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叡
知
の
詩
学
　
小
林
秀
雄
と
井
筒
俊
彦



思
う
に
遠
野
郷
に
は
こ
の
類
の
物
語
な
お
数
百
件
あ
る
な
ら
ん
。
我
々
は
よ

り
多
く
を
聞
か
ん
こ
と
を
切
望
す
。
国
内
の
山
村
に
し
て
遠
野
よ
り
さ
ら
に

物
深
き
所
に
は
ま
た
無
数
の
山
や
ま
の

神か
み

山や
ま

人ひ
と

の
伝
説
あ
る
べ
し
。
願
わ
く
は
こ
れ

を
語
り
て
平
地
人
を
戦
慄
せ
し
め
よ
。
こ
の
書
の
ご
と
き
は
陳
勝
呉
広
の
み
。

 

│
│
柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
』　
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一
　
言
葉
と
コ
ト
バ

　
詩
人
は
い
つ
も
内
な
る
批
評
家
を
蔵
し
て
い
る
。
優
れ
た
詩
人
こ
そ
最
上
の
批
評
家
だ
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
い

っ
た
。
小
林
秀
雄
（
一
九
〇
二
│
一
九
八
三
）
も
井
筒
俊
彦
（
一
九
一
四
│
一
九
九
三
）
も
『
悪
の
華
』
の
作
者
が
い
う

詩
人
で
あ
り
、
批
評
の
精
神
に
貫
か
れ
た
人
物
だ
っ
た
。
詩
人
と
は
通
常
、
詩
を
書
く
者
の
呼
び
名
だ
が
、
詩
が
、

存
在
の
秘
密
を
顕
わ
に
す
る
魂
の
営
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
人
生
の
中
心
に
据
え
な
が
ら
生
涯
を
終
え
た
者

を
、
詩
人
と
呼
ん
だ
と
し
て
も
誇
張
に
は
当
た
る
ま
い
。

　
あ
る
と
き
か
ら
井
筒
は
、
言
葉
と
コ
ト
バ
と
い
う
文
字
を
使
い
分
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
『
意
識
と
本

質
』
が
雑
誌
連
載
中
に
起
こ
っ
た
、
彼
に
と
っ
て
一
つ
の
事
件
と
呼
ぶ
べ
き
出
来
事
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

『
意
識
と
本
質
』
の
主
題
は
、
コ
ト
バ
の
形
而
上
学
だ
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
こ
の
「
コ
ト
バ
」
の
一
語
は
、
こ

の
著
作
に
お
い
て
、
そ
れ
ば
か
り
か
以
降
の
井
筒
の
思
索
に
お
い
て
決
定
的
な
働
き
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
コ
ト
バ
を
考
え
る
井
筒
の
態
度
は
ま
る
で
、
生
け
る
も
の
を
扱
う
職
人
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
。
近
代
の
多
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く
の
哲
学
者
が
時
間
を
あ
る
い
は
生
命
を
、
静
的
あ
る
い
は
現
象
的
に
論
じ
た
の
に
対
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の

根
源
的
力ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

動
性
か
ら
け
っ
し
て
眼
を
離
さ
な
か
っ
た
の
に
似
て
い
る
。

　
晩
年
と
い
っ
て
よ
い
時
期
に
高
野
山
で
行
っ
た
講
演
（
一
九
八
四
）
で
井
筒
は
「
存
在
は
コ
ト
バ
で
あ
る
」（「
言

語
哲
学
と
し
て
の
真
言
」）
と
語
り
出
す
。
こ
の
一
節
は
、
哲
学
者
井
筒
俊
彦
の
境
涯
を
鮮
明
に
物
語
っ
て
い
る
。
ま

た
『
意
識
と
本
質
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。「
神
の
コ
ト
バ
│
│
よ
り
正
確
に
は
、
神
で
あ
る
コ
ト
バ
」。

コ
ト
バ
は
井
筒
に
と
っ
て
超
越
の
働
き
の
顕
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
井
筒
の
い
う
コ
ト
バ
は
、
言
語
学
で
論
じ
ら
れ
る
言
語
│
│
発
話
体
と
し
て
の
言
語
「
パ
ロ
ー
ル
」
や
社
会
記

号
と
し
て
の
言
語
「
ラ
ン
グ
」│
│
と
無
縁
で
は
な
い
が
明
ら
か
に
そ
の
領
域
を
超
え
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
コ

ト
バ
は
生
け
る
意
味
の
顕
わ
れ
だ
っ
た
。
生
け
る
と
は
比
喩
で
は
な
い
。
彼
の
眼
に
万
物
は
、
う
ご
め
く
意
味
の

塊
り
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
コ
ト
バ
は
無
数
の
姿
を
も
っ
て
意
味
を
表
現
す
る
。
作
家
が
言
葉
で
語
る
よ
う
に
画

家
は
色
で
、
音
楽
家
は
音
で
、
彫
刻
家
に
と
っ
て
は
か
た
ち
が
コ
ト
バ
で
あ
る
。
鳥
の
さ
え
ず
り
さ
え
、
コ
ト
バ

で
あ
る
と
井
筒
は
書
い
て
い
る
。

　
万
物
の
根
源
で
あ
り
、
始
原
、
そ
れ
を
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
哲
学
者
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（
一
一
六
五
│
一
二

四
〇
）
は
「
存
在
」
と
呼
ん
だ
。
井
筒
は
ス
ペ
イ
ン
の
コ
ル
ド
バ
に
生
ま
れ
た
こ
の
人
物
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
。

「
存
在
は
コ
ト
バ
で
あ
る
」
と
井
筒
が
語
る
と
き
の
「
存
在
」
も
ま
た
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
語
る
そ
れ
に
重

な
り
合
う
。

　
哲
学
者
と
し
て
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
究
極
者
を
「
存
在
」
と
語
っ
た
が
、
敬
虔
な
│
│
あ
る
人
々
か
ら
見



5

一　言葉とコトバ

る
と
き
わ
め
て
異
端
的
な
│
│
信
仰
者
と
し
て
の
彼
に
と
っ
て
「
存
在
」
と
は
文
字
通
り
の
意
味
で
の
神
だ
っ
た
。

そ
れ
は
神
と
い
う
表
象
の
彼
方
に
あ
る
神
の
「
神
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
存
在
を
意
味
し
た
。

「
存
在
」
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
書
い
た
も
の
を
、
老
子
は
道
と
述
べ
、『
易
経
』
に
は
太
極
と
記
さ
れ
、
禅

は
そ
れ
を
捉
え
な
お
し
て
、
あ
え
て
無
と
い
い
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
一
者
と
呼
ん
だ
。
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
は
光
と

書
き
、
井
筒
が
『
神
秘
哲
学
』
で
熱
情
を
も
っ
て
論
じ
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
そ
れ
を
火
と
呼
ん
だ
。
ヘ
ラ
ク
レ

イ
ト
ス
が
「
岸
辺
に
遊
ぶ
子
供
に
火
を
見
た
様
に
、
釈
迦
は
、
沙
羅
の
花
に
空
を
見
た
」（「
私
の
人
生
観
」）、
そ
う

語
っ
た
の
は
小
林
で
あ
る
。

「
存
在
」
を
め
ぐ
る
共
振
だ
け
で
は
な
い
。
あ
る
時
期
ま
で
井
筒
は
、
自
ら
を
哲
学
者
だ
と
思
っ
て
は
い
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
文
学
の
徒
で
あ
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
い
う
意
味
で
の
批
評
家
に
近
い
と
感
じ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
彼
の
最
初
の
ロ
シ
ア
文
学
論
「
ロ
シ
ア
の
内
面
的
生
活
」
が
文
芸
誌
『
個
性
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
き
、

同
号
の
執
筆
者
と
し
て
同
列
に
記
さ
れ
て
い
た
作
家
は
太
宰
治
だ
っ
た
。
同
じ
雑
誌
の
別
な
号
に
は
小
林
も
作
品

を
寄
せ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
の
ち
に
ふ
れ
る
が
、
井
筒
が
書
い
た
預
言
者
伝
『
マ
ホ
メ
ッ
ト
』
を
一
読
す
れ
ば
、
さ
ら
に
判
然
と
す
る
。
読

む
者
は
、
小
林
の
ラ
ン
ボ
ー
論
や
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」
と
同
質
の
律
動
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
小
林
の
生
涯
を
論
じ

る
と
き
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の
邂
逅
を
黙
殺
す
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
井
筒
の
軌
跡
を
追
お
う
と
す
る

者
も
『
ロ
シ
ア
的
人
間
』
の
前
を
通
り
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。「
ロ
シ
ア
文
学
と
の
出
遭
い
は
私
を
異
常
な
精

神
的
体
験
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
世
界
の
中
に
曳
き
こ
ん
だ
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
興
奮
の
奔
流
の
中
に
巻
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き
こ
ま
れ
て
行
く
感
激
を
、
自
分
自
身
の
な
ま

0

0

の
言
葉
で
、
そ
の
ま
ま
じ
か
に
ぶ
ち
ま
け
た
も
の
だ
」。
小
林
の

言
葉
で
は
な
い
。『
ロ
シ
ア
的
人
間
』
が
、
江
藤
淳
の
勧
め
で
再
刊
さ
れ
た
際
の
、
後
記
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
研
究
者
の
筆
致
で
は
な
い
。
批
評
家
の
そ
れ
で
あ
る
。

　
二
人
は
実
際
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。
小
林
の
作
品
に
井
筒
の
名
前
は
な
く
、
逆
も
ま
た
な
い
。
小
林
が
没
し

た
の
は
一
九
八
三
年
三
月
一
日
、
井
筒
の
邦
文
主
著
『
意
識
と
本
質
』
の
連
載
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
八
〇
年
だ

っ
た
が
、
同
著
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
小
林
秀
雄
の
亡
く
な
る
一
ヶ
月
ほ
ど
前
だ
っ
た
。

　
没
後
、
井
筒
の
蔵
書
が
慶
應
義
塾
大
学
に
寄
託
さ
れ
た
。
後
日
、
和
漢
洋
書
に
加
え
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ペ
ル
シ
ア

語
の
書
籍
を
含
む
目
録
が
岩
見
隆
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、
哲
学
者
の
思
索
の
あ
と
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
目
録
に
は
、
彼
自
身
が
若
き
日
に
愛
読
し
た
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
哲
学
者
吉
満
義
彦
の
よ
う
な
人
物
の

著
作
も
見
え
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
目
録
に
あ
る
書
物
は
彼
の
読
書
遍
歴
の
す
べ
て
を
語
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
小
林
秀
雄
の
著
作
は
一
冊
『
古
典
と
伝
統
に
つ
い
て
』
し
か
な
い
。
そ
れ
以
外
に
井
筒
が

小
林
の
著
作
を
読
ま
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
多
く
を
読
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
の
だ
ろ

う
。
小
林
の
蔵
書
に
も
井
筒
の
作
品
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
彼
ら
が
論
じ
た
、
あ
る
い
は
愛
読
し
た
書
き
手
の
名
前
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
二
人
の
共
通
点
は
じ
つ

に
多
い
。
プ
ラ
ト
ン
、
ゲ
ー
テ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ラ
ン
ボ
ー
、
マ
ラ
ル
メ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
リ
ル
ケ
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
、
孔
子
、
本
居
宣
長
な
ど
、
彼
ら
が
共
に
著
し
い
反
応
を
示
し
た
先
人
を
ざ
っ
と
見
た
だ
け
で
も
そ
の

関
心
に
お
け
る
共
振
の
強
さ
は
想
像
に
余
る
。
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一　言葉とコトバ

『
意
識
と
本
質
』
に
は
「
東
洋
哲
学
の
共
時
的
構
造
化
の
た
め
に
」
と
い
う
副
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
井
筒
が
「
共

時
的
」
と
の
表
現
に
含
意
し
た
の
は
、
時
空
の
妨
げ
を
取
り
払
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
、
時
代
、
文
化
、
空
間
、

あ
る
い
は
信
仰
の
違
い
の
た
め
に
出
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
人
々
を
、
哲
学
の
場
で
対
話
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
歴
史
上
で
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
叡
知
の
対
話
を
行
う
こ
と
が
、
今
日
の
哲
学
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
だ
と

い
う
の
だ
ろ
う
。

　
同
質
の
こ
と
は
文
学
に
託
さ
れ
て
い
る
。
河
上
徹
太
郎
が
、
近
代
日
本
の
正
統
な
る
異
端
者
と
呼
ぶ
べ
き
人
々

の
列
伝
で
あ
る
『
日
本
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』
で
、「
あ
る
所
の
も
の
よ
り
も
あ
り
得
る
も
の
の
方
が
興
味
が
あ

り
、
ま
た
そ
れ
が
正
し
い
批
評
と
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
書
く
の
も
共
時
的
事
象
の
み
が
語
り
得
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

「
信
仰
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
小
林
に
よ
る
小
品
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。

「
宗
教
は
人
類
を
救
い
得
る
か
」
と
い
う
風
に
訊
ね
ら
れ
る
代
り
に
「
君
は
信
仰
を
持
っ
て
い
る
か
」
と
聞

か
れ
れ
ば
、
私
は
言
下
に
信
仰
を
持
っ
て
い
る
と
答
え
る
で
し
ょ
う
。「
君
の
信
仰
は
君
を
救
い
得
る
か
」

と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
解
ら
ぬ
と
答
え
る
他
は
な
い
。
私
は
私
自
身
を
信
じ
て
い
る
。
と
い
う
事
は
、
何

も
私
自
身
が
優
れ
た
人
間
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
自
分
で
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
い
と
い

う
様
な
言
葉
が
意
味
を
な
さ
ぬ
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
一
日
も

生
き
て
い
ら
れ
る
筈
は
な
い
が
、
や
っ
ぱ
り
生
き
て
い
て
、
そ
ん
な
事
を
言
い
た
が
る
人
が
多
い
と
い
う
の
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も
、
何
事
に
つ
け
意
志
と
い
う
も
の
を
放
棄
す
る
の
は
ま
こ
と
に
や
す
い
事
だ
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）

自
分
自
身
が
先
ず
信
じ
ら
れ
る
か
ら
、
私
は
考
え
始
め
る
。
そ
う
い
う
自
覚
を
、
い
つ
も
燃
や
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
を
私
は
感
じ
て
い
る
。
放
っ
て
置
け
ば
火
は
消
え
る
か
ら
だ
。

　
信
仰
と
宗
教
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
は
宗
教
に
属
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
信
仰
を
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
入
信
を
も
っ
て
信
仰
の
証
と
す
る
の
は
一
面
の
真
実
だ
ろ
う
が
、
真
実
の
一

面
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
ま
た
信
仰
と
は
、
単
に
何
か
を
拝
む
こ
と
で
は
な
く
、
胸
に
炎
を
燃
や
し
続
け
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
光
を
た
よ
り
に
生
き
て
行
く
こ
と
だ
と
小
林
は
感
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
聖
な
る
も
の
を
志
向

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
大
い
な
る
者
な
し
に
は
何
も
存
在
し
得
な
い
と
い
う
、
超
越
者
へ
の
告
白
を
、
全
身
を
も

っ
て
し
続
け
る
こ
と
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
信
仰
を
語
る
と
き
小
林
が
、
火
を
想
起
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

若
き
日
の
代
表
作
『
神
秘
哲
学
』（
一
九
四
九
）
で
井
筒
も
ま
た
、
魂
に
灯
る
火
を
め
ぐ
っ
て
こ
う
書
い
て
い
る
。

灯
を
消
す
勿
れ
。
此
の
灯
が
消
え
る
と
き
、
全
て
は
黯あ

ん

惨さ
ん

た
る
死
の
闇
に
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
…
…
。
併
し

乍
ら
実
は
人
間
が
自
ら
の
照
明
を
有
す
る
が
故
に
、
却
っ
て
周
囲
は
無
限
の
闇あ
ん

黒こ
く

な
の
で
あ
る
。
自
ら
小
さ

き
光
を
抱
く
故
に
、
大
な
る
光
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
小
さ
き
光
を
消
せ
。
そ
の
時
、
大
な
る
光
は
全
宇

宙
に
赫か
く

奕え
き

と
耀
き
出
ず
る
で
あ
ろ
う
。
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魂
の
炎
は
消
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
胸
中
の
「
小
さ
き
光
」
は
消
せ
と
井
筒
は
語
る
。
人
は
、
自
己
の
光

を
凝
視
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
彼
方
で
燦
然
と
輝
く
「
大
な
る
光
」
の
存
在
に
気
が
付
か
な
い
。
意
識
の
光
を
消

し
て
、
魂
の
暗
闇
を
通
り
、
向
こ
う
に
あ
る
一
条
の
光
を
探
せ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
井
筒
は
こ
う
続
け
た
。

　
霊
魂
の
中
核
よ
り
四
方
に
発
出
し
つ
つ
、
謂
わ
ば
意
識
の
全
平
面
に
渉
っ
て
拡
散
し
て
い
る
精
神
の
光
を
、

次
第
に
そ
の
光
源
に
向
っ
て
収
摂
し
、
全
て
の
光
力
を
一
点
に
凝
集
し
て
行
く
な
ら
ば
、
遂
に
密
度
の
極
限

に
達
し
た
光
が
忽
然
と
し
て
、
逆
に
密
度
の
極
限
に
於
け
る
闇
に
転
ず
る
不
思
議
な
瞬
間
が
来
る
。
こ
の
時
、

人
間
的
意
識
の
光
は
剰あ
ま

す
と
こ
ろ
な
く
湮い
ん

滅め
つ

し
て
蹤し
ょ

跡う
せ
きな

く
、
そ
れ
と
共
に
、
今
ま
で
此
の
意
識
を
取
り
か

こ
ん
で
い
た
宇
宙
的
闇
黒
は
煌こ
う

了り
ょ
うた

る
光
明
に
転
成
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
意
識
な
き
処
に
顕
現
し
来
る

此
の
超
意
識
的
意
識
こ
そ
、「
存
在
」
そ
の
も
の
の
霊
覚
で
あ
る
に
外
な
ら
ぬ
。

　
魂
の
奥
底
か
ら
湧
き
あ
が
る
光
を
見
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
光
源
に
近
づ
く
こ
と
を
望
め
と
い
う
の
で
あ

る
。
広
が
る
光
に
驚
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
凝
集
さ
せ
、
魂
に
闇
の
時
空
を
作
る
。
す
る
と
途
端
に
意
識
を
包

ん
で
い
た
闇
は
「
煌
了
た
る
光
明
」
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
。
こ
の
光
に
ふ
れ
る
経
験
を
井
筒
は
、「
霊
覚
」
と

呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
霊
の
眼
覚
め
、
霊
性
の
覚
醒
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
の
霊
は
、
い
わ
ゆ
る
心
霊
現
象
な
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。「
強
烈
な
る
光
燿
に
眩
暈
し
、

遂
に
浮
誇
慢
心
の
独
善
主
義
に
趨
る
は
神
秘
主
義
の
邪
道
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
は
一
た
び
迷
悟
の
辺
際
を
超
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越
し
な
が
ら
再
び
よ
り

0

0

大
な
る
迷
妄
の
渦
中
に
陥
落
す
る
こ
と
に
過
ぎ
ぬ
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
世

に
跋
扈
す
る
表
層
的
な
霊
の
理
解
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
に
井
筒
は
立
っ
て
い
る
。
彼
が
考
え
る
霊
と
は
、

超
越
者
と
人
間
が
交
わ
る
場
で
あ
り
、
人
間
が
超
越
者
か
ら
分
有
さ
れ
て
い
る
も
っ
と
も
高
貴
な
る
も
の
で
あ
る
。

人
は
、
等
し
く
霊
を
分
け
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
霊
を
た
ず
さ
え
た
存
在
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
、
人
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
誰
も
他
者
の
霊
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
霊
は
、

神
だ
け
が
ふ
れ
得
る
神
聖
な
る
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
霊
が
、
あ
く
な
き
ま
で
に
超
越
者
を
乞
い
求
め
る
こ
と
、

そ
れ
が
霊
性
で
あ
る
。

　
先
の
小
林
の
「
信
仰
に
つ
い
て
」
の
一
節
を
引
き
な
が
ら
、「
小
林
秀
雄
を
研
究
す
る
人
が
再
三
熟
読
す
べ
き

も
の
」
と
語
り
、
秀
逸
な
小
林
秀
雄
論
を
残
し
た
批
評
家
が
い
る
。
越
知
保
夫
（
一
九
一
一
│
一
九
六
一
）
で
あ
る
。

小
林
の
批
評
は
つ
い
に
一
つ
の
「
道
」
と
な
る
と
越
知
は
い
っ
た
。

　
今
日
、
越
知
保
夫
の
名
前
を
知
る
人
は
多
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
生
前
越
知
は
、
中
村
光
夫
、
平
野
謙
、
山

本
健
吉
に
評
価
さ
れ
つ
つ
も
一
冊
の
著
作
も
問
う
こ
と
の
無
い
ま
ま
世
を
去
っ
た
。
没
後
、
遺
稿
集
『
好
色
と

花
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
）
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
手
に
し
、
驚
嘆
し
た
の
が
遠
藤
周
作
で
あ
り
島
尾
敏
雄

だ
っ
た
。

　
彼
の
作
品
の
な
か
で
も
「
小
林
秀
雄
論
」（
一
九
五
四
）
は
特
異
な
作
品
で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
で
小
林
秀
雄
と
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
中
核
に
据
え
た
吉
満
義
彦
（
一
九
〇
四
│
一
九
四
五
）
や
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
（
一
八
八

九
│
一
九
七
三
）
と
の
接
点
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
小
林
と
リ
ル
ケ
の
関
係
を
本
格
的
に
論
じ
た
初
め
て
の
人
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物
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
慧
眼
を
証
明
す
る
よ
う
に
小
林
と
マ
ル
セ
ル
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
秘
観
を
語
る
濃
密
な
対
談
が
行
わ

れ
た
の
は
一
九
六
六
年
、
越
知
保
夫
の
死
か
ら
五
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
五
十
を
俟
た
ず
し
て
死
ん
だ
越
知
は
小

林
の
『
本
居
宣
長
』
を
知
ら
な
い
。
だ
が
越
知
の
小
林
秀
雄
論
を
読
む
と
、
の
ち
に
小
林
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
だ

ろ
う
こ
の
晩
年
の
大
業
の
出
現
を
、
彼
は
予
見
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。「
書
く
、
そ
れ
は
予
見
す
る
こ

と
で
あ
る
」
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
い
っ
た
が
、
越
知
の
小
林
秀
雄
論
を
読
ん
で
い
る
と
、
こ
の
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
。

越
知
の
眼
は
あ
る
と
き
小
林
自
身
よ
り
も
小
林
の
魂
に
接
近
し
て
い
る
。
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
こ
ま
で
言
葉
が
届
か
な
け
れ
ば
批
評
を
書
く
積
極
的
な
意
味
も
ま
た
、
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
越
知
は
、
小
林
秀
雄
論
を
数
編
重
ね
た
そ
の
先
で
、
井
筒
が
訳
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ダ
ー
シ
ー
の
著
作

『
愛
の
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
』（
邦
訳
は
一
九
五
七
）
を
め
ぐ
っ
て
長
文
の
批
評
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
訳
書
の
原
著

�
e M

ind and H
eart of Love

（
一
九
四
五
）
に
井
筒
は
、
著
し
く
共
感
し
て
い
た
。
ダ
ー
シ
ー
が
来
日
し
た
と
き
、

井
筒
の
方
か
ら
翻
訳
を
申
し
出
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
こ
の
本
は
、
井
筒
が
訳
し
た
唯
一
の
同
時
代
思
想
家
の
著
作

で
も
あ
っ
た
。
真
摯
な
翻
訳
を
読
む
の
は
訳
者
に
よ
る
批
評
を
読
む
の
に
等
し
い
。
そ
こ
で
は
訳
語
の
選
択
一
つ

に
お
い
て
も
訳
者
の
批
評
眼
が
試
さ
れ
て
い
る
。

　
機
は
熟
し
て
い
た
。
天
が
し
ば
し
こ
の
世
の
時
間
を
預
け
て
い
れ
ば
越
知
保
夫
は
必
ず
、
小
林
と
井
筒
の
霊
性

が
交
わ
る
場
所
に
深
く
分
け
入
り
、
叡
知
の
宝
珠
を
見
つ
け
た
だ
ろ
う
。「
小
林
秀
雄
と
井
筒
俊
彦
」
と
い
う
主

題
は
、
越
知
保
夫
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
批
評
家
の
残
し
た
軌
跡
が
私
た
ち
を
そ
こ
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へ
導
く
の
で
あ
る
。

　
あ
る
と
き
、
小
林
は
安
岡
章
太
郎
に
語
っ
た
。「
宗
派
と
い
う
も
の
に
は
排
他
性
が
あ
る
け
れ
ど
、
宗
教
そ
の

も
の
に
は
そ
ん
な
も
の
は
な
い
」（『
我
等
は
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
し
乎か

』
一
九
九
九
）。
井
筒
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を

一
言
で
表
現
す
る
な
ら
「
宗
教
」
以
外
に
な
い
と
書
い
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
世
界
を
聖
と
俗
と
に
二
分
し
な
い
。

聖
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
聖
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
聖
俗
二
元
論
を
統
合

す
る
有
機
体
で
あ
り
、
現
実
界
を
深
み
か
ら
支
え
る
秩
序
、
そ
れ
が
井
筒
の
考
え
る
「
宗
教
」
で
あ
る
。
だ
が
私

た
ち
は
も
う
、
小
林
や
井
筒
が
認
識
し
た
意
味
に
お
い
て
「
宗
教
」
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
い
つ
の
ま
に
か
原
意
を
離
れ
、
宗
派
、
あ
る
い
は
宗
団
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

　
言
葉
は
、
時
代
と
共
に
、
新
し
い
意
味
を
帯
び
て
顕
現
す
る
。
井
筒
は
、
そ
の
う
ご
め
き
を
「
言
語
の
カ
ル

マ
」
あ
る
い
は
「
意
味
の
カ
ル
マ
」
と
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
（「
意
味
論
序
説
」）。
意
味
の
カ
ル
マ
の
「
貯
蔵
庫
」

を
唯
識
仏
教
の
伝
統
で
は
ア
ラ
ヤ
識
（
阿
頼
耶
識
）
と
呼
ぶ
。
ア
ラ
ヤ
識
を
無
意
識
の
仏
教
的
表
現
で
あ
る
と
す

る
の
は
、
深
層
心
理
学
に
お
い
て
も
、
ま
た
仏
教
の
伝
統
に
お
い
て
も
本
質
か
ら
遠
く
離
れ
た
俗
説
に
過
ぎ
な
い
。

重
な
り
合
う
こ
と
は
あ
る
。
だ
が
、
仏
教
の
伝
統
が
ア
ラ
ヤ
識
を
知
る
よ
う
に
は
、
現
代
の
心
理
学
は
無
意
識
を

知
ら
な
い
。

「
事
事
無
礙
・
理
理
無
礙
」
と
題
す
る
作
品
で
井
筒
は
、
言
葉
で
な
く
イ
メ
ー
ジ
で
伝
え
る
な
ら
ば
、
と
断
り
つ

つ
ア
ラ
ヤ
識
の
あ
り
よ
う
を
こ
う
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
つ
ま
り
、
潜
在
的
意
味
の
ト
ポ
ス
。
太
古
以
来
、
個
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人
を
越
え
て
、
人
類
全
体
の
経
験
し
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
、
意
味
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
生
し
て
、
奔
流
の
ご
と

く
波
立
ち
渦
巻
く
、
暗
い
、
存
在
可
能
性
の
世
界
」
が
開
示
す
る
場
所
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
イ
メ
ー
ジ
で
、
と
あ
え
て
井
筒
が
書
く
の
は
、
言
語
に
よ
る
説
明
が
実
相
を
伝
え
る
最
適
の
選
択
だ
と
思
え
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
ら
ず
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
待
つ
も
の
、
そ
れ
は
不
可
視
だ
が
確
か
に
存
在
す

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
世
界
は
、
芸
術
家
や
詩
人
を
必
要
と
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
そ
こ
〔
ア
ラ
ヤ

識
〕
に
集
積
さ
れ
た
意
味
の
カ
ル
マ
は
、
複
雑
に
絡
み
合
い
縺
れ
合
い
、
互
い
に
反
発
し
合
い
相
互
に
融
解
し
合

い
つ
つ
、
新
し
い
「
意
味
」
を
生
成
し
て
ゆ
く
」（「
意
味
論
序
説
」）、
と
井
筒
は
述
べ
て
い
る
。

　
誤
解
を
招
き
や
す
い
「
カ
ル
マ
」
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
用
い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
井
筒
の
思
い
を
考
え

て
み
る
。
彼
は
、
業カ
ル
マ

が
人
間
の
人
生
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
、
コ
ト
バ
が
時
代
に
隆
起
す
る
力
に
、
人
間
の
制

御
を
許
さ
な
い
、
抗
し
難
い
躍
動
性
と
神
秘
の
業わ
ざ

を
感
じ
て
い
る
。

　
耳
で
聞
き
、
目
で
見
た
他
者
の
言
動
、
心
の
動
き
さ
え
、
一
切
の
区
別
な
く
、
そ
の
痕
跡
は
「
種し
ゅ

子う
じ

」
と
な
っ

て
ア
ラ
ヤ
識
に
堆
積
し
て
い
く
。
ど
ん
な
に
瑣
末
に
、
無
意
味
に
見
え
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
忘
却
の
国
に
放
置

さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
経
験
、
思
索
、
実
践
は
す
べ
て
、
言
語
的
、
非
言
語
的
行
為
で
あ

る
か
を
問
わ
ず
「
意
識
」
の
底
に
沈
殿
し
て
い
く
。
ま
た
、
自
ら
発
し
た
言
葉
を
、
も
っ
と
も
よ
く
聞
い
て
い
る

の
は
自
分
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
営
み
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
も
同
じ
く
コ
ト
バ
の
種
子
と
な
る
。
唯
識

哲
学
の
伝
統
は
、
そ
う
し
た
意
味
の
出
現
を
「
語
言
種
子
」
と
呼
ん
だ
。「「
語
言
種
子
」、
コ
ト
バ
の
、
コ
ト
バ

へ
の
可
能
体
。「
種
子
」
は
コ
ト
バ
す
な
わ
ち
「
名
」
を
求
め
、「
名
」
を
志
向
し
、「
名
」
を
得
れ
ば
「
意
味
」
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と
し
て
発
芽
す
る
」（「
意
味
論
序
説
」）
と
井
筒
は
語
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
井
筒
が
い
う
「
意
味
」
と
、
世
界
に
存
在
す
る
個
々
の
存
在
者
は
同
義
で
あ
る
。
眼
前
の
花
、
石
、
人

間
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
存
在
者
は
、
意
味
と
し
て
こ
の
世
に
出
現
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
意
味
を
持
た
な
い
も
の

は
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
存
在
す
る
働
き
と
は
、
何
も
の
か
か
ら
個
別
的
存
在
者
に
意
味
を
付
与

す
る
こ
と
だ
と
も
い
え
る
。

　
世
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、「
存
在
」
か
ら
「
存
在
す
る
こ
と
」
を
分
有
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
と
は
コ
ト
バ
の

意
味
的
分
節
で
あ
る
。
井
筒
に
と
っ
て
哲
学
と
は
意
味
を
通
じ
て
、
コ
ト
バ
の
淵
源
に
ふ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
源

泉
か
ら
コ
ト
バ
が
意
味
を
生
む
場
所
に
立
つ
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
彼
は
、
エ
ラ
ノ
ス
会
議

に
参
加
す
る
と
き
、
自
身
の
研
究
領
域
を
尋
ね
ら
れ
「
哲
学
的
意
味
論
」
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
コ
ト
バ
の
形
而
上
学
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
井
筒
は
、
際
限
な
く
唯
識
哲
学
の
伝
統
に
還
っ
て
ゆ
く
。
だ

が
、
彼
は
こ
の
古
く
、
し
か
し
、
今
も
新
し
い
宗
教
哲
学
の
地
平
を
概
説
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
彼
の
主
眼
は
、
歴
史
を
引
き
う
け
、
そ
れ
を
い
っ
そ
う
深
く
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は
ア
ラ
ヤ

識
の
最
奥
層
に
あ
え
て
、
コ
ト
バ
の
場
を
再
定
義
し
、「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
あ
る
い
は
「
意
味
ア
ラ
ヤ
識
」
と
呼

び
、
東
洋
哲
学
の
伝
統
に
「
意
味
」
生
成
の
秘
義
の
、
新
し
い
想
起
を
試
み
た
。
過
去
を
反
芻
す
る
だ
け
で
な
く
、

未
知
な
る
場
所
に
還
っ
て
い
く
道
程
に
お
い
て
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
新
し
く
、
必
須
な
何
か
を
見
出

そ
う
と
す
る
。

　
真
実
の
姿
が
顕
わ
に
な
る
に
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
そ
れ
を
読
み
解
く
人
間
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
井
筒
は
、
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自
分
の
声
を
発
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
存
在
の
深
み
か
ら
自
ら
に
語
り
か
け
る
、
も
う
一
つ
の
「
声
」
が
響
き
渡

る
の
を
希
っ
た
。
叡
知
の
灯
明
の
継
承
者
た
る
こ
と
を
切
願
し
た
。

　
井
筒
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
関
係
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
の
主
題
は
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
に
限
ら
な

い
。
孔
子
に
始
ま
る
儒
家
の
神
秘
観
で
も
い
い
、
リ
ル
ケ
、
マ
ラ
ル
メ
、
芭
蕉
に
つ
い
て
で
も
か
ま
わ
な
い
。
ま

っ
た
く
異
な
る
存
在
で
あ
る
彼
ら
が
な
ぜ
同
一
の
地
平
に
あ
る
と
認
識
す
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
井
筒
俊
彦
に
訊

く
。
そ
の
と
き
彼
は
、「
巨
大
な
も
の
の
声
」
の
現
成
を
前
に
、
自
ら
の
所
感
を
述
べ
る
と
い
う
欲
求
は
、
灰
燼

に
帰
し
た
と
答
え
る
に
違
い
な
い
。
次
に
引
く
の
は
、
若
き
井
筒
の
主
著
『
神
秘
哲
学
』（
一
九
四
九
）
冒
頭
の
一

文
で
あ
る
。

悠ゆ
う

邈ば
く

た
る
過
去
幾
千
年
の
時
の
彼
方
よ
り
、
四
周
の
雑
音
を
高
ら
か
に
圧
し
つ
つ
或
る
巨
大
な
も
の
の
声
が

こ
の
胸
に
通
い
来
る
。
殷
々
と
し
て
耳
を
聾
せ
ん
ば
か
り
に
響
き
寄
せ
る
こ
の
不
思
議
な
音
声
は
、
多
く
の

人
々
の
胸
の
琴
線
に
い
さ
さ
か
も
触
る
る
こ
と
な
く
、
た
だ
徒
に
そ
の
傍
ら
を
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
ら
し
い
。

人
は
冷
然
と
し
て
こ
れ
を
聞
き
な
が
し
、
そ
の
音
に
全
く
無
感
覚
な
る
も
の
の
ご
と
く
に
も
思
わ
れ
る
。
併

し
乍
ら
こ
の
怖
る
べ
き
音
声
を
己
が
胸
中
の
絃
ひ
と
筋
に
受
け
て
、
こ
れ
に
相
応
え
相
和
し
つ
つ
、
心
臓
も

破
れ
ん
ば
か
り
鳴
響
す
る
魂
も
あ
る
の
だ
。

　
沈
黙
す
る
べ
き
は
人
間
で
あ
り
、
語
る
の
は
自
然
だ
と
小
林
秀
雄
は
語
っ
た
。
黙
す
べ
き
は
人
で
あ
り
、
轟
く
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べ
き
は
「
存
在
」
の
声
で
あ
る
、
井
筒
な
ら
そ
う
い
っ
た
だ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
人
も
、
プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
あ
る
い
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
家
、
後
年
の
著
書
に
現
れ
る
老
子
、
荘
子
と
い
っ
た
東
洋

の
哲
人
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
リ
ル
ケ
、
マ
ラ
ル
メ
ま
で
も
、
求
道
者
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
井
筒
は
、

何
ら
区
別
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
。
皆
、
人
間
を
超
え
る
者
に
従
う
こ
と
が
、
人
間
の
使
命
で
あ
る
と
い
う

信
念
に
お
い
て
、
彼
に
は
差
異
な
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
を
論
じ
、「
彼
等
は
い
ず
れ
も
哲
学
者
で
あ
る
以
前
に
神
秘
家
で
あ
っ
た
」（『
神
秘
哲

学
』）
と
い
う
井
筒
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
自
身
の
内
心
の
告
白
と
な
っ
て
い
る
。
彼
が
い
う
神
秘
家
と
は
、
神

秘
を
め
ぐ
っ
て
饒
舌
に
語
る
「
神
秘
主
義
者
」
で
は
な
い
、
む
し
ろ
、
そ
の
対
極
的
存
在
だ
と
考
え
て
よ
い
。
そ

れ
は
霊
性
の
探
究
に
生
涯
を
捧
げ
る
者
の
呼
称
で
あ
り
、
宗
派
の
束
縛
を
受
け
な
い
絶
対
探
求
者
の
謂
い
で
あ
る
。

　
神
秘
家
は
毎
瞬
、
ま
ざ
ま
ざ
と
神
秘
を
感
じ
、
そ
の
道
を
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
神
秘
が
何
で
あ
る
か
を
語

ら
な
い
。
小
林
秀
雄
は
、
日
本
文
学
に
お
い
て
、
批
評
と
い
う
地
平
を
切
り
拓
い
た
文
学
者
で
あ
る
以
前
に
一
個

の
神
秘
家
だ
っ
た
。
越
知
保
夫
の
慧
眼
は
そ
れ
を
見
過
さ
な
い
。
彼
は
十
九
世
紀
イ
ン
ド
の
聖
者
ラ
ー
マ
ク
リ
シ

ュ
ナ
と
小
林
と
の
間
に
す
ら
接
点
を
求
め
た
（「
小
林
秀
雄
論
」）。

「
批
評
ト
ハ
無
私
ヲ
得
ム
ト
ス
ル
道
デ
ア
ル
」
と
記
し
た
小
林
の
書
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
小
林
の
言
葉
を
、

井
筒
が
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
、「
批
評
」
を
「
哲
学
」
に
変
え
て
も
、
何
ら
異
な
ら
な
い
と
語
っ
た
だ

ろ
う
。

　
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
超
越
者
を
「
存
在
」
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
小
林
は
そ
れ
を
「
謎
」
と
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い
っ
た
。
あ
る
と
き
井
筒
は
そ
れ
を
「
コ
ト
バ
」
と
書
い
た
。
こ
こ
で
見
る
べ
き
は
表
記
の
差
異
で
は
な
い
。
そ

れ
以
外
に
表
現
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
絶
対
的
経
験
の
問
題
で
あ
る
。

「
存
在
は
コ
ト
バ
で
あ
る
」
と
い
う
井
筒
の
文
章
を
、
小
林
が
読
む
こ
と
を
想
像
し
て
み
る
。
彼
は
主
題
が
人
を

選
び
、
表
現
を
決
定
す
る
と
い
う
、
自
ら
も
経
験
し
て
き
た
不
思
議
な
選
び
が
、
こ
の
詩
人
哲
学
者
に
も
働
い
て

い
る
の
を
発
見
し
、
畏
敬
の
念
を
覚
え
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
魂
の
同
胞
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
哲
学
者

を
通
じ
て
自
ら
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
、
超
越
者
に
対
す
る
畏
怖
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
書
き
残
し
た
こ
と
は
な
い
と
語
り
、『
本
居
宣
長
』
の
筆
を
擱
い
た
小
林
が
、「
本
居
宣
長
補
記
」（
一
九
七
九
）

で
再
び
語
り
始
め
た
の
は
、「
哲
学
の
文
章
」
と
い
う
主
題
に
再
び
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
だ
っ
た
。「
第
七
書
簡
」
で

プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
の
奥
義
を
め
ぐ
っ
て
書
き
、
究
極
的
な
こ
と
は
言
葉
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

言
葉
に
対
す
る
不
信
は
、
言
葉
で
語
り
得
ぬ
も
の
へ
の
信
の
顕
わ
れ
だ
ろ
う
。
哲
学
の
祖
師
も
、
言
葉
へ
の
不
信

か
ら
つ
い
に
コ
ト
バ
に
出
会
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
信
仰
深
き
人
が
、
不
信
の
先
に
超
越
の
姿
に
出
会
う
の

に
も
似
て
。
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二
　
ラ
ン
ボ
ー
の
問
題

　
発
表
当
初
（
一
九
四
七
）
は
「
ラ
ン
ボ
オ
の
問
題
」
と
題
さ
れ
、
今
日
で
は
「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅲ
」
と
し
て
読
ま
れ

て
い
る
作
品
は
、「
恐
ら
く
再
び
ラ
ン
ボ
オ
に
つ
い
て
書
く
機
は
来
ま
い
が
」
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
小
林
秀
雄

最
後
の
ラ
ン
ボ
ー
論
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
詩
人
と
の
邂
逅
を
「
事
件
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。

文
学
と
は
他
人
に
と
っ
て
何
ん
で
あ
れ
、
少
く
と
も
、
自
分
に
と
っ
て
は
、
或
る
思
想
、
或
る
観
念
、
い
や

一
つ
の
言
葉
さ
え
現
実
の
事
件
で
あ
る
、
と
、
は
じ
め
て
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
ラ
ン
ボ
オ
だ
っ
た
様
に
も

思
わ
れ
る
。（「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅲ
」）

　
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
が
、
な
ぜ
小
林
が
、
冷
淡
な
読
者
に
は
過
剰
な
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
「
事

件
」
な
ど
と
い
う
表
現
を
用
い
た
か
、
そ
の
実
相
を
め
ぐ
っ
て
は
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
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う
。
こ
の
ラ
ン
ボ
ー
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
人
生
は
ま
る
で
違
っ
た
方
向
に
進
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
意
味

さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
予
期
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
突
然
の
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
も

「
事
件
」
と
い
う
一
語
か
ら
は
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
だ
が
、
小
林
の
本
意
は
そ
こ
に
留
ま
る
ま
い
。
こ
の
偶
発
的
な
事
象
の
よ
う
な
出
来
事
が
、
実
は
自
ら
の
意
志

で
は
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
不
可
避
な
選
び
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

同
作
の
冒
頭
に
あ
る
「
向
う
か
ら
や
っ
て
来
た
見
知
ら
ぬ
男
が
、
い
き
な
り
僕
を
叩
き
の
め
し
た
の
で
あ
る
」
と

い
う
ラ
ン
ボ
ー
と
の
邂
逅
を
め
ぐ
る
表
現
も
単
な
る
誇
張
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
小
林
に
は
、
そ
れ
が
此
界
で
の
出

来
事
で
は
な
く
、
異
界
か
ら
の
呼
び
か
け
だ
っ
た
こ
と
が
直
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
に
小
林
は
、
ラ
ン
ボ
ー
を
知
り
、
最
初
の
ラ
ン
ボ
ー
論
「
人
生
斫
断
家
ア
ル
チ
ュ

ル
・
ラ
ン
ボ
オ
」
を
書
く
。
先
に
ふ
れ
た
「
ラ
ン
ボ
オ
の
問
題
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
二
十
二
年
後
の
一
九
四
七

年
で
あ
る
。
そ
の
間
、
彼
は
も
う
一
つ
の
ラ
ン
ボ
ー
論
（「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅱ
」
一
九
三
〇
）
を
書
い
て
い
る
が
、
注
目
す

る
べ
き
は
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
集
の
翻
訳
で
あ
る
。

　
原
作
を
読
み
、
名
状
で
き
な
い
魂
の
動
き
を
感
じ
た
人
間
が
、
感
動
を
現
実
化
し
て
い
く
行
為
、
翻
訳
と
は
そ

う
し
た
営
み
だ
ろ
う
。
不
思
議
な
こ
と
だ
が
翻
訳
は
、
捧
げ
ら
れ
た
無
私
の
精
神
に
応
じ
る
よ
う
に
、
訳
者
の
作

品
と
し
て
の
生
命
も
帯
び
る
に
至
っ
て
完
成
す
る
。
ま
た
、
そ
の
逆
の
こ
と
も
相
乗
的
に
生
起
す
る
。
原
作
者
ラ

ン
ボ
ー
の
刻
ん
だ
言
葉
が
、
小
林
の
訳
語
に
覆
い
尽
く
さ
れ
た
と
き
、
か
え
っ
て
ラ
ン
ボ
ー
の
精
神
は
ま
ざ
ま
ざ

と
よ
み
が
え
る
。
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こ
う
し
た
と
き
、
誤
訳
の
有
無
は
さ
ほ
ど
関
係
が
な
い
。
問
わ
れ
る
の
は
訳
者
の
献
身
の
態
度
で
あ
る
。
訳
者

は
自
ら
の
個
性
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
と
き
捧
げ
る
の
も
自
ら
の
精
神
し
か
な
い
。『
ラ

ン
ボ
オ
詩
集
』
と
は
、
そ
う
し
た
果
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
沈
黙
を
解
く
起
因
に
な
っ
た
出
来
事
に
逢
着
す
る
た

め
に
は
、
語
ら
れ
た
こ
と
以
上
に
ま
ず
、
彼
の
沈
黙
に
近
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
訳
詩
集
を
世
に
出
し
て
か
ら
小

林
は
、
十
七
年
間
、「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅲ
」
ま
で
こ
の
詩
人
を
直
接
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
戦
後
ほ
ど
な
く
行
わ
れ
た
、
平
野
謙
や
佐
々
木
基
一
ら
と
の
有
名
な
座
談
「
コ
メ
デ
ィ
・
リ
テ
レ
ー
ル
　
小
林

秀
雄
を
囲
ん
で
」
で
小
林
は
、
自
ら
の
訳
詩
集
に
言
及
し
て
い
る
。
座
談
会
の
参
加
者
の
一
人
埴
谷
雄
高
は
、

『
地
獄
の
季
節
』
の
翻
訳
に
は
、
小
林
秀
雄
の
「
美
へ
の
信
仰
性
」
が
潜
ん
で
い
て
、
言
葉
の
伝
統
か
ら
隔
絶
さ

れ
た
現
代
の
日
本
で
は
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
「
悪
影
響
」
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
、
と
語
っ
た
。

　
多
く
の
人
間
が
小
林
の
翻
訳
に
驚
き
を
覚
え
、
襲
い
く
る
よ
う
な
影
響
の
波
を
受
け
止
め
る
の
に
必
死
だ
っ
た

な
か
で
埴
谷
が
、
訳
詩
集
を
通
じ
て
小
林
の
「
信
仰
」
を
看
破
し
て
い
る
の
は
卓
見
で
あ
る
。
だ
が
、
小
林
は
そ

れ
に
直
接
答
え
な
い
。
一
方
で
彼
は
、
誰
か
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
そ
の
詩
集
を
翻
訳
し
た
の
で
は
な

い
、
ま
っ
た
く
自
分
の
た
め
に
や
っ
た
の
だ
と
述
べ
る
。
ま
た
、
翻
訳
さ
れ
た
詩
は
、
既
に
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
で
は

な
い
「
日
本
の
詩
」
だ
と
言
っ
た
。

　
確
か
に
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
た
象
徴
派
詩
人
の
言
葉
で
は
な
い
。
小
林
秀
雄

自
身
の
そ
れ
だ
。
小
林
は
、
自
ら
の
詩
を
書
く
代
わ
り
に
十
九
歳
で
詩
を
棄
て
た
、
異
才
の
言
葉
を
引
継
ぐ
道
を

選
ん
だ
。『
ラ
ン
ボ
オ
詩
集
』
が
強
い
衝
撃
と
熱
情
を
も
っ
て
読
者
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
ラ
ン
ボ
ー
と
は
何
者
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