
地
含
諸
種
　
普
雨
悉
皆
萌
…
菩
提
果
自
成
」
と
の
禅
宗
第
六
祖
慧
能
の
言
を
引
き
、『
花

鏡
』
に
も
「
生
死
去
来
…
落
々
磊
々
」
と
い
う
禅
僧
月
菴
宗
光
の
言
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
。
能
の
稽
古
に
励
む
と
こ
ろ
、
種
自
ら
成
長
す
る
よ
う
に
成
長
し
、

こ
の
生
死
の
世
界
の
中
で
磊
落

ら
い
ら
く

で
明
る
い
心
境
に
な
り
得
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
仏
教
思
想
を
能
の
理
論
化
に
応
用
し
た
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
つ
と
思
う
。

そ
し
て
彼
の
禅
宗
へ
の
帰
依
は
、
次
の
女
婿
金
春
大
夫
宛
書
簡
③
に
最
も
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
仏
法
に
も
、
宗
師
の
参
学
と
申
ハ
得
法
以
後
の
参
学
と
こ

そ
、
補
巌
寺
二
代
ハ
仰
せ
候
ひ
し
か
。
…
」

こ
れ
は
、
得
法
す
な
わ
ち
悟
り
を
開
い
た
後
の
参
学
修
行
こ
そ
大
事
と
す
る
意
で
、
そ
の
旨む

ね

を
大
和
田
原
本
町
味あ
じ

間ま

の
補
巌
寺
第
二
代
住
職
で
あ
る
竹
窓
智
厳
か
ら
教
え
ら
れ

た
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
中
、
得
法
以
後
の
参
学
と
い
う
こ
と
が
、「
修
証

し
ゅ
し
ょ
う一
等
」（
修
行
を
離
れ
て
悟
り
は
な
い
）
と
い
う
純
粋
統
一
に
あ
た
り
、
こ
れ
が
曹
洞
宗
を
開
い
た
道

元
禅
師
の
教
説
の
中
核
に
あ
た
る
④
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
世
阿
弥
の
思
想
と
道
元
の
接
点
が
あ
っ
た
。
不
断
の
稽
古
の
中
に
こ
そ
、
能
の
至
極
と
し
て
の
「
花
」
が
明
ら

か
に
現
わ
れ
出
る
。（
し
か
し
「
秘
す
れ
ば
花
⑤
」
な
る
ゆ
え
、
そ
ん
な
に
易
い
も
の
で
は
な
い
が
、
と
）

道
元
教
で
は
そ
の
消
息
を
「
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
。」
と
し
て
修
行
に
励
む
と
こ
ろ
に
さ
と
り
の
風
光
は
現
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、「
花
は
愛
惜

あ
い
じ
ゃ
くに
散

り
、
草
は
棄
嫌
に
お
ふ
る
の
み
な
り
。」（
双
方
の
引
文
と
も
『
正
法
眼
蔵
』
中
、「
現
成
公
案

げ
ん
じ
ょ
う
こ
う
あ
ん
」
の
項
）、
花
は
散
り
、
雑
草
生
う
る
の
み
で
、
な
か
な
か
悟
り
は
開
け
ぬ
も
の
、

と
も
言
う
の
で
あ
る
。

稽
古
の
要
と
い
え
ば
『
花
鏡
』
中
の
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
も
同
意
で
、
初
心
の
未
熟
を
忘
れ
ず
稽
古
に
励
め
と
い
う
こ
と
だ
。（
現
代
で
は
「
節
目
節
目
の
新
鮮
を
忘
れ

る
な
」
と
人
生
論
的
に
解
さ
れ
て
い
る
が
）

か
く
て
世
阿
弥
は
、
突
然
流
罪
の
悲
運
に
見
舞
わ
れ
、
や
が
て
消
息
不
明
な
る
も
、
至
翁
善
芳
（
世
阿
弥
）
と
寿
椿
の
過
去
帳
を
大
和
に
残
し
、
更
に
世
阿
弥
伝
書
の
多
数
を
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大
和
生
駒
の
宝
山
寺
に
蔵
し
て
⑥
、
大
和
と
の
不
思
議
な
縁
を
死
後
に
残
し
た
の
で
あ
る
。

註
①
　
『
日
本
思
想
史
辞
典
』（
監
修
　
子
安
宣
邦
）

世
阿
弥
の
項
に
よ
る
。

②
　
一
九
五
三
年
（
昭
和
三
十
八
年
）
刊
。

③
　
正
長
元
年
（
一
四
二
八
年
）
の
数
年
後
か
。

④
　
『
仏
教
概
論
』（
金
子
大
栄
）
二
〇
三
頁
　
ま
た
、『
中
世
的
な
も
の
と
そ
の
展
開
』（
西
尾
　
実
）

「
世
阿
弥
の
芸
術
論
の
特
質
と
道
元
の
影
響
」
三
六
四
頁

⑤
　
『
風
姿
花
伝
』
第
七
別
紙

⑥
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
世
阿
弥
　
禅
竹
』
解
説

五
、
ま
と
め

以
上
、
奈
良
文
学
の
古
代
に
あ
っ
て
は
『
万
葉
集
』、
中
古
に
あ
っ
て
は
『
源
氏
物
語
』、
中
世
に
お
い
て
は
『
平
家
物
語
』
と
世
阿
弥
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ば
日
本
文
学
有

数
の
文
学
作
品
と
、
か
な
り
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
私
は
今
「
持
っ
て
き
た
」
と
述
べ
た
の
だ
が
、
事
程
左
様
に
、
そ
う
い
う
有
名
作
品
や
作
家
と
奈
良
文

学
と
の
関
連
性
は
あ
ま
り
言
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
『
万
葉
集
』
だ
が
、
こ
れ
は
純
然
た
る
奈
良
文
学
の
創
始
。
山
柿
を
は
じ
め
、
憶
良
、
旅
人
、
家
持
や
大
伴
坂
上
郎
女
な
ど
い
わ
ば
各
個
性
の
創
始
も
意
味
あ
る
こ
と
と

思
う
。
と
同
時
に
そ
の
深
層
と
し
て
仏
教
の
無
常
観
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
世
の
実
相
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
生
別
死
別
等
の
苦
悲
を
越
え
る

道
と
し
て
の
「
浄
土
」
の
発
見
も
あ
っ
た
の
だ
。
仏
教
の
縁
起
・
相
対
性
に
よ
る
各
々
の
個
性
の
発
見
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

次
に
『
源
氏
物
語
』
の
奈
良
文
学
性
と
し
て
、
殊
に
宇
治
十
帖
に
点
出
の
高
僧
、
横
川
僧
都
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
叡
山
横
川
の
恵
心
僧
都
源
信
が
大
和
当
麻
の
出
身
で
あ
る
こ

と
を
挙
げ
た
。
と
共
に
、『
源
氏
』
全
編
の
主
題
精
神
た
る
天
台
浄
土
教
的
「
何
事
も
空
し
か
ら
ず
な
り
ぬ
」
る
統
一
的
肯
定
観
が
、『
往
生
要
集
』
の
凡
夫
往
生
性
と
『
一
乗
要

訣
』
的
法
華
一
乗
思
想
と
の
融
会
な
ど
と
通
じ
る
面
あ
る
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
述
「
生
老
病
死
の
無
常
」
を
越
え
る
領
域
に
踏
み
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、「
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
現
状
（
現
実
）
を
否
定
・
超
越
し
な
け
れ
ば
、「
あ
る
べ
き
」
真
の
理
想
に
は
達
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
中
世
初
期
の
軍
記
物
語
の
雄
編
『
平
家
物
語
』
に
あ
っ
て
は
、
鎌
倉
仏
教
の
先
駆
を
飾
る
法
然
浄
土
教
の
息
吹
き
が
濃
い
こ
と
を
示
し
、
同
時
に
、
南
都
（
奈
良
）
東
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大
寺
と
の
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
、
そ
の
限
り
で
の
奈
良
文
学
性
も
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
法
然
浄
土
教
が
実
際
に
庶
民
に
救
い
を
投
げ
か
け
た
よ
う
に
『
平
家
』
に
お
い
て
浄
土
往
生
の
念
仏
の
声
を
響
か
せ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
色
は
匂
へ
ど
　
散

り
ぬ
る
を
」
の
無
常
は
、「
有
為
の
奥
山
け
ふ
越
え
て
」
の
十
万
億
土
の
浄
土
の
救
い
を
要
と
す
る
よ
う
に
。（「
い
ろ
は
歌
」
よ
り
）

さ
ら
に
中
世
後
半
期
、
室
町
時
代
の
世
阿
弥
の
出
現
に
、
わ
れ
ら
は
日
本
史
上
の
一
人
の
天
才
の
姿
を
見
る
と
共
に
、
鎌
倉
仏
教
史
上
最
深
と
言
わ
れ
る
道
元
の
思
想
の
流
れ

を
酌
む
、
至
上
の
「
稽
古
」
哲
学
の
あ
り
よ
う
を
も
感
得
し
た
。
稽
古
修
行
の
内
景
と
し
て
の
「
花
」
の
具
現
者
・
世
阿
弥
を
見
る
眼
を
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
い
い
。

か
く
て
古
代
・
中
世
の
奈
良
文
学
の
深
層
に
、
仏
教
的
普
遍
的
無
常
観
と
、
救
済
世
界
観
を
見
た
わ
れ
ら
は
、
奈
良
文
学
に
も
っ
と
積
極
的
な
評
価
を
与
え
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
、
近
代
奈
良
文
学
を
、「
古
代
の
幻
」
と
し
て
し
か
見
な
い
①
眼
に
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
文
学
の
領
域
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

註
①
　
『
古
代
の
幻
―
日
本
近
代
文
学
の
〈
奈
良
〉』

（
浅
田
　
隆
、
和
田
博
文
編
）
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