
中
　
原
　
中

　
　
　
　
1
一
「
魂
」

」
　
「
現
識
」
と
「
認
識
」

也
　
論

の
求
め
る
も
の
一

　
中
也
に
と
っ
て
「
藝
術
」
と
は
「
魂
」
に
よ
る
「
織
物
」
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
（
－
）
「
詩
論
」
に
お
い
て
は
「
藝
術
と
は
、
自

分
自
身
の
魂
に
浸
る
こ
と
い
か
に
誠
實
に
し
て
深
い
か
に
あ
る
の

だ
。
」
（
2
）
と
そ
の
「
魂
」
の
在
り
方
を
説
く
。
中
也
が
多
く
の
詩
論

の
中
で
「
魂
」
と
い
う
言
葉
を
大
切
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す

べ
き
だ
。
「
藝
術
」
つ
ま
り
「
詩
」
を
喚
起
す
る
根
源
的
部
分
を
担
う

も
の
と
し
て
「
魂
」
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
社
会
の
中
で
「
魂
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
言
葉
に
与
え
ら
れ

る
意
味
は
か
な
り
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

あ
る
に
は
あ
る
が
、
手
に
と
っ
て
分
析
な
ど
の
し
よ
う
も
な
い
不
思

議
な
言
葉
で
、
神
秘
的
で
あ
る
と
同
時
に
ど
こ
か
不
気
味
で
さ
え
あ

る
。
私
達
は
「
魂
」
を
ど
う
と
ら
え
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
中
也
が
「
藝
術
論
計
え
書
」
で
く
り
返
し
書
い
て
い
る
こ
と
は

「
生
命
の
豊
か
さ
熾
烈
さ
だ
け
が
墨
守
に
と
っ
て
重
要
」
（
3
）
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
芸
術
に
必
要
な
「
生
命
の

豊
か
さ
」
に
つ
い
て
は
「
一
般
生
活
の
上
で
人
々
が
煙
れ
ぬ
世
界
の

こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る

薄
　
井
　
亜
紀
子

「
魂
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
一
般
生
活
の
上
で
人
々
が
攣
れ
ぬ
世

界
」
に
属
す
る
類
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
先

に
あ
げ
た
中
也
の
言
葉
を
「
魂
だ
け
が
藝
術
に
と
っ
て
重
要
」
で
あ

る
、
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
人
々
が
鯛
れ
ぬ
世
界
」
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
そ
れ

を
考
察
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
人
間
に
と
っ
て

「
燭
れ
ぬ
」
も
の
ほ
ど
不
安
な
も
の
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
く
る
。
人
は
自
分
を
と
り
ま
く
多
く
の
「
薫
れ
ぬ
」
も

の
へ
の
不
安
、
そ
の
不
安
を
打
ち
消
す
た
め
に
、
常
に
目
の
前
に
広

が
る
世
界
…
1
現
識
（
4
）
と
自
分
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
か
っ
た
、
そ
の
欲
求
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
が
認
識
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
「
認
識
と
は
、
元
來
、
現
識
過
剰
に
堪
ら
れ
な
く
な
っ
て

発
生
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
」
（
5
）
と
中
也
は
言
う
。
認
識
は
、
触

れ
ぬ
も
の
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
人
間
は
、

自
分
と
の
関
係
を
見
出
せ
な
い
も
の
、
不
可
解
な
も
の
は
、
し
だ
い

に
、
し
か
も
意
識
的
に
自
分
の
生
活
か
ら
切
り
離
し
て
い
く
よ
う
に

な
る
。
つ
ま
り
、
目
で
見
た
り
触
っ
た
り
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
の
他
は
何
も
信
じ
よ
う
と
し
な
く
な
っ
た
の
だ
。
物
事

す
べ
て
が
認
識
可
能
か
否
か
で
判
断
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
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り
、
こ
れ
ま
で
の
価
値
基
準
が
履
さ
れ
る
。
人
々
の
認
識
か
ら
外
れ

た
行
動
は
お
ろ
か
で
あ
り
、
認
識
か
ら
外
れ
た
物
言
い
は
ば
か
げ
て

い
た
。
や
が
て
は
こ
う
し
た
人
間
観
、
人
生
観
が
基
盤
と
な
っ
て
近

代
社
会
が
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
中
也
は
、
こ
う
し
た
近
代
社
会
に
生
き
る
人
々
を
「
近
代
病
」
者

で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
葛
藤
を
回
避
す
る
人
生
の
気
楽
さ
や
、
触

れ
え
ぬ
よ
う
な
不
可
能
な
も
の
と
は
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
惰
性
が
、

人
々
を
恐
る
べ
き
近
代
病
者
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
顕

著
な
例
が
、
明
治
時
代
に
お
け
る
西
洋
文
明
の
大
量
輸
入
で
あ
ろ
う
。

人
々
は
外
国
文
明
か
ら
何
を
得
、
そ
こ
に
何
を
夢
み
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
よ
り
よ
い
生
活
や
豊
か
な
人
生
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
し
か
も

新
し
い
認
識
に
囲
ま
れ
て
、
人
々
は
ど
ん
な
に
か
安
心
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
嬉
々
と
し
て
そ
の
未
来
を
信
じ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
当

時
日
本
に
入
っ
て
き
た
西
洋
の
文
明
は
そ
も
そ
も
が
自
分
達
の
生
活

に
根
ざ
し
た
現
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
、
い
と
も
簡
単
に
そ
の
学
問
や
技
術
を
と
り

入
れ
て
し
ま
っ
た
。
知
識
や
認
識
、
現
識
と
の
対
決
に
よ
っ
て
生
ま

れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
多
く
の
そ
れ
ら
に
頼
る
ぽ
か
り
の
生
活
の

中
に
、
本
当
の
「
豊
か
さ
」
は
存
在
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
習
慣
」
の
存
在
に
野
し
て
次
第
に
寛
容
に
な
る
こ
と
は
、

自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
は
よ
ろ
し

い
。
け
れ
ど
も
や
が
て
彼
が
そ
の
寛
容
を
手
段
の
如
く
把
持
す

る
に
至
っ
て
、
彼
は
堕
落
で
あ
る
。
（
6
）

（「

v
折
し
た
富
永
」
）

　
「
習
慣
」
に
寛
容
に
な
る
の
は
自
然
な
の
で
あ
っ
て
け
し
て
手
段

で
は
な
い
。
手
段
と
す
る
こ
と
を
中
也
は
「
堕
落
で
あ
る
」
と
評
す

る
。
認
識
に
つ
い
て
も
ま
た
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
現
識
と
対
決
し
、
葛
藤
を
く
り
返
し
、
結
果
と
し
て
生
ま

れ
て
く
る
の
が
「
認
識
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
然
で
あ
り
、
決
し

て
手
段
で
は
な
い
の
だ
。
ひ
と
た
び
、
こ
れ
が
手
段
と
し
て
l
l
例

え
ば
現
識
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
た
め
に
l
l
用
い
ら
れ
た
と
し

た
な
ら
、
そ
れ
は
「
堕
落
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　
近
代
の
人
々
が
願
う
よ
う
に
、
す
べ
て
を
認
識
し
、
自
分
と
の
関

係
を
測
り
、
触
れ
ぬ
も
の
へ
の
不
安
が
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、

「
遅
れ
ぬ
世
界
」
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
依

然
と
し
て
あ
る
の
だ
。
「
燭
れ
ぬ
も
の
」
は
人
々
の
意
識
の
底
の
底

で
、
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
い
っ
か
、
無
意
識

の
う
ち
に
理
屈
抜
き
で
何
も
の
か
に
「
あ
玉
」
と
叫
ば
し
め
ら
れ
た

と
き
に
ハ
ッ
と
す
る
だ
ろ
う
。
「
鯛
れ
ぬ
も
の
」
の
影
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。
自
分
の
身
に
触
れ
る
も
の
し
か
信
じ
ら
れ
ぬ
と
し
た
ら
、
そ

の
身
を
つ
き
動
か
す
内
な
る
も
の
の
存
在
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い

か
。　

中
也
の
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
の
中
に
現
識
と
正
面
か
ら
向
き
あ

お
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
淋
え
る
。
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き
ら
び
や
か
で
も
な
い
け
れ
ど

こ
の
一
本
の
手
綱
を
は
な
さ
ず

こ
の
陰
暗
の
地
域
を
過
ぎ
る

そ
の
志
明
ら
か
な
れ
ぽ

冬
の
夜
を
我
は
嘆
か
ず

「
陰
暗
の
地
域
」
と
は
「
触
れ
ぬ
世
界
」
で
あ
ろ
う
。
「
陰
暗
」
で
あ

れ
ば
こ
そ
人
は
地
を
し
っ
か
り
と
み
し
め
、
手
綱
だ
け
を
頼
り
に
歩

こ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
鰯
れ
ぬ
世
界
」
を
生
き
抜
き
、
そ
し

て
本
当
の
「
生
命
の
豊
か
さ
」
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
志
が
明
ら

か
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
冬
の
夜
」
を
も
嘆
か
な
い
。
最
終
連
に
お
い

て
「
陽
気
で
、
坦
々
と
し
て
、
而
も
己
を
売
ら
な
い
こ
と
を
と
、
／

わ
が
魂
の
願
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
！
」
と
く
く
っ
て
い
る
。
「
生
命
の

豊
か
さ
」
を
求
め
て
中
也
は
一
歩
一
歩
前
進
す
る
。
認
識
に
頼
ら
ず

「
寒
月
の
下
し
を
行
く
た
め
に
は
「
己
を
売
ら
な
い
こ
と
。
」
現
識
を

感
じ
た
ま
ま
に
受
け
と
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
願
う

の
が
「
魂
」
な
の
で
あ
っ
た
。

二
　
有
明
と
透
谷

　
人
間
は
現
識
と
の
対
決
の
中
で
「
燭
れ
ぬ
世
界
」
へ
の
不
安
に
堪

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
不
可
解
さ
を
怖
れ
、
意
識
的
に
対
決
を
避

け
る
よ
う
に
な
る
と
自
然
に
魂
と
現
識
と
の
対
決
が
弱
め
ら
れ
て

い
っ
た
。
魂
が
肉
か
ら
分
離
さ
れ
る
最
初
の
一
歩
で
あ
る
。
そ
う
す

る
う
ち
に
、
幾
度
も
の
対
決
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
認
識
が
、
肉
を
動

か
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
認
識
が
増
え
る
ご
と

に
魂
の
必
要
性
は
薄
れ
、
魂
と
現
識
と
が
対
決
す
る
こ
と
な
し
に
肉

が
動
く
世
界
が
出
来
上
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
魂
」
の
喪

失
が
お
こ
り
、
肉
と
魂
は
一
体
と
し
て
で
な
く
、
分
離
さ
れ
た
も
の

と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
近
代
社
会
に
お
い
て
人
々
の
生
活

か
ら
「
魂
」
の
存
在
は
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
一
方
、

明
治
の
詩
人
達
は
こ
の
「
魂
の
喪
失
し
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
だ
ろ

う
か
。

　
　
す
え
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
と
ぼ
そ

　
「
蘂
の
星
」
「
生
の
局
」
「
憂
事
の
足
穂
」
な
ど
象
徴
的
語
句
が

特
徴
的
な
蒲
原
有
明
は
そ
の
藩
中
に
「
魂
」
や
「
霊
偏
を
多
用
す
る
。

そ
の
た
め
か
、
有
明
は
当
時
の
詩
壇
で
「
独
善
的
な
難
解
詩
人
」
「
時

代
に
縁
な
き
も
の
」
（
τ
）
と
評
さ
れ
て
い
た
。
「
『
有
明
集
』
合
評
」
（
呂
）

の
中
で
松
原
至
文
ら
五
人
の
若
き
詩
人
達
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

共
通
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
詩
が
「
実
際
生
活
」
に
触
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
な
る
理
由
は
象
徴
的
語

句
を
多
用
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
象

微
的
語
句
は
、
象
徴
で
あ
る
が
ゆ
え
に
往
々
に
し
て
朦
朧
と
な
り
、

誇
張
と
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
有
明
の
表
現
し
た
か
っ

た
世
界
は
象
徴
で
し
か
表
現
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

そ
う
い
う
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
確
乎
た
る
言
葉
で
は
く
く
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
有
明
自
身
は
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
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い
た
の
だ
ろ
う
。

れ
て
い
る
。

『
有
明
詩
抄
』
の
自
序
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

…
…
言
葉
に
極
ま
る
と
こ
ろ
に
詩
が
あ
る
の
で
そ
の
言
葉
の
内

容
と
な
る
も
の
は
そ
の
言
葉
に
本
来
具
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

即
ち
本
始
的
根
本
的
の
生
活
で
あ
る
。
（
9
）

言
葉
に
は
本
来
具
足
し
た
内
容
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
有
明
は
そ

の
内
容
を
「
本
始
的
根
本
的
の
生
活
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、

有
明
が
好
ん
で
用
い
た
象
徴
的
な
言
葉
の
数
々
に
も
「
本
図
的
根
本

的
の
生
活
」
が
具
足
し
て
い
る
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
達
が
象
徴
的
で
あ
る
と
感
じ
、
難
解
で
あ
る
と
評
し
た
言
葉
は
、

こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
「
魂
」
と
同
様
、
「
謙
れ
ぬ
世
界
」
に
存
す
る

も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る
と
、
象
徴
で
表
現
し
よ

う
と
し
た
有
明
は
、
「
鯛
れ
る
世
界
」
側
の
「
実
際
生
活
」
に
で
は
な

く
、
「
鰯
れ
ぬ
世
界
」
側
に
「
本
始
的
根
本
的
の
生
活
し
が
あ
る
と
い

う
の
だ
ろ
う
か
。
若
き
詩
人
た
ち
が
有
明
の
詩
を
「
時
代
に
露
な
き

も
の
」
と
評
し
た
の
も
、
「
鯛
れ
ぬ
世
界
」
の
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
近
代

で
あ
る
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
青
年
詩
人
た
ち
は
「
点
れ
る
世

界
」
つ
ま
り
「
実
際
生
活
」
だ
け
を
見
つ
め
て
生
き
て
い
く
こ
と
を

夢
み
た
「
時
代
の
人
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

失
ひ
し
翼
を
ぼ
何
塵
に
得
べ
き
、

あ
く
が
る
る
甲
斐
も
な
き
こ
の
世
の
さ
だ
め
、

わ
が
霊
は
痛
ま
し
き
夢
に
な
ぐ
さ
む
、

わ
が
霊
は
、
あ
な
、
朽
つ
る
肉
の
香
に
。

有
明
は
『
有
明
集
』
の
「
不
安
」
（
犯
）
の
中
で
ま
さ
に
こ
の
「
時
代
し

へ
の
不
安
を
う
た
う
。
こ
の
「
あ
く
が
る
る
甲
斐
も
な
き
こ
の
世
」

で
、
「
霊
」
は
「
痛
ま
し
き
夢
」
に
な
ぐ
さ
め
ら
れ
て
生
き
て
い
く
し

か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
肉
の
香
」
に
朽
ち
て
い
く
し
か
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
「
肉
の
香
」
と
は
堕
落
に
充
ち
満
ち
た
肉
の
欲
求
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。
「
実
際
生
活
」
の
中
で
安
楽
に
過
ご
す
こ
と
ば
か
り

を
考
え
る
人
々
は
、
有
明
に
と
っ
て
「
痛
ま
し
き
夢
」
を
見
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
滅
の
香
」
（
鷲
）
に
は
行
き
場
の
な
く
な
っ

た
魂
の
影
が
見
え
か
く
れ
す
る
。

幾
た
び
か
憧
が
れ
か
は
る

肉
村
の
餓
悔
の
夢
に

朽
ち
入
る
は
梵
音
ど
よ
む

西
天
の
浬
藥
の
教
一

埋
れ
し
わ
が
追
憶
や
。

肉
か
ら
分
離
さ
れ
た
魂
は
迫
り
く
る
「
肉
の
香
」
に
追
い
や
ら
れ

「
ど
こ
に
も
帰
属
の
場
を
持
た
な
い
あ
て
ど
も
な
い
彷
裡
」
（
珍
）
を
呈

す
る
他
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
魂
が
身
の
内
に
よ
み
が
え
る
の
は

一25一



「
肉
村
の
臓
悔
の
夢
」
を
見
る
と
き
で
あ
る
。

　
肉
の
欲
求
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
身
に
、
ふ
と
た
ち
か
え
っ
た
魂
が
感

じ
と
っ
た
不
安
や
焦
躁
を
有
明
は
象
微
に
よ
っ
て
う
た
い
上
げ
た
。

そ
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
は
や
は
り
近
代
社
会
の
抱
え
た
不
安
、

「
魂
の
喪
失
」
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
「
碑
銘
」
の
其
四
は

「
肉
は
、
霊
は
、
／
二
つ
の
ち
か
ら
、
」
と
う
た
い
だ
さ
れ
て
い
た

が
、
こ
れ
は
後
に
『
有
明
詩
集
』
に
お
い
て
「
肉
は
、
霊
は
、
ひ
と

つ
の
い
の
ち
。
」
と
改
め
ら
れ
る
。
（
3
1
）
肉
と
魂
が
ひ
と
つ
に
な
り
、

現
業
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
た
と
き
、
そ
の
と
き
こ
そ
魂
は
肉
に

働
き
、
肉
は
魂
に
す
べ
て
を
感
覚
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
世
界
が
有

明
の
「
本
吉
的
根
本
的
生
活
」
の
あ
り
か
な
の
だ
。

　
近
代
社
会
に
お
け
る
「
燭
れ
ぬ
も
の
」
へ
の
不
安
を
敏
感
に
感
じ

と
っ
て
い
た
有
明
で
あ
っ
た
が
、
「
創
始
期
の
詩
壇
」
（
4
一
）
の
中
で

「
わ
た
く
し
は
『
透
編
集
』
を
播
く
時
に
最
も
こ
の
感
を
深
く
す

る
。
」
と
述
べ
る
。
北
村
透
谷
の
世
界
で
は
、
こ
の
近
代
の
抱
え
た

「
不
安
」
は
ど
の
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ォ
き
ス

　
透
谷
が
恐
れ
た
も
の
は
く
「
力
と
し
て
の
自
然
〉
で
あ
っ
た
。

「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
に
お
い
て
、
透
谷
の
「
自
然
」

の
観
念
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

自
然
は
吾
人
に
服
從
を
命
ず
る
も
の
な
り
、
「
カ
」
と
し
て
の

自
然
は
吾
人
を
暴
塵
す
る
こ
と
を
揮
ら
ざ
る
も
の
な
り
…
而
し

て
吾
人
は
或
る
度
ま
で
は
必
ら
ず
服
駕
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
「
運

命
」
、
然
り
、
悲
し
き
「
運
命
」
に
包
ま
れ
て
あ
る
な
り
。
（
焉
）

寄
せ
く
る
近
代
の
波
に
力
な
く
消
え
つ
つ
あ
る
は
か
な
き
も
の
を

「
自
然
」
と
呼
ん
だ
中
也
と
は
対
照
的
に
透
谷
は
衰
え
る
こ
と
な
く

増
長
し
続
け
近
代
を
謳
歌
す
る
「
力
」
に
「
自
然
」
を
み
て
い
る
。

透
谷
の
「
自
然
」
は
「
肉
」
と
し
て
の
人
間
を
形
成
し
て
い
く
大
き

　
　
フ
ォ
　
ス

な
「
力
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
肉
」
と
し
て
在
る
、
こ
の
ま

ぬ
が
れ
難
き
事
実
を
透
谷
は
「
悲
し
き
運
命
」
と
言
う
。

　
し
か
し
透
谷
は
、
一
つ
の
観
念
に
は
同
根
か
ら
二
黒
に
分
れ
た
も

う
一
つ
の
観
念
が
必
ず
存
在
す
る
は
ず
だ
、
と
す
る
「
他
界
」
の
観

念
を
説
い
て
い
た
。
（
6
1
）
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
を
「
力
」
と
し
て
と
ら

え
、
「
肉
」
と
し
て
の
人
間
を
認
識
し
た
と
た
ん
、
不
可
量
的
に
そ
の

「
他
界
」
で
あ
る
「
霊
」
と
し
て
の
人
間
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

く
な
っ
て
く
る
。
「
肉
」
が
自
然
に
よ
っ
て
産
量
を
命
ぜ
ら
る
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
極
に
「
他
界
」
と
し
て
あ
る
「
霊
」
は

何
物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
透
谷
は
「
他
界
」
に
「
悲
し
き
運
命
」
を
生
き
抜
く
活
路
を

見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

　
そ
の
様
相
は
「
蓬
莱
曲
」
（
9
の
中
に
顕
著
で
あ
る
。
曲
中
の
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
や

で
あ
る
柳
田
素
雄
は
、
現
世
を
「
牢
獄
な
が
ら
の
世
」
と
言
い
、
牢

獄
脱
出
・
形
骸
脱
出
の
た
め
に
蓬
莱
山
頂
を
目
指
す
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
つ

わ
が
世
を
捨
つ
る
は
紙
一
片
を
置
る
に
異
な
ら
ず
、
／
唯
だ
こ
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の
お
の
れ
を
捨
て
、
こ
の
お
の
れ
を
一
／
こ
の
お
の
れ
て
ふ

物
思
は
す
る
も
の
、
こ
の
お
の
／
れ
て
ふ
あ
や
し
き
も
の
、
こ

の
お
の
れ
て
ふ
漏
ち
／
足
ら
は
ぬ
が
ち
な
る
も
の
を
捨
て
玉
璽

な
ん
こ
そ
／
か
た
け
れ
。

と
こ
ろ
が
人
は
「
肉
し
に
囲
ま
れ
て
あ
る
限
り
、
「
お
の
れ
て
ふ
物
思

は
す
る
も
の
し
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
「
牢
獄

な
が
ら
の
世
」
は
捨
て
ら
れ
て
も
「
お
の
れ
」
は
捨
て
さ
れ
な
い
。

素
雄
に
と
っ
て
「
お
の
れ
」
だ
け
は
否
定
さ
る
れ
べ
き
も
の
で
は
な

い
の
だ
。
し
か
し
人
の
世
に
お
け
る
「
根
源
平
磯
渇
」
は
「
お
の

れ
」
を
囲
む
「
肉
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
肉
」
は
否
定
し
な
が
ら
、
「
お
の
れ
」
だ
け
は
肯
定
し
続
け
よ
う
と

す
る
矛
盾
が
素
雄
を
な
や
ま
せ
る
。

　
「
牢
獄
な
が
ら
の
世
」
と
言
っ
た
と
き
の
「
牢
獄
」
は
、
彼
を
と

り
ま
く
外
部
世
界
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
の
住
む
「
形

骸
」
を
も
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
霊
山
の
山
頂
で
明
ら
か

に
さ
れ
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
粉
と
な
れ
、
塵
と
化
れ
、
／
舞
下
ら
ん
！

舞
下
ら
ん
！
／
思
へ
ば
安
し
、
も
と
よ
り
塵
な
れ
。

す
べ
て
に
絶
望
し
た
彼
の
言
葉
は
、
形
骸
脱
出
と
は
全
く
逆
の
自
棄

の
言
葉
で
あ
る
。
「
霊
」
を
求
め
て
形
骸
を
脱
け
出
す
希
望
は
「
塵
の

生
命
」
と
し
て
果
て
る
苦
悩
と
な
り
、
「
絶
望
の
死
」
と
な
っ
て
終
わ

る
の
で
あ
っ
た
。

　
透
字
の
「
他
界
」
は
「
肉
」
を
持
つ
身
に
と
っ
て
永
遠
に
到
達
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
で
あ
り
、
そ
の
「
魂
」
は
ま
さ
に
渋
沢
の
言

う
「
絶
望
的
執
着
」
を
呈
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
（
8
葺
）

三
　
「
魂
」
の
回
復

　
「
こ
れ
が
手
だ
」
と
、
「
手
」
と
い
ふ
名
辞
を
口
に
す
る
前
に
感

じ
て
い
る
手
、
そ
の
手
が
深
く
感
じ
ら
れ
て
み
れ
ば
よ
い
。
（
B
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
藝
術
論
点
え
書
」
）

「
こ
れ
が
手
だ
」
と
口
に
す
る
前
に
感
じ
て
い
る
「
手
」
の
こ
と
な

ど
、
誰
が
想
像
す
る
だ
ろ
う
か
。
「
手
」
は
私
達
の
前
で
「
手
」
で
し

か
な
い
。
人
は
、
一
度
名
が
つ
け
ら
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
名
で
し
か

そ
の
物
を
み
な
く
な
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
目
前
の
物
を
「
名
辞
」
と

い
う
「
認
識
」
に
よ
っ
て
固
定
化
し
、
そ
れ
き
り
物
自
体
が
顧
み
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
手
」
と
い
う
名
辞
に
よ
っ
て

人
は
も
う
「
手
」
に
つ
い
て
十
分
知
り
得
た
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る

の
だ
が
、
そ
の
実
全
く
何
も
見
て
は
い
な
い
の
だ
。

　
中
也
の
求
め
る
も
の
は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
名
辞
よ
り
も
先
に
感

じ
て
い
る
「
手
」
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
深
く
感
じ
と
る
し

こ
と
の
で
き
る
「
魂
」
で
あ
る
。
か
つ
て
有
明
や
透
谷
は
「
魂
」
の
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喪
失
を
う
た
っ
た
。
し
か
し
中
也
は
、
「
魂
」
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
を
嘆
く
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
魂
」
に
よ
っ
て
「
深
く
感
じ
と

る
」
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
。

　
　
「
月
夜
の
浜
辺
」
と
い
う
美
し
い
う
た
が
あ
る
。

月
夜
の
晩
に
、
ボ
タ
ン
が
一
つ

波
打
ち
際
に
、
落
ち
て
み
た
。

そ
れ
を
拾
っ
て
、
役
立
て
よ
う
と

僕
は
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い
が

な
ぜ
だ
か
そ
れ
を
捨
て
る
に
忍
び
ず

　
　
　
　
　
　
た
も
と

僕
は
そ
れ
を
、
挟
に
入
れ
た
。

波
打
際
で
拾
っ
た
も
の
は
、
一
つ
の
小
さ
な
ボ
タ
ン
で
あ
っ
た
。
何

の
役
に
も
立
た
な
い
、
ち
っ
ぽ
け
な
ボ
タ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

を
拗
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
挟
に
入
れ
る
。
用
途
を
考
え
る
人
々
に

と
っ
て
は
、
そ
ん
な
ボ
タ
ン
は
拗
る
他
に
使
い
途
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
中
也
は
そ
こ
に
「
ボ
タ
ン
」
と
し
て
の
用
途
は
全
く
見
て
い

な
い
。
見
て
い
る
の
は
「
ボ
タ
ン
し
そ
の
も
の
で
あ
る
。
月
夜
の
晩

に
波
打
際
で
ぬ
れ
た
ボ
タ
ン
は
、
ど
ん
な
美
し
い
貝
殻
よ
り
も
光
り

輝
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
也
が
拾
っ
た
も
の
は
「
ボ
タ
ン
」

と
い
う
名
辞
を
口
に
す
る
前
の
「
ボ
タ
ン
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
村
野

四
郎
は
こ
れ
を
「
思
い
が
け
な
く
出
会
っ
た
あ
る
「
美
し
い
も
の
」

に
対
す
る
理
由
の
な
い
愛
着
」
（
2
。
）
と
言
っ
た
が
、

世
界
へ
の
中
也
の
想
い
を
考
え
る
と
き
、

月
に
向
っ
て
そ
れ
は
施
れ
ず

浪
に
向
っ
て
そ
れ
は
拗
れ
ず

「
名
辞
以
前
」
の

に
こ
め
ら
れ
た
そ
の
想
い
が
、
い
っ
そ
う
特
別
な
も
の
と
な
る
。
ま

だ
自
分
の
中
に
「
名
辞
以
前
」
を
感
じ
る
心
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い

う
喜
び
が
、
ボ
タ
ン
を
そ
っ
と
訣
に
入
れ
る
中
也
に
見
出
せ
る
。
ひ

ん
や
り
と
指
先
に
泌
み
た
そ
の
感
触
は
、
魂
の
実
在
を
中
也
に
し
っ

か
り
と
伝
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
「
月
夜
の
浜
辺
し
で
拾
っ
た
ボ

タ
ン
は
中
也
の
美
し
い
「
魂
」
へ
の
郷
愁
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
中
也
は
自
分
の
想
い
を
言
葉
に
換
え
て
し
ま
う
こ
と
に
慎
重
で

あ
っ
た
。
魂
が
と
ら
え
た
現
識
に
名
辞
を
与
え
る
こ
と
で
そ
の
豊
か

さ
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
が
ふ
と
わ
き
お

こ
る
の
で
あ
る
。

あ
れ
は
と
ほ
い
い
処
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど

お
れ
は
此
処
で
待
っ
て
る
な
く
て
は
な
ら
な
い

此
処
は
空
気
も
か
す
か
で
蒼
く

葱
の
根
の
や
う
に
灰
か
に
淡
い

「
言
葉
な
き
歌
」
の
中
で
、
「
あ
れ
」
は
「
あ
れ
」
と
し
か
言
わ
れ
な
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い
。
他
に
言
い
よ
う
が
な
い
の
だ
。
「
あ
れ
し
と
い
う
言
葉
で
し
か
表

現
し
得
な
い
、
そ
れ
で
い
て
ど
う
に
も
忘
れ
難
き
何
か
を
、
言
葉
に

換
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
け
は
や
め
て
、
そ
れ
が
「
新
規
に
實
限
す
る

可
能
」
（
1
2
）
を
待
っ
て
い
る
。
「
あ
れ
」
の
た
め
に
は
「
急
い
で
は
な
ら

な
い
」
「
十
分
待
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
あ
れ
」
へ
積
極
的

に
向
か
お
う
と
す
る
の
は
、
到
達
し
た
い
と
願
う
何
物
か
を
性
急
に

「
名
辞
し
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
こ
に

は
、
「
認
識
し
に
よ
っ
て
安
心
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
思
惑
が
あ
る
。

し
か
し
そ
う
い
う
人
々
の
生
き
る
世
界
は
「
空
気
も
か
す
か
で
蒼

く
」
「
灰
か
に
淡
い
」
。
「
あ
れ
」
は
「
待
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
到

達
し
得
な
い
。
今
を
「
誠
實
」
に
生
き
抜
く
こ
と
、
「
魂
」
が
現
高
を

し
っ
か
り
と
受
け
と
め
る
ま
で
た
だ
ひ
た
す
ら
じ
っ
と
し
て
い
る
こ

と
。
そ
う
す
れ
ば
や
が
て
は
い
つ
の
日
か
、
そ
の
時
が
郷
愁
に
満
ち
、

生
命
が
充
温
す
る
一
つ
の
名
辞
を
受
け
て
人
々
の
前
に
現
わ
れ
る
だ

ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
あ
れ
は
と
ほ
い
い
彼
方
で
夕
陽
に
け
ぶ
っ
て
み
た

フ
イ
ト
ル

号
笛
の
音
の
や
う
に
太
く
て
繊
弱
だ
っ
た

け
れ
ど
も
そ
の
方
へ
駆
け
出
し
て
は
な
ら
な
い

た
し
か
に
此
処
で
待
っ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

さ
う
す
れ
ば
そ
の
う
ち
喘
ぎ
も
平
静
に
復
し

た
し
か
に
あ
す
こ
ま
で
ゆ
け
る
に
違
ひ
な
い

し
か
し
あ
れ
は
煙
突
の
煙
の
や
う
に

と
ほ
く
と
ほ
く
　
い
つ
ま
で
も
茜
の
空
に
た
な
び
い
て
み
た

中
也
は
様
々
な
「
喪
失
」
を
う
た
い
続
け
た
。
そ
の
中
で
も
特
に

「
過
ぎ
し
日
」
「
在
り
し
日
」
へ
の
想
い
は
中
也
の
詩
の
中
で
重
要
な

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
「
言
葉
な
き
歌
」
で
う
た
わ
れ
た
「
あ

　
　
　
　
ブ
イ
ト
ル

れ
」
も
「
号
笛
の
音
」
や
「
煙
突
の
煙
」
や
あ
る
い
は
「
茜
の
空
」

の
よ
う
に
、
次
の
瞬
間
に
は
も
う
消
え
去
る
べ
き
物
象
を
も
っ
て
表

現
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
消
滅
す
る
し
か
な
い
物
へ
の
執

着
を
持
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
新
部
正
樹
は
「
端
緒
の

訣
れ
」
に
お
い
て
、

　
中
原
中
也
が
旨
指
し
た
も
の
は
、
す
べ
て
を
崩
壊
さ
せ
、
滅
び
行
く

果
て
で
、
喪
わ
れ
た
も
の
に
辿
り
着
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
％
）

と
述
べ
る
。
喪
失
を
く
り
返
し
う
た
う
こ
と
で
逆
に
喪
わ
れ
た
も
の

が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
と
言
う
の
だ
。
「
魂
」
の
上
に
「
名
辞
以
前
」

の
世
界
が
出
現
す
る
こ
と
を
信
じ
て
や
ま
な
い
中
也
の
「
誠
畏
し
が
、

滅
び
行
く
も
の
た
ち
を
飽
か
ず
に
う
た
わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
生
ひ
立
ち
の
歌
」
で
二
十
四
歳
の
中
也
は
「
私
の
上
に
降
る
雪

は
／
い
と
し
め
や
か
に
な
り
ま
し
た
…
…
」
と
う
た
わ
れ
る
。
そ
れ

ま
で
の
中
也
の
上
に
降
る
雪
は
け
し
て
静
か
に
降
り
つ
む
よ
う
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
う
た
っ
て
い
る
今
で
さ
え
も
、
き
っ
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と
吹
雪
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
「
し
め
や
か
に
な
り
ま
し
た
」
と

中
也
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
雪
の
穏
や
か
さ
は
、
「
私

の
上
に
降
る
雪
は
／
真
綿
の
や
う
で
あ
り
ま
し
た
」
と
う
た
わ
れ
た

幼
年
時
以
来
で
あ
ろ
う
か
。
喪
失
を
歌
い
続
け
て
中
也
は
や
っ
と
真

綿
の
よ
う
な
雪
の
降
る
「
幼
き
日
々
偏
「
過
ぎ
し
日
」
を
回
復
し
た
の

だ
。　

中
也
の
「
魂
」
は
、
こ
う
し
て
「
生
の
原
型
」
（
2
3
）
を
求
め
て
「
名

辞
」
と
「
名
辞
以
前
偏
の
境
を
彷
復
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は

「
絶
望
」
で
は
な
く
「
回
復
へ
の
孤
独
な
努
力
」
と
し
て
の
姿
で

あ
っ
た
。
中
也
は
「
名
辞
以
前
」
の
世
界
を
「
行
き
道
の
分
ら
な
く

な
っ
た
費
翻
し
と
よ
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
確
か
に
「
在

る
」
の
で
あ
る
。
中
也
の
魂
は
、
そ
こ
へ
到
達
す
る
た
め
の
「
行
き

道
」
を
模
索
す
る
べ
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
う
た
う
の
み
で
あ
っ
た
。

か
く
て
私
に
は
歌
が
の
こ
っ
た
。

た
っ
た
一
つ
、
歌
と
い
ふ
が
の
こ
っ
た
。

私
の
歌
を
聴
い
て
く
れ

（「

o
女
詩
集
序
」
）

だ
か
ら
こ
そ
中
也
の
う
た
は
、
色
あ
せ
る
こ
と
な
い

て
私
達
に
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
実
存
し
と
し

注

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

『
中
原
中
也
全
集
』
第
三
巻
　
一
九
六
七
年
十
二
月
二

十
五
日
　
角
川
書
店
　
「
蓋
し
、
「
生
き
る
こ
と
は
感

覚
す
る
こ
と
（
ル
ッ
ソ
オ
）
」
で
あ
り
、
感
覚
さ
れ
つ
N

あ
れ
ば
折
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
ら
は
魂
に
よ
っ
て
織
物
と

さ
れ
る
。
」
三
八
頁
。

注
（
1
）
に
同
じ
。
三
一
頁
。

注
（
1
）
に
同
じ
。
八
五
頁
。

「
現
識
」
と
い
う
字
句
は
、
姉
崎
正
治
が
シ
ォ
ペ
ン
ハ

ウ
ア
！
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
翻
訳
（
一

九
一
〇
一
＝
）
で
、
「
表
象
」
＜
自
ω
け
亀
§
σ
Q
の
か
わ

り
に
「
起
要
論
」
に
借
り
た
仏
教
用
語
で
あ
る
。
シ
ォ

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
表
象
は
、
イ
メ
ー
ジ
、
象
徴

を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
重
力
質
量
な
ど
科
学
的
概

念
か
ら
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
に
至
る
ま
で
、
要
す
る
に

自
我
以
外
の
す
べ
て
の
有
形
無
形
の
実
在
を
含
ん
で
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
姉
崎
正
治
は
「
現
識
」
と
い
う
独
特

な
仏
教
用
語
を
使
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
中
也
は
こ
れ

を
読
み
、
こ
の
言
葉
を
知
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

注
（
1
）
に
同
じ
。
「
藝
術
論
怯
え
書
」
八
五
頁
。

注
（
1
）
に
同
じ
。
九
頁
。

窪
田
般
彌
『
日
本
の
象
微
詩
人
』
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（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

一
九
八
九
年
十
二
月
三
十
一
日
　
紀
伊
國
屋
書
店
　
五

一
頁
。

日
本
近
代
試
論
研
究
会
『
日
本
近
代
試
論
の
研
究
』

昭
和
四
十
七
年
三
月
三
十
一
日
　
角
川
書
店
　
二
六
一

頁
。注

（
7
）
に
同
じ
。
五
〇
頁
。

日
本
近
代
文
学
大
系
1
8
『
土
井
療
養
・
薄
田
泣
董
・
蒲

原
有
明
集
』
　
昭
和
四
十
七
年
三
月
十
日
置
角
川
書
店

　
三
五
八
頁
。

注
（
1
0
）
に
同
じ
。
三
七
六
頁
。

渋
沢
孝
輔
『
思
考
の
思
考
』
　
一
九
七
七
年
八
月
一
日

　
思
潮
社
　
六
二
頁
。

注
（
1
0
）
に
同
じ
。
四
〇
三
頁
註
釈
。

明
治
文
学
全
集
5
8
『
土
井
晩
翠
・
薄
田
泣
董
・
蒲
原
有

明
集
』
　
一
九
六
七
年
四
月
十
五
日
　
筑
摩
書
房
　
三

六
一
頁
。

明
治
文
学
全
集
2
9
『
北
村
透
谷
集
』
　
一
九
七
六
年
十

月
三
十
日
　
筑
摩
書
房
　
一
一
五
頁
。

注
（
1
5
）
に
同
じ
。
一
〇
四
頁
。

注
（
1
5
）
に
同
じ
。
＝
二
頁
。

注
（
1
2
）
に
同
じ
。
六
二
頁
。

注
（
1
）
に
同
じ
。
八
一
頁
。

村
野
四
郎
『
鑑
賞
現
代
詩
田
（
昭
和
）
』
　
昭
和
三
十
七

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

年
五
月
二
十
五
日
　
筑
摩
書
房
　
八
○
頁
。

注
（
1
）
に
同
じ
。
「
生
命
の
豊
富
と
は
こ
れ
か
ら
新
規

に
實
署
す
る
可
能
の
豊
富
で
あ
り
そ
れ
は
謂
は
ば
現
識

の
豊
富
の
こ
と
で
あ
る
。
（
「
藝
術
論
飼
え
書
」
）
九
二

頁
。吉

田
熈
生
編
　
別
冊
國
文
學
『
中
原
中
也
必
携
』
7
9
夏

季
号
　
学
講
社
　
新
部
正
樹
　
　
「
端
緒
の
訣
れ
1
中

原
中
也
試
論
」
一
九
五
頁
。

『
中
原
中
也
全
集
』
第
五
巻
　
一
九
六
六
年
四
月
十
日

　
角
川
書
店
　
　
「
ラ
ン
ボ
オ
の
洞
見
し
た
も
の
は
、
結

局
「
生
の
原
型
」
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
謂
は
ば
凡
ゆ

る
風
俗
凡
ゆ
る
習
慣
以
前
の
生
の
原
理
で
あ
り
、
そ
れ

を
一
度
洞
見
し
た
以
上
、
忘
れ
ら
れ
も
し
な
い
が
又
表

現
す
る
こ
と
も
出
來
な
い
、
恰
も
在
る
に
は
在
る
が
行

き
道
の
分
ら
な
く
な
っ
た
費
島
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
」

一
九
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茨
城
大
学
教
育
学
部
四
年
）

尚
、
本
論
は
平
成
四
年
度
卒
業
論
文
の
一
部
を
抜
粋
改
稿
し
た
も
の

で
あ
る
。
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