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沈

里犬

と

、ヲ'

」ー

と

lま

平

木

光

言
語
の
使
用
は
人
を
よ
り
人
間
的
た
ら
し
め
る
。
で
は
沈
黙
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
の
社
会
生
活
は
こ
と
ば
の
世
界
で
は
あ
り

え
て
も
、
沈
黙
の
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。
思
想
、
文
化
を
伝
達
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
、
人
は
言
語
活
動
を
停
止
す
る
訳

に
は
最
早
い
か
な
い
。
も
し
口
を
つ
ぐ
ん
だ
ま
ま
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
意
識
内
容
を
表
出
し
な
い
な
ら
ば
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
社
会

の
成
員
は
か
れ
を
非
社
会
的
で
あ
る
と
評
価
す
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
生
活
の
場
で
は
、
人
は
多
弁
家
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

沈
黙
は
こ
と
ば
と
は
異
っ
て
、
非
社
会
的
行
為
に
接
近
し
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
、

シ」品
C

シ」
T
V

て
言
語
活
動
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
沈
黙
す
る
こ
と
が
人
間
関
係
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
経
験(

l
)
 

す
る
こ
と
が
あ
る
。
社
会
生
活
の
中
に
あ
っ
て
さ
え
も
、
沈
黙
が
こ
と
ば
に
よ
る
雄
弁
と
同
じ
効
果
を
生
、
ず
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

他
人
に
及
ぼ
す
感
化
の
深
浅
の
程
度
に
よ
っ
て
、
人
の
存
在
価
値
が
決
定
す
る
と
い
う
考
え
方
に
い
ま
立
っ
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
沈
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黙
の
意
義
の
重
要
性
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
般
社
会
の
指
導
者
に
と
っ
て
も
、
ま
た
宗
教
界
の
指
導
者
に
と
っ
て
も
、
感

化
力
を
も
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

い
ま
宗
教
の
世
界
に
お
け
る
沈
黙
の
力
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
イ
ン
ド
で
は
、
沈
黙
に
関
す
る
記
述
は
紀
元
前
千
二
百
年
頃
に
成

(
2
)
 

立
し
た
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
文
献
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

『
長
髪
の
修
行
者
』
(
凶
・

5
2
の
中
に
、

沈
猷

が
沈
黙
す
る
誓
願
を
た
て
る
者
(
ム
ニ
)

と
の
関
連
に
お
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
詩
題
の
長
髪
の
修
行
者
と
は
ム
ニ
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
超
能
力
者
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
沈
黙
に
よ
っ
て
忘
我
の
境
に
没
入
す
れ
ば
、
空
界
を
飛
朔
し
得
る
神
秘
力
を
獲
得
す
る
、
と
記
さ

(
3
)
 

れ
て
い
る
。
沈
黙
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
超
自
然
力
を
獲
得
す
る
手
段
で
あ
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
宗
教
の
究
極
目
標
は
超
自
然

力
の
獲
得
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
イ
ン
ド
の
宗
教
の
本
質
で
も
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
沈
黙
は
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
宗

教
時
代
に
す
で
に
宗
教
的
行
為
の
一
種
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
沈
黙
の
誓
願
を
た
て
る
者
は
聖
者
で
あ
る
、

と
い
う
宗
教
観
は
リ
グ
・
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
に
の
み
顕
著
な
の
で
は
な
い
。
仏
教
思
想
の
中
に
も
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
聖
典
に
イ
リ
ヤ

l
パ
タ
と
い
う
パ

l
リ
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
行
・
往
・
坐
・
臥
」
と
示
さ
れ
る
。
こ
の
表
現

は
今
日
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ま
た
、

(
4
)
 

聖
典
に
見
出
せ
る
。
日
常
生
活
の
基
本
的
動
作
の
中
に
、
こ
と
ば

「
行
・
往
・
坐
・
臥
・
目
覚
・
こ
と
ば

〔
づ
か
い
〕

沈
黙
」
の
表
現
が
同
じ
く

言
語
活
動
)

と
沈
黙
と
を
さ
ら
に
附
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

と
に
沈
黙
を
日
常
生
活
の
基
本
的
動
作
と
見
な
す
と
こ
ろ
に
、
ブ
ッ
ダ
の
解
釈
の
独
創
性
が
あ
る
。
こ
の
成
句
に
お
い
て
、
沈
黙
と
こ

と
ば
と
は
あ
る
連
関
を
有
し
な
が
ら
、
対
比
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
仏
教
聖
典
を
資
料
と
す
る
、
沈
黙
に
関
す
る
研
究
室
田
は
い
く
つ
か
存
す
る
。

L
か
し
、
扱
う
資
料
お
よ
び
研
究
態
度
は
偏
向
し



「
十
四
の
質
問
事
項
に
対
す
る
プ
ッ
ダ
の
沈
黙
」
を
い
か
に
合
理
的
に
解
釈
す
べ
き
で

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

(
6
)
 

あ
る
か
、
と
い
う
点
に
局
限
さ
れ
て
い
る
。
十
四
の
質
問
と
は
形
而
上
学
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
哲
学
的
で
あ
る

だ
け
で
は
な
い
。
宗
教
的
で
も
あ
る
。
先
の
成
句
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
沈
黙
が
日
常
生
活
の
場
で
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
示
唆

に
富
む
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
プ
ッ
ダ
の
沈
黙
の
宗
教
的
側
面
が
看
過
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
側
面
に
留
意
し
よ
う
。
そ
し
て
沈
黙
と
こ
と
ば
の
問
題
を
切
り
離
さ
ず
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
沈

黙
と
こ
と
ば
と
の
関
係
を
論
じ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
本
論
の
目
的
は
、

神
聖
な
る
沈
黙
を
す
る
か
、
正
し
く
語
る
か
、
の
二
者
択
一
を
人
々
、
と
く
に
か
れ
の
信
奉
者
に
要
請
す
る
と
こ
ろ
の
、
ブ
ッ
ダ
の
主

マ
ツ
ジ
マ
・
ニ
カ

i
ヤ
(
冨
Z
・
)
を
主
た
る
資
料
と
し
て
、

沈黙とことば

義
は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
追
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。

さ
て
、

冨
Z
・
の
沈
黙
、

(
8
)
 

ム
ニ
に
関
す
る
記
述
の
考
察
を
始
め
よ
う
。

y
h
Z
・
は
一
五
二
の
ス
ッ
タ
(
経
典
)
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

は
最
も
古
い
。
こ
の
古
詩

そ
の
各
々
の
成
立
年
代
は
異
な
る
。
ウ
パ

l
リ
・
ス
ッ
タ

(
Z
0
・
g)
の
十
連
の
詩
(
以
下
古
詩
と
よ
ぶ
)

の
第
四
連
に
、
沈
黙
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

玄
Z
・
の
沈
黙
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
最
も
古
い
文
献
で
あ
る
と
い
う
点
と
、
の
ち
の

主
要
な
教
理
の
概
念
が
豊
富
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
こ
の
古
詩
を
基
礎
的
資
料
と
し
て
重
点
的
に
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。

プ
ッ
ダ
は
そ
の
第
四
連
で
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

39 

私

は
、
指
導
者
で
あ
り
、
そ
の
全
貌
は
計
り
が
た
く
、
沈
黙
し

(
3
0
5
1
3
2酔
)
、
平
穏
で
あ
り
、
知
識
が

(
ウ
パ

l
リ
)
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あ
り
、
正
し
い
人
で
あ
り
、
自
制
し
、
自
由
で
あ
る
、

か
の
ブ
ッ
ダ
の
弟
子
で
あ
り
ま
す
」

も
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
信
者
で
あ
っ
た
ウ
パ

l
リ
が
、
仏
教
に
改
宗
後
、

ニ
ガ
ン
タ
・
ナ

l
タ
プ
ッ
タ

ジ
ャ
イ
ナ
教
教
祖
)

守

』

、

ー

ブ

ツ
ダ
を
「
沈
黙
す
る
」
者
と
直
裁
に
表
現
し
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
沈
黙
者
と
い
う
点
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
は

ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の
ム
ニ
に
相
似
し
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
聖
典
に
記
述
さ
れ
て
い
る
ム
ニ
の
観
念
は
そ
れ
程
単
純
で
は
な
い
。

y-z 

の
乏
し
い
数
例
の
資
料
の
中
に
す
ら
、
そ
の
多
様
性
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
教
的
ム
ニ
像
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ

ツ
タ

(
ζ
2
・
Z
0
・H
N
)

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
パ

l
リ
・
ス
ッ
タ
よ
り
や
や
遅
れ
て
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
資
料
に
、

(
叩
)

の
詩
が
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
要
素
が
混
入
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
原
始
仏
教
時
代
の
ム
ニ
観

マハ

l
シ
l
ハ
ナ
i
ダ
・
ス

の
原
初
形
態
を
反
映
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
詩
の
ム
ニ
は
必
ず
し
も
ブ
ッ
ダ
を
指
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

「
ム
ニ
は
寒
暑
を
も
厭
わ
ず
、
た
っ
た
一
人
で
恐
ろ
し
い
森
林
に
い
る
。
か
れ
ら
は
真
理
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
れ

ら
は
裸
体
で
あ
る
。
ま
た
聖
火
は
焚
か
な
い
」

聖
火
を
祭
式
の
根
本
と
す
る
儀
礼
的
宗
教
こ
そ
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
詩
人
司
祭
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
ム
ニ

た
ち
は
祭
火
の
有
効
性
を
否
定
し
て
い
る
。
ニ
ラ
グ
ニ
(
無
祭
火
)

を
標
梼
す
る
点
に
関
し
て
は
、
か
れ
ら
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
詩
人
司
祭
宗

教
と
は
別
の
系
統
に
属
す
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の
ム
ニ
と
は
同
一
文
化
圏
内
に
あ
る
。
ま
た
ブ
ッ
ダ
自
身
も
祭
火
の
祭
杷
を
否
定
す

る
。
し
か
し
実
践
の
当
初
か
ら
で
は
な
い
。
覚
醒
を
成
就
す
る
に
至
る
ま
で
の
問
、
ブ
ッ
ダ
も
バ
ラ
モ
ン
教
系
の
儀
礼
的
宗
教
に
従
事

し
た
。
そ
の
と
き
裸
体
の
行
も
練
習
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
裸
体
で
い
る
こ
と
、
聖
火
を
焚
く
こ
と
、
孤
独
な
修
行
生
活
を
す
る
こ
と
、

に
か
け
て
は
他
を
凌
駕
す
る
と
自
負
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
は
裸
体
の
行
、
聖
火
の
祭
杷
は
心
身
を
解
放
す
る
と

い
う
出
家
者
の
究
極
的
目
標
を
成
就
し
得
な
い
と
考
え
て
、

の
ち
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。



ま
た
詩
に
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家
庭
を
形
成
せ
ず
、
社
会
生
活
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
森
林
で
孤
独
な
生
活
を
す
る
こ
と
、
そ
れ

が
ム
ニ
の
生
活
様
式
の
基
本
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
ッ
ダ
の
生
活
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
古
詩
の
第
八
連
で
詠
ま
れ
て
い

る
如
く
で
あ
る
。

に
従
事
し
て
い
て
、
独
立
心
を
も
っ
て
い
て
、
き
よ
ら
か
で
、
執
着
せ
ず
、
孤
独
な

生
活
を
し
て
い
て
、
完
成
に
到
達
し
、
向
う
岸
に
到
達
し
終
え
た
、
か
の
ブ
ッ
ダ
の
弟
子
で
あ
り
ま
す
」

「
私
は
、
完
全
で
、
ジ
ャ

l
ナ
(
摂
想
)

し
か
し
森
林
の
中
で
孤
独
な
生
活
を
送
る
の
は
、
仏
教
の
出
家
者
ば
か
り
で
な
く
、
バ
ラ
モ
ン
達
に
と
っ
て
も
困
難
で
あ
っ
た
。
ジ

沈黙とことば

ャ
l
ヌ
ッ
ソ

l
ニ
・
バ
ラ
モ
ン
は
孤
独
な
生
活
の
辛
い
こ
と
や
、
ま
た
そ
の
生
活
は
ジ
ャ

i
ナ
を
習
得
し
て
い
な
い
出
家
者
の
心
を
動

(
U
)
 

揺
さ
せ
る
、
と
告
白
し
て
い
る
。
か
れ
の
告
白
は
、
森
林
で
孤
独
な
生
活
を
す
る
に
は
、
ジ
ャ

l
ナ
の
習
得
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
興
味
深
い
対
話
が
の
こ
っ
て
い
る
(
冨
Z
・
z。・
E
(も
)
H
Y
C
S
。
そ
れ
は
ブ

ツ
ダ
が
沈
黙
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
一
言
も
語
ら
ず
、
ま
た
身
体
を
動
か
す
こ
と
も
な
く
、
七
昼
夜
を
過
ご
す

こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
完
全
な
幸
福
感
に
浸
っ
た
と
ブ
ッ
ダ
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
完
全
な
幸
福
と
い
う
も
の
が
一
般
人
の
そ
れ

と
異
質
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
奇
妙
な
生
活
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
。
身
体
を
動
か
さ
な
い
と

「
ブ
ッ
ダ
は
身
体
が
平
静
で
あ
る
」
と
い
う
古
詩
の
第
六
連
と
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
聖
典
の
他
の
箇
所
に
は
次
の
よ

(ロ)

う
な
記
述
が
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
と
教
え
と
宗
教
的
共
同
体
に
対
し
て
、
理
性
に
基
づ
く
信
仰
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
人
は

い
う
こ
と
は
、

満
足
す
る
。
満
足
す
れ
ば
歓
喜
が
生
じ
る
。
歓
喜
す
る
者
に
は
身
体
の
平
静
が
あ
る
。
身
体
の
平
静
な
者
に
は
幸
福
が
あ
る
。
幸
福
を

41 

楽
し
む
者
に
は
心
の
安
定
が
あ
る
、
と
。
身
体
と
言
語
活
動
を
平
静
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
平
静
を
獲
得
で
き
る
と
す
る
思
想
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が
こ
こ
に
は
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ャ

l
ナ
は
孤
独
の
生
活
と
い
う
幸
福
で
あ
る

(
ζ
z
・Z0・

2
(も
)
匂
・
色
品
)
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

孤
独
の
生
活
は
ジ
ャ

l
ナ
と
連
関
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
四
段
階
か
ら
な
る
ジ
ャ

l
ナ
の
前
段
階
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
。
前
述
の
七

(
日
)

日
間
の
生
活
と
は
ジ
ャ

l
ナ
の
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
ツ
ダ
の
生
活
の
中
心
を
な
す
。
宗
教
的
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
も
、
ブ
ッ
ダ
は
夕
方
ジ
ャ

l
ナ
の
練
習
を
す
る
の
を
日
課
と
し
て
い
た
。
ブ
ッ
ダ
が
マ
ハ

l
・
ム
ニ
と
も
、

ム
ニ
・
ム
ニ

(
ム
ニ
の

中
の
ム
ニ
)

と
も
称
せ
ら
れ
る
の
も
故
無
き
こ
と
で
は
な
い
。

ま
た
ジ
ャ

l
ナ
を
練
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
結
果
が
生
じ
る
。
そ
の
事
実
に
着
目
す
る
と
き
、
新
し
い
解
釈
が
う
ま
れ
る
。

プ
ラ
フ
マ

l
ユ
・
バ
ラ
モ
ン
は
ブ
ッ
ダ
に
、

「
三
つ
の
ヴ
ィ
ッ
ジ
ャ
ー
を
そ
な
え
た
者
と
は
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
す
か
。

t

a

ム

ニ
と
は
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
す
か
。
ま
た
ブ
ッ
ダ
と
は
?
」
と
質
問
し
て
い
る
。
プ
ッ
ダ
は
そ
れ
に
対
し
て
、

「
ム
ニ
と
は
、
④

誕
生
す
る
以
前
の
生
涯
を
知
る
こ
と
、
⑥
天
国
と
地
獄
を
見
る
こ
と
、
⑥
再
生
す
る
可
能
性
を
破
壊
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
超
自
然
的

(M) 

な
知
識
を
習
得
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。
@
、
⑤
、
⑥
は
ブ
ラ
フ
マ

l
ユ
の
質
問
中
の
三
つ
の
ヴ
ィ
ッ
ジ
ャ
ー
の
こ

と
で
あ
っ
て
、
実
は
こ
れ
ら
が
ジ
ャ

l
ナ
の
練
習
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
も
、
当
然
コ
一
つ
の
ヴ
ィ
ッ
ジ
ャ
ー
を
そ
な
え
て
い
る

古
詩
第
六
連
)
。

さ
て
、
前
述
の
ジ
ャ

l
ヌ
ッ
ソ

l
ニ
の
告
白
に
対
し
て
、
ブ
ッ
ダ
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ッ
ダ
は
、

人
煙
か
ら
離
れ
て
住
ま
う
か
ら
、
不
安
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
食
欲
、
怒
り
、
無
知
が
消
滅
し
て
い
な
い
た
め
に
、
不
安

が
生
じ
る
の
で
あ
る
と
の
確
信
を
い
よ
い
よ
深
め
る
。
孤
独
な
生
活
そ
れ
自
身
か
ら
何
も
の
を
も
期
待
で
き
な
い
な
ら
ば
、
次
に
何
を

す
べ
き
で
あ
る
か
。
出
家
者
は
対
象
に
魅
惑
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
感
官
を
保
護
す
る
こ
と
を
ま
ず
練
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ッ

ダ
は
そ
の
熟
練
者
で
あ
る

(
古
詩
第
七
連
)
。
感
官
の
制
御
に
よ
っ
て
、
外
部
か
ら
食
欲
、
不
満
な
ど
の
負
の
価
値
の
対
象
が
侵
入
す
る



こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
感
官
の
制
御
に
は
心
を
浄
化
す
る
機
能
が
あ
る
。
こ
の
感
官
の
制
御
に
ひ
き
つ
づ
い

て
練
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
の
意
識
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
徹
底
し
て
行
わ
れ
る
。
練
習
者

は
歩
行
し
た
り
、
談
話
し
て
い
る
と
き
に
は
勿
論
の
こ
と
、
沈
黙
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
、
そ
の
行
為
に
対
し
て
注
意
を
集
中
し
な
け

(
日
)

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
練
習
に
よ
っ
て
、
世
俗
生
活
に
向
け
ら
れ
た
関
心
と
熱
望
は
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
は
森
林
で
孤
独
な
生
活
を
す
る
目
的
は
問
題
に
し
な
い
。
そ
の
動
機
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ

l
ヌ
ツ
ソ

l
ニ
の

「
私
は
貧
欲
、
怒
り
、
無
知
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
森
林
で
孤
独
な
生
活
を
す
る
の
で
は
な
い
。

(
時
)

こ
の
世
に
お
け
る
自
己
の
幸
福
と
後
世
の
人
々
を
愛
お
し
む
心
情
と
に
よ
る
の
で
あ
る
」
と
。

告
白
に
代
表
さ
れ
る
疑
惑
に
答
え
る
。

沈黙とごとぱ

沈
黙
を
守
る
こ
と
を
考
察
し
た
な
ら
ば
、
次
に
沈
黙
を
破
る
こ
と
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
沈
黙

を
破
る
こ
と
と
は
、
こ
の
場
合
、
沈
黙
を
破
っ
て
教
え
を
説
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
ブ
ッ
ダ
は
覚
醒
後
た
だ
ち
に
教
え
を
説
い
た
の
で

な
く
、
し
ば
し
沈
黙
の
時
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
沈
黙
を
守
る
こ
と
と
そ
れ
を
破
る
こ
と
と
の
関
係
は
、
教
え
を
説
か
な
い
一
群
の

ブ
ッ
ダ
と
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
と
の
関
係
に
置
換
で
き
る
。
そ
し
て
沈
黙
し
て
教
え
を
説
か
な
い
こ
と
は
負
の
価
値
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た

沈
黙
を
破
っ
て
教
え
を
説
く
の
は
正
の
価
値
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
沈
黙
を
破
る
行
為
は
劇
的
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が
独
力
で
獲
得
し
、
到
達
し
得
た
宗
教
的
叡
智
を
人
々
に
説
き

(
口
)

広
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
沈
黙
し
た
ま
ま
で
い
ょ
う
か
、
と
遼
巡
す
る
場
面
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
プ
ッ
ダ
は
な
ぜ
公
開

す
る
の
を
購
賭
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
教
説
の
難
解
な
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
人
の
低
俗
さ
が
教
説
を
理
解
す

る
の
に
困
難
な
環
境
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
問
題
の
方
が
深
刻
で
あ
る
。
人
々
が
そ
れ
を
克
服
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
プ
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ツ
ダ
は
悲
観
的
に
み
て
い
た
。
実
際
、
人
々
は
汚
れ
や
罪
の
中
に
埋
没
し
て
い
て
、
激
情
に
駆
ら
れ
、
知
性
が
輝
か
な
い
で
い
る
か
ら
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で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
自
分
の
教
説
、
が
理
解
で
き
な
い
だ
け
な
ら
問
題
は
な
い
が
、
無
知
な
人
々
に
は
教
説
そ
の
も
の
が
有
害
で
す
ら
あ

る
と
考
え
て
い
た
。
ブ
ッ
ダ
が
教
説
を
公
開
す
る
の
を
躍
躍
し
た
の
は
、
穏
健
な
思
潮
を
好
む
多
数
派
の
人
々
を
悩
ま
し
た
く
な
い
と

い
う
配
慮
か
ら
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
ブ
ツ
ダ
が
教
え
を
公
開
し
た
の
は
史
実
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
一
転
し
て
沈
黙
を
破
る
決
意
を
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
一
契
機
と
し
て
、
神
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ブ
ッ
ダ
の
面
前
に
ブ
ラ
フ
マ

l
・
サ
ハ
ン

パ
テ
ィ

(
裟
婆
主
党
天
)

が
現
れ
る
。
そ
の
神
は
、

「
パ
ガ
ヴ
ァ
ン
よ
、
純
粋
な
る
不
死
の
教
え
を
人
々
に
説
い
て
あ
げ
な
さ
い
。
憂

い
に
沈
み
、
出
生
や
老
齢
化
に
心
悩
ま
す
か
れ
ら
の
よ
う
な
者
で
も
、
あ
な
た
の
発
見
さ
れ
た
宗
教
的
叡
智
を
理
解
す
る
で
し
ょ
う
か

ら
」
と
、
ブ
ツ
ダ
に
翻
意
を
迫
る
。
ブ
ラ
フ
マ

l
・
サ
ハ
ン
パ
テ
ィ
神
は
ブ
ッ
ダ
に
較
べ
れ
ば
、
人
類
の
英
知
を
信
頼
し
て
お
り
、
ま

た
高
踏
主
義
に
深
く
陥
っ
て
い
な
い
。
神
は
無
知
な
人
々
の
中
に
も
、
偉
人
ブ
ッ
ダ
の
教
示
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
向
上
す
る
少
数
派
が

い
る
点
を
強
調
し
た
。
ブ
ッ
ダ
は
人
類
全
体
の
福
祉
に
貢
献
す
べ
し
と
い
う
神
の
提
唱
に
同
調
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
以
下
で
明
ら
か

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
ブ
ッ
ダ
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
を
放
棄
せ
よ
、
と
自
信
を
も
っ
て
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
宗
教
的
叡
智
を
公
表
し
な
い
聖
者
の
一
群
が
存
在
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
か
れ
ら
は
パ
ッ
チ
ェ

l
カ
・
ブ
ッ
ダ
(
独

覚
)
と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
の
如
く
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
。
ま
た
ブ
ッ
ダ
が
イ
シ
ギ
リ
・
ス
ッ
タ
の
中
で
、
ジ
ャ

l
リ
、
ア
ッ
タ
カ
等
は
ム
ニ

(
日
目
)

で
あ
る
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
ム
ニ
で
も
あ
る
。
か
れ
ら
は
ブ
ッ
ダ
で
あ
り
な
が
ら
、
独
力
で
宗
教
的
叡
智
を
獲
得
し
た
の
ち
も
、

(
凶
)

沈
黙
し
た
ま
ま
で
そ
れ
を
人
々
に
公
開
し
な
い
ま
ま
に
生
涯
を
閉
じ
る
聖
者
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
が
沈
黙
を
破
っ
て
教
え
を
公
開
し
た
こ
と
は
パ
ッ
チ
ェ

l
カ
・
ブ
ッ
ダ
と
の
訣
別
を
意
味
す
る
よ
う
に
お
も

わ
れ
る
。
果
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。



プ
ッ
ダ
自
身
が
イ
シ
ギ
リ
・
ス
ッ
タ
の
中
で
、
パ
ッ
チ
ェ

l
カ
・
ブ
ッ
ダ
達
に
敬
意
を
表
し
て
い
る
記
述
は
疑
問
を
懐
か
せ
る
の
に

(
初
)

充
分
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
に
対
す
る
答
は
ジ
ャ

l
タ
カ
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ッ
チ
ェ

l
カ
・
プ
ッ
ダ
が
国
王
に
教
え
を
説
く
珍
稀

な
例
で
あ
る
。
サ
ッ
カ

(
前
世
の
ブ
ツ
ダ
)

は
人
心
の
荒
廃
を
憂
い
て
、
老
い
た
パ
ッ
チ
ェ

l
カ
・
プ
ッ
ダ
を
従
え
て
、
王
に
事
の
真

相
を
説
明
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
そ
の
パ
ッ
チ
ェ

1
カ
・
ブ
ッ
ダ
は
、

「
王
よ
、

t
i
s
-
世
界
は
空
虚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

真
の
サ
マ
ナ
・
プ
ラ

l
フ
マ
ナ
は
存
在
し
ま
す
。
か
れ
ら
に
贈
物
を
し
な
さ
い
。
戒
律
を
守
り
、
ウ
ポ
l
サ
タ
を
実
行
し
な
さ
い
。
」

と
諭
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
パ
ッ
チ
ェ

l
カ
・
ブ
ッ
ダ
と
い
え
ど
も
、
市
民
を
救
済
す
る
た
め
に
、
説
く
必
要
が
あ

る
と
認
め
た
と
き
に
は
、
宗
教
に
関
す
る
助
言
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
人
々
の
苦
境
を
傍
観
す
る
聖
者
で
は
な
い
。

沈黙とごとぱ

沈
黙
を
守
る
こ
と
と
沈
黙
を
破
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
パ
ッ
チ
ェ

1
カ
・
プ
ッ
ダ
と
ブ
ツ
ダ
と
は
両
極
に
位
置
す
る
か
に
み
え
た
が
、

実
は
そ
う
で
は
な
い
。
宗
教
的
叡
智
を
公
開
す
る
こ
と
で
、
無
知
な
多
数
派
を
悩
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
義
を
と
れ
ば
、
パ
ッ

チ
ェ

l
カ
・
ブ
ッ
ダ
と
よ
ば
れ
る
聖
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
人
類
の
将
来
を
担
う
少
数
派
の
人
々
を
崇
高
な
精
神
主
義
者
に
教
富
市

す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
主
義
を
と
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
と
よ
ば
れ
る
聖
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
方
が
よ
り
深
い
慈
愛
の
精

神
と
寛
容
の
精
神
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
主
義
を
と
る
に
し
て
も
、
決
断
の
根
抵
に
は
慈
愛
の
精
神
が

(
幻
)

あ
る
。
こ
れ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
プ
ッ
ダ
も
パ
ッ
チ
ェ

i
カ
・
ブ
ッ
ダ
も
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。

こ
と
ば
の
問
題
の
考
察
に
移
ろ
う
。
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
人
々
は
政
治
、
哲
学
な
ど
を
議
論
す
る
こ
と
を
好
む
。
し
か
し
プ

45 

ツ
ダ
は
そ
の
よ
う
な
話
題
を
論
ピ
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
。
話
題
が
神
聖
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
最
大
の
理
由
で
あ
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る
。
神
聖
で
は
な
い
が
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
論
議
し
た
と
し
て
も
、
激
情
を
抑
制
し
、
自
我
意
識
を
打
破
し
、
完
全
な
知
識
を

獲
得
し
、
心
身
の
解
放
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
ブ
ッ
ダ
は
、
教
説
に
関
す
る
談
論
か
、
神
聖
な
る
沈
黙
か
、
の
二

(
辺
)

者
択
一
を
人
々
、
と
く
に
出
家
者
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
と
ば
の
問
題
が
考
察
の
視
野
の
中
に
入
っ
て
く
る
。

ブ
ッ
ダ
の
提
示
し
た
、
教
説
に
つ
い
て
論
、
ず
ベ
し
、

と
い
う
規
範
の
趣
旨
は
論
題
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
と

に
出
家
者
は
宗
教
家
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
要
請
さ
れ
る
。

で
は
か
れ
ら
に
相
応
し
い
論
題
と
は
何
か
。
そ
れ
は
少
欲
、
知
足
、
孤
独

な
生
活
、
精
励
、
戒
律
、
眠
想
、
智
慧
、
心
身
の
解
放
、
心
身
の
解
放
を
実
現
し
終
え
た
と
の
認
識
に
関
す
る
論
題
で
あ
る
。
ま
た
論

題
、
が
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
無
意
味
で
、
益
の
な
い
論
争
に
ま
で
議
論
を
激
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
ブ
ツ
ダ
は

否
定
的
で
あ
る

(
古
詩
第
五
連
)
。
宗
教
的
共
同
体
の
内
部
抗
争
の
原
因
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
の
規
範
は
出
家
者
の
共
同
体
を
直
接
の
対
象
と
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
は
一
般
社
会
に
ま
で
及
ぶ
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
次
に
、
在
家
者
を
も
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
素
材
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
素
材
と
は
、
政
界
、

宗
教
界
の
偉
人
と
な
る
人
は
三
十
二
の
肉
体
的
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
、

と
い
う
俗
信
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
特
徴
の
一
つ
で
あ

る
、
長
く
て
大
き
い
舌
の
特
徴
は
こ
と
ば
の
問
題
と
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
十
二
の
特
徴
の
各
々
を
詳
述
し
た
聖
典
に
ラ
ツ
カ
ナ

(
お
)

・
ス
ッ
タ
が
あ
る
。
聖
典
の
編
纂
者
は
こ
れ
ら
の
特
徴
を
ど
う
し
て
獲
得
し
得
た
の
か
、
そ
の
原
因
を
苦
心
し
て
案
出
し
て
い
る
。
特

徴
と
そ
の
獲
得
の
原
因
と
の
聞
の
因
果
関
係
に
必
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
例
も
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
説
明
が
仏
教
的
言
語
観
を
反
映
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
で
、
長
く
て
大
き
い
舌
の
特
徴
を
獲
得
す
る
原
因
と
し
て
は
、
冷
淡
な
こ
と

ば
を
語
ら
な
い
こ
と
、
発
言
に
嘘
、
偽
言
が
な
い
こ
と
、
耳
に
快
く
響
く
こ
と
、
集
団
の
秩
序
を
乱
す
よ
う
な
こ
と
ば
を
語
ら
な
い
こ

と
、
な
ど
が
主
要
な
原
因
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
項
目
の
中
で
ど
れ
が
最
も
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
嘘
を
つ
か
ず
、
真
実
の
み



を
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
に
、
お
い
て
も
そ
れ
が
す
べ
て
に
最
優
先
す
る
(
玄
戸

Z
0
・
叶
(
哩
)
ヲ

ωω)。
し
か
し
そ
れ
よ
り

さ
ら
に
根
本
的
な
原
則
が
あ
る
。

(
弘
)

ア
パ
ヤ
ラ

l
ジ
ャ
ク
マ

l
ラ
・
ス
ッ
タ
に
・
お
い
て
、
ブ
ッ
ダ
は
発
言
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
と

ぱ
が
真
実
で
あ
る
か
虚
偽
で
あ
る
か
、
こ
と
ば
が
聞
き
手
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
か
無
益
で
あ
る
か
、
愉
快
で
あ
る
か
不
快
で
あ
る
か
、

の
六
要
素
で
あ
る
。
そ
の
組
み
合
せ
の
う
ち
、
こ
と
ば
が
虚
偽
で
あ
る
場
合
に
は
、
発
言
し
な
い
の
ー
は
勿
論
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、

真
実
、
有
益
、
無
益
、
愉
快
、
不
快
と
の
組
み
合
せ
で
あ
る
が
、
ブ
ッ
ダ
は
次
の
二
つ
の
場
合
に
限
っ
て
語
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
真

実
、
有
益
、
愉
快
と
、
真
実
、
有
益
、
不
快
と
の
組
み
合
せ
の
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
件
が
満
足
さ
れ
る
と
き
、
ブ
ッ
ダ
は
適
当
な

沈黙とことば

時
期
を
見
計
っ
て
語
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
条
件
の
下
で
の
み
語
る
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
々
を
愛

お
し
む
か
ら
で
あ
る
、
と
プ
ッ
ダ
が
ア
パ
ヤ
王
子
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
勾
)

m

a
〈

P
E
E
l苦
手
矢
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
川
適
当
な
時

右
の
発
話
の
条
件
を
さ
ら
に
形
式
化
し
た
も
の
に
、
ヴ
ァ
チ
ャ
ナ
・
パ
タ

期
に
話
す
こ
と
、
山
嘘
を
語
ら
ず
真
実
を
語
る
こ
と
、
側
組
暴
に
で
は
な
く
、
や
さ
し
く
語
る
こ
と
、
制
有
益
に
な
る
事
柄
だ
け
を
語

る
こ
と
、
川
悪
意
を
懐
か
ず
、
慈
愛
に
満
ち
た
心
で
話
す
こ
と
、
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
形
式
で
は
、
慈
愛
に
満
ち
た
心
で
話

す
と
い
う
条
件
が
第
五
番
目
の
項
目
と
し
て
明
確
に
成
文
化
さ
れ
て
い
る
。
先
の
聖
典
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
形
式
に
お
い
て

も
、
ブ
ッ
ダ
の
重
視
し
た
の
は

M
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ッ
ダ
は
同
じ
聖
典

(
Z
0
・N
H
)

内
の
他
の
箇
所
で
、
比
喰
的
た
と
え
話
を
用

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
盗
賊
に
身
体
を
切
断
さ
れ
そ
う
な
危
機
に
直
面
し
た
場
合
に
も
、
悪
意
を
懐
か
ず
、
慈

愛
に
満
ち
な
心
で
接
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
加
害
者
の
心
に
慈
愛
の
精
神
を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
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言
語
を
も
っ
人
聞
に
は
、
話
し
方
の
原
則
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
の
提
示
し
た
規
範
と
は
、
発
言
す
る



48 

前
に
、
話
者
は
、
伝
達
内
容
が
聞
き
手
に
与
え
る
価
値
と
影
響
を
予
想
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
こ
と
ば

を
正
し
く
使
用
す
る
こ
と
の
真
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
範
を
遵
守
し
て
発
言
す
る
も
の
は
、
官
僚
、
出
家
者
、
天
人
な

ど
に
深
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
偉
人
の
こ
と
ば
に
よ
る
感
化
力
の
点
に
ま
で
聖
典
の
編
纂
者
が
言
及
し
て
い
る
の
は
注

目
し
て
よ
い
。
ブ
ッ
ダ
の
雄
弁
は
獅
子
肌
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
人
々
を
改
宗
さ
せ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

四

沈
黙
は
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
に
す
で
に
宗
教
的
行
為
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
の
数
世
紀
後
に
、
ブ
ッ
ダ
も
ま
た
、

「
神
聖
な

る
沈
黙
」

(
P
2
u
忌

1
E
O
E
Z同
g)を
か
れ
の
信
奉
者
に
教
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
無
意
味
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か

し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

「
枠
竪
な
企
沈
黙
L

の
語
は
造
語
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
連
体
修
飾
語
の
神
聖

な
る
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
が
何
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
造
語
に
あ
た
っ
て
、
ブ
ツ

ダ
は
ム
ニ
と
い
う
伝
統
的
な
語
を
避
け
て
、

〔
ア
リ
ヤ
〕

ト
ゥ
ン
ビ
ー
バ
ー
ヴ
ァ
の
語
を
採
用
し
て
い
る
の
は
意
味
深
長
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
い
ま
一
度
古
詩
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
。
ウ
パ

i
リ
は
そ
の
第
六
連
に
わ
い
て
、

「
ブ
ッ
ダ
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
状
態
に

到
達

ιて
い
る
」
と
詠
ん
で
い
る
。

そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
界
に
到
達
す
る
方
法
論
を
主
題
と
す
る
資
料
に
、

チ
ャ

l
ン
ド
i
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
が
あ
る
。
そ
の
実
現
方

法
と
し
て
、
神
聖
な
知
識
を
修
得
し
て
い
る
学
徒
の
純
潔
な
生
活
が
呈
示
さ
れ
る
(
Q
f
d匂・

?
?
N
・
)
。
そ
れ
は
、
供
犠
、
供
犠
さ
れ
た

も
の
、
長
期
間
に
わ
た
る
供
犠
、
沈
黙
の
苦
行

(
5
2
5
)、
断
食
、
隠
遁
生
活
の
六
の
実
修
課
程
か
ら
な
る
。

(
お
)

よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
沈
黙
の
練
習
は
苦
行
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
こ
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
の
パ

ヒ
ュ

l
ム
の
翻
訳
に



ラ
モ
ン
は
、
沈
黙
の
苦
行
に
よ
っ
て
、
人
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
界
に
到
達
す
る
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
仏
教
聖
典
に
も
、

チ
ャ

l
ン
ド

i
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
と
同
一
主
題
を
論
ず
る
聖
典
が
あ
る

(
玄
Z
・
z。.∞吋

Z
0

・。。)。

と
く
に
ス
パ
・
ス
ッ
タ

(
Z

。.。。
(

H

V

)

同
)
・

N
φ
吋
)

で
は
、

ス
パ
は
チ
ャ

i
ン
ド

l
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
の
六
項
目
と
類
似
す
る
五

項
目
を
バ
ラ
モ
ン
説
と
し
て
紹
介
す
る
。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
は
バ
ラ
モ
ン
達
自
身
が
そ
の
五
項
目
を
自
ら
知
っ
た
う
え
で
、
そ
の
方
法
の
有

効
性
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
、

と
語
っ
て
そ
の
説
を
批
判
す
る
。
ブ
ッ
ダ
は
社
会
通
念
に
則
し
て
発
言
し
て
い
る
か
、
ま
た
熟
慮

し
て
発
言
し
て
い
る
か
、
な
ど
の
点
に
関
し
て
ス
パ
に
自
省
を
求
め
て
い
る
。
次
い
で
、
ブ
ッ
ダ
は
バ
ラ
モ
ン
説
に
か
わ
る
自
説
を
述

べ
る
の
で
あ
る
。
慈
愛
の
心
、
他
人
の
心
の
悲
し
み
を
取
り
除
い
て
や
り
た
い
と
欲
す
る
心
、
他
人
と
歓
喜
を
わ
か
ち
あ
え
る
心
、

お

i:t黙とごとば

よ
び
歓
喜
や
悲
し
み
に
極
端
に
落
ち
込
む
こ
と
の
な
い
心
を
練
習
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ブ
ッ
ダ
の
方
法
論
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
沈
黙
を

こ
の
よ
う
に
精
神
的
に
解
釈
し
な
お
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
聖
典
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
独
創
的
な
観
念
で
あ
る
神
聖
な
る
沈
黙
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
苦
行
的
色

彩
の
濃
厚
な
沈
黙
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
ヴ
ェ
ー
ダ
思
想
の
延
長
線
上
に
な
い
の
は
、
沈

黙
の
根
抵
に
慈
愛
の
精
神
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
沈
黙
を
神
聖
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
こ
れ
を
主
張
し

た
い
が
た
め
に
、
伝
統
的
な
ム
ニ
の
語
の
使
用
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

沈
黙
と
こ
と
ば
の
問
題
の
両
面
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
結
論
に
到
達
す
る
。
神
聖
な
る
沈
黙
を
す
る
こ
と
、
正
し
い
こ

49 

と
ば
づ
か
い
を
す
る
こ
と
、
の
遵
守
を
要
請
す
る
ブ
ッ
ダ
の
主
義
は
慈
愛
(
自
愛
・
他
愛
)
の
精
神
よ
り
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

(
幻
)

あ
る
。
そ
し
て
ブ
ッ
ダ
は
そ
の
精
神
を
実
生
活
に
具
現
す
る
こ
と
を
生
涯
怠
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
慈
愛
の
精
神
の
基

(
お
)

礎
の
上
に
、
沈
黙
は
所
謂
「
沈
黙
の
道
」
五
向
。

5
1
3子
戸
、
(
∞
コ
・
(
せ
)
2
2
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
正
し
い
こ
と
ば



50 

づ
か
い
は
、

「
ヴ
ァ
チ
ャ
ナ
・
パ
タ
ヘ
〈

2
2
?宮
チ
ベ
あ
る
い
は
、
八
つ
の
正
し
い
道
の
第
三
番
目
の
「
正
語
」
と
し
て
、
仏
教
の

の
主
要
な
実
践
課
租
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
に
お
い
て
、
言
語
の
使
用
は
人
を
よ
り
人
間
的
た
ら
し
め
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
正
確
な
表
現
と
は
い
え
な
い
。
ブ
ッ
ダ
の
思

索
に
従
え
ば
、
話
者
が
慈
愛
の
精
神
を
も
っ
て
こ
と
ば
を
用
い
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
彼
も
聞
き
手
も
人
間
的
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
沈
黙
は
人
を
よ
り
人
間
的
た
ら
し
め
る
と
軽
々
し
く
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、
沈
黙
の
動
機
は
人
間
的

精
神
に
よ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
慈
愛
の
精
神
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
を
感
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
。

注(
1
)
私
は
沈
黙
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
題
目
を
単
に
、
『
沈
黙
』
と
し
な
か
っ
た
の
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
川
フ

ツ
ダ
は
こ
と
ば
〔
づ
か
い
〕
に
神
経
質
で
あ
る
。
山
神
聖
な
る
沈
黙
を
す
る
か
、
正
し
い
こ
と
ば
づ
か
い
を
す
る
か
、
の
二
者
択
一
を
ブ

ツ
ダ
は
わ
れ
わ
れ
に
要
求
す
る
。
こ
の
故
に
、
こ
と
ば
の
問
題
を
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
孤
独
な
修
行
生
活
か
ら
宗
教
的
共

同
体
へ
の
移
行
と
い
う
歴
史
的
背
景
が
あ
る
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
『
こ
と
ば
と
沈
黙
』
で
は
な
く
、
『
沈
黙
と
こ
と
ば
』
の
題
目
を
選

ん
だ
。

(
2
)
門戸〈・×・

5Ar
〈
園
・
弓
U

〈同

-g・
イ
ン
ド
古
典
語
文
献
で
は
、
沈
黙
は
専
ら
沈
黙
者
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。

(
3
)
の・。
-
F
E
r
-
忠
良
5
S
H
r
。
之
江
言
。
『
同
w
a
を
Fな
R

F
ま・

5
可・

3
・NU
∞l
N
E
一
山
・
自
由
害

gぎ『
m
h
r
M
)白内
2
F
E
F邑内出吉川

み
切
長
何
回
F
2
H
h
z
a
F
F
S門

戸

2
・
H
C
J
R
H
6・ω
!
日
目
司
・
∞

g
巳
・
阿
川
HHL
ミ

sh
ミ
同
志
之
内
な
s
w
E
a
-
事
-
E
C
l
H
2
・

(

4

)

(

即)
ζ
z・
2
0・
自
(
噌
)
可
・

5
H
・(日目
)
ζ
z・
2
0・ω∞
(

唱

)

官

-
N
S・
(
E
)
y
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z・
2
?
詰
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喝
)
司
・

N
F
(
g
玄

Z
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2
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)
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位
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・
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・
2
0・
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