
亜

と

(
一
)

嘔

興

亜

阻
早

と

一那

緒

方

心
示

博

口
、
緒

言

現
下
の
世
界

に
於
て
萬
國
人
の
覗
聴
を
集
注
し
つ
～
あ
る
問
題

は
少

く
と
も

二
つ
あ

る
と
思
考

せ
ら
れ
る
。
そ
の

一
は
欧
洲

に
於

て
第

二
次
大
戦
孚
勃
登

の
危
機

が
切
迫
し

つ
、
あ

る
事
で
あ
り
、
そ
の
二
は
極
東
に
於

て
新
事
態
が

登
生
し

つ
、
あ
る
事
で
あ
る
。
前
者
は
暫
ら
く
措
き
、
專
ら
後
者
に
就

い
て
問
題
の
本
質
を
究
明
し
、
そ
の
根
本
原

理
の
登
見
に
資

し
度

い
と
言

ふ
の
が
本
小
論

の
意
途
す
る
所
で
あ
る
。

極
東

に
於
け
る
新
事
態

の
登
生
と
は
、
言

ふ
ま
で
も
な
く
、
過
去
ニ
ケ
年
鹸

に
渡

つ
て
我
が
日
本
國
が
史
上
塞
前

の
大
軍
を
支
那
大
陸

に
派
遣
し
て
奮
翻
努

力
し
た
結
果
、
現

に
北
支
及
び
中
南
支
に
於
て
建
設

せ
ら
れ

つ
ト
あ

る
東

亜

の
新
秩
序
を
指
す

の
で
あ
る
。
惟

ふ
に
今
時
支
那
事
攣
を
契
機
と
し

て
極
東

に
生
起
し

つ
、
あ

る
新
事
態
は
そ
の

由
來
す
る
所
甚
だ
遠
く
そ
の
影
響
す

る
所
極
め
て
廣
汎
且
つ
重
大
で
あ
る
。
こ
れ
は
但

に
我
が

一
億
國
民

上
下

一
致

の
決
意

に
基
づ
い
て
生
起
し
た
事
實

で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
實

に
亜
細
亜
諸
民
族
全
膿

の
渇
望
を
荷

つ
て
進
展
し

つ
、
あ

る
所

の
事
象

で
あ
る
。
而
も
こ
の
亜
細
亜
諸
民
族
の
人
口
藪
は
優

に
十
億
、
世
界
全
人

口
の
孚
藪
を
越
ゆ
る
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も

の
で
あ
り
、
そ

の
要
望
は
決

し
て

一
朝
少

々
の
利
害
や
感
情
問
題
に
登
端
す
る
も

の
で
は
な

く
、
歎
十
百
年

の
永

き
歴
史
と
亜
細
亜
全
民
族

の
死
活
問
題
と
に
關
聯
し
た
己
む
に
己
ま
れ
ぬ
根
擦

よ
b
出
登
し
た
も

の
で
あ
る
。
帥
ち

極
東

に
於
け
る
新
事
態
の
襲
生
は
軍
な

る
偶
然
的
出
來
事
で
は
な

く
、
實

に
歴
史
的
必
然

に
依

つ
て
展
開
し
つ
・.
あ

る
所

の
も
の
で
あ

る
。
西
洋
的
な

る
も
の
が
地
球
の
全
面
を
闊
歩

し
た
世
界
近
世
史
な

る
も
の
は

一
鷹
今
日
を
以

つ

て

ペ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
新

た
に
東
洋
が
興
起
す
る
世
界
現
代
史
な

る
も
の
が
將
に
出
螢
せ
ん
と
し

つ
～
あ
る
の
が
現

下
世
界

の
動
向
で
あ
る
。
こ
れ
を
我
が
國
史

上
の
出
來
事
と
比
較
す

る
な
ら
ば
、
李
安
朝
が
終
結
し

て
鎌
倉
時
代
が

績
起
し
た
事
象
と

一
脈
相
通
す
る
所
が
あ
る
と
言
び
得
る
で
あ
ら
う
。
帥
ち
卒
安
朝
期
は
文
學
が
文
化
の
首
位
を
占

め
威
情

及
び
才
知
の
陶
冶
が
盛
ん
に
行
は
れ
た
時
代

で
あ

る
が
、
こ
れ
は
西
洋
中
心
の
近
世
世
界
史
が
科
學
萬
能
を

以

に
つ
て
始
絡
せ
ん
と
し
て
居

る
の
と
相
似
し
て
居
り
、
爾
者
は
共
に
現
實
主
義
と
言

ふ

一
黙

に
於
て
そ
の
揆
を

一

し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て
現
實
圭
義
が
謳
歌

さ
れ
る
時
代

に
在

つ
て
は
、
人

々
は
官
能
的
な
幸
輻

の
追
求
に

專
念
し
、
國
家
よ
り
は
個
人
を
、
道
義

よ
り

は
物
質
を
箪
重
す
る
傾
向

に
偏
す
る
も
の
で
あ
ろ
。
而
し

て
肚
會
上
に

於
て
は

一
部
少
歎

の
特
椹
階
級
が
全
膿
多
藪

の
被
支
配
階
級

の
犠
牲
に
於
て
榮
華
を
極
め
、
從

つ
て
上
下
相
璽
ふ
て

齪
世
が
出
現
す
る
事
は
自
然

の
趨
勢
で
あ
る
。
吾
人
は
李
安
末
期
の
公
家
諸
公
が
國
民
塗
炭

の
苦
を
飴
所

磁
日
夜
詩

歌
管
絃
の
樂
七
み
に
陶
醇
し
て
ゐ
た
有
檬

と
現
代

】
部
自
人
種
の
生
活
態
度
と
の
間

に
多
大

の
類
似
鮎
を
薮
見
し
、

叉
當
時
世
の
齪
れ

に
際
し
て
武
士
な
る
階
級
が
興
起
し
て
意
志
を
鍛
錬
し
道
義
を
張
調
し
て
天
下
を
統

一
し
、
外
徹

興

亜

と

鐸

(
二
)
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興

亜

と

灘

(
ご

元
軍
十
萬
の
襲
來
も

一
基

に
之
を
撃
退
し
て
國
威
を
内
外
に
凝
か
し
た
史
實
と
、
現
下
世
界
動
揺
の
眞
只
中
に
在

つ

て
我
が
日
本
民
族
が
興
亜
の
爲

に
蹴
起
し
、
毅
然
と
し
て
湛
進

し
行
く
姿
と
を
比
較
封
象
し
で
轄
た
威
慨
な
き
能
は

ざ
る
者
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
我
が
國
史
上
の
上
代
か
ら
中
世

へ
の
移
行

の
事
情
と
世
界
近
世
史
が
將

に
重
大
な
る
轄

換
期

に
逢
著
せ
ん
と
し

つ
、
あ

る
事
實
と

の
間
に
は
、
到
底
日
を
同
じ
ゆ
う
し
て
論
す

べ
か
ら
ざ

る
根
本
的
相
異
黙

の
存
在
す

る
事
は
敢

て
論
述
す
る
ま

で
も
な

い
事
で
あ

る
。

二
、
興

亜

の

要

諦

さ
て
然
ら
ば
、
・吾
が

一
億
國
民
が

一
致
團
結
し
て
乾
坤

一
郷

の
大
努
力
を
傾
倒
し

つ
＼
あ

る
所

の
興
亜
の
聖
業
と

は
如
何
な

る
目
標

の
下
に
進
め
ら
れ

つ
～
あ
る
の
で
あ
る
か
?

こ
れ
は
極
め
て
簡
箪
明
瞭

で
あ

る
。
曰

く
、
第

一

り

に
は
亜
細
亜
を
し
て
亜
細

人

の
亜
細
亜
た
ら
し
め
よ
。
第

二
に
は
興
亜
の
原
理
及
び
實
蹉
を
以
て
世
界
を
指
導
せ
よ

と
言

ふ
事
に
鑑
き

る
。
第

一
の
問
題
は
圭
と
し

て
亜
細
亜
に
於
け
る
政
治
的
並
び
に
脛
濟
的
現
歌

の
改
…璽
を
意
味
す

る
も
の
で
あ

つ
て
、
こ
れ
に
關
し
て
は
問
題
そ
の
も
の
で
は
何
等
論
議

の
絵
地
は
な
く
、
只
だ
そ
の
實
現
の
方
法
に

關
し
て
研
究
の
必
要
が
認

め
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。
然
し
乍
ら
吾
人
は
現
在

の
所

こ
の
問
題
を
深
く
討
議
す
る
資
格

も
自
由
も
持
む
合
は
し

て
ゐ
な
い
。
第

二
の
問
題

に
就

い
て
は
、
そ

の
原
理
の
把
握

の
上
に
も
、
こ
れ
が
實
際
問
題

へ
の
適
用
の
上
に
も
、
容
易
な
ら

ぬ
困
難
が
件

ふ
て
居

る
の
で
あ
る
。
亜
細
亜
の
興
隆
は
近
代
欧
羅
巴
の
興
隆
と
同

じ
…轍
を
踏

ん
で
は
な
ら
な

い
。
吾
人
は
亜
細
亜
的
に
も

の
を
考

へ
、
亜
細
亜
的

に
生
活
す
る
事
を
要
求
す
る
け
れ
ど

62



も
、
そ
れ
は
偏
狭
排
他
的
な
も
の
で
あ

つ
て
は
な
ら
な
い
。
現
代

の
交
通
通
信
機
關
の
存
在
は
、
世
界

の
如
何
な

る

部
分

に
於

て
も

一
國
家

叉
は
民
族

の
輩
猫
孤
立
を
許
さ
な
い
。
世
界
各
國
は
好
む
と
好
ま
ざ

る
と

に
拘
は
ら
や
交
字

通
り
隣
接
し
、
相
互
依
存

の
立
場

に
置
か
れ
て
在

る
。
入
間
が
李
和
を
愛
好
し
、
幸
編
を
願
望
す
る
な
ら
ば
善
隣
友

邦

の
道
を
執
る
事
が
絶
樹
的

に
必
要
で
あ
る
。
如
何
な

る
優
秀
な

る
民
族

も
、
如
何
な

る
絶
大
な

る
國
家
も
、
そ

の

優
越
を
誇
り
、
猫
善
を
固
守
す
る
事
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
西
洋
交
明
は
.世
界

の
李
和
と
人
類
の
幸
輻

に

貢
献

す
べ
き

で
あ

つ
た
に
も
拘
ら
す
、
ど
う
し
た
繹
か
、
今

は
世
界
恐
怖
の
源
泉
と
化
し
、
西
洋
人
自
身
ま

で
が
こ

れ
を
嫌
悪
し
危
瞼

覗
す
る
に
到

つ
た
。
か
く
て
今
や
西
洋
的
な
る
生
活
原
理

の
放
棄
と
新
な
る
思
想
の
登
見
と
が
眞

劒

に
要
求

さ
れ

つ
、
あ
る
の
で
あ

る
。

陶『

東
洋

の
精
騨

の
根
源

西
洋
没
落

の
後
に
來
る
も
の
は

ア
メ
リ
ヵ
で
も
な
け
れ
ば

ア
フ
リ
ヵ
で
も
な
い
。
そ
れ
は
實

に
東
洋

で
な
く
て
は

な
ら
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、
東
洋

は
既

に
古
代

に
於
て
世
界
無
比
の
精
神
文
明
の
建
設
に
成
功
し
、
近
世
に
入

つ
て

か
ら
は
西
洋

の
物
質
文
明
を
も
殆
ど
絵
す
所
な
く
接
恥
し
審
し
た
か
ら

で
あ

る
。
吾
人
は
我
が
日
本
民
族
が
、
そ
の

最
も
勝
れ
た
る
爾
…文
明
の
集
大
成
者
で
あ

り
、
よ
り
以
上
登
展

の
責
任
逮
行
者
で
あ
る
事
を
信
じ

て
疑
は
な
い
も
の

で
あ

る
。
然
ら
ば
東
洋
の
精
神
と
は
如
何

る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
?

東
洋
は
國
土
及
び
文
化
の
特
色

の
異
り

に
依

つ
て
、
印
度
、
支
那
、
日
本
と
三
分
し
て
考
察
す

る
事
が
便
利

で
あ

興

亜

と

輝

'

(四
)
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興

範

と

縄

,

(五
)

る
。
然

し
乍

ら

こ
れ
等

の
三
者

は
、

そ

の
登
展

の
歴

史

に
於

で
相

互

に
交
渉

を
持

ち

、
影
響

し
合

つ
て
居

る
ば
か

り

で
な

く
、

そ

の
出

螢
粘

を

全
然

等
し

く

し

て
居

る
と
考

へ
ら

れ

る
。
私

は

こ

の

三
文

明

の
土
ハ同
出

登
鮎

、
換

言
す

る

な

ら
ば

全
東
洋

精
神

の
根

源

は

「
無
」

に
あ

る
と
考

へ
る
。
無

と

は
何

で
あ

る
か
?

こ
れ
は

時

間

塞
間

の
中

に
在

つ
て
而

も

こ
れ
等

の
も

の
を

超

越
し

た
宇
宙

の

一
大
生

命

で
あ

る
。

こ
れ

は
内
在

的

で
あ

る
と

同

時

に
超
越

的

で
あ

り

、
普
遍

李
等

で
あ

る
と

同
時

に
特

殊
差

別
的

で
あ

る
。

そ

の
印

度
的

名
前

は

本
性
清

浮

心

で
あ

り
、

支

那
流

に
呼

べ
ば
無

名

の
大
道

で
あ

り
、

日
本

固
有

の
言
葉

を
以

っ
て
言

へ
ば

「
こ
と
あ

げ

せ

ぬ
」

日

本
精

神

で
あ

る
。

言

ふ
ま

で
も
な

く
無

は
輩
な

る
概

念

や

ア
プ

リ

オ

リ
と
呼

ば

れ

る
様

な

も

の

で
は
な

い
。
生

け

る
生
命

と

し

て
吾
人

に
膿

験

せ
ら

れ
、

吾
人

と
共

に
働

く
も

の

で
あ

る
。

「
竹
影
増

を
彿

つ
て
塵
動

せ
す
、

月
潭

底
を
穿

つ
て
水

に
痕
無

し
。
」
こ

れ

は
無
が

現
象

的
存
在

の
問

に
作
用

し

て
而

も
現
象

的
存
在

を
離

れ

て
居

る
事

を

自
然

の
景
物

に
.托

し

て
言

ひ

表

は

し

た
も

の

で
あ

ら

う
。

私
は

無
と

は
宗

敏
経
験

に
於

け

る
.ハ
ツ

シ
ゼ

テ
イ

(
℃
9。。ω剛く
凶ぞ

受
動

性
)

の
歌
態

を
言

ふ
の

で
あ

る
と
思

ふ
。

從

つ
て
無

は
凡

て

の
宗

敏
的

生
涯

に
於

て
纒

験

さ
れ

る
も

の

で
あ

り
、

キ

リ

ス
ト
致

者
も
亦

佛
教

者
と
同

じ
無
を

経
験

す

る
事

は
あ
り

得

べ
き

で
あ
り

、
事

實
存

在

し

た
と
言

へ
る
で
あ
ら
う

。

聖

フ
ラ

ン

シ

ス
は

読

敏

の
中

に
、

紳

を
見

ん
と

す

る
者
は

死
人

の
如

く
な

ら
な

く

て
は
な

ら

な

い
、

と

言

ふ
事
を

述

べ

て
居

る
が
、

こ
れ

は
暉

の
修

行

に
於

て
、

な

り
切

れ
、

死

に
切
れ

、
と
言

ふ

の
と
同

一
で
あ

り
、
分

別

の
世
界

か
ら

パ

ツ

シ
ゼ

テ
イ
.即

ち
悟

り

の
世

界

へ
到

る
必
要

な

心
構

へ
を

示
し

た
も

の

に
外

な

ら
な

い
。
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若
し
無
が
キ
リ
ス
ト
敏
者
に
依

つ
て
も
理
解
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
特

に
東
洋
精
紳
の
根
源
で
あ
る
と

言
は
れ
る
の
は
何
故

で
あ
る
か
?

そ
の
根
擦
は
當
然
東
洋
に
登
達
し
た
宗
殺
及
び
文
化
の
歴
史

の
上
に
螢
見
せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
實
際

一
部

の
キ
リ

ス
ト
教
者
に
依

つ
て
は
経
験

せ
ら
れ
、
墾
揚
せ
ら
れ
た
無
が
、
ど
う
し

て
西
洋
杜
會
に
は
廣
く
普
及
し
な
か

つ
た
の
で
あ
る
か
は
、

一
個
の
興
味
あ
る
研
究
題
目
で
は
あ
る
が
、
吾
人
當
面

の
問
題
と
は
自
ら
別
個
の
問
題

で
あ

る
か
ら
今

は
論
及
を
さ
け
る
。
而
し
て
東
洋
の
諸
宗
敏
及
び

一
般
文
化
の
上
に

如
何

に
廣
く
且

つ
深

く
無
が
普
及
さ
れ
て
居

る
か
を

一
見
し
や
う
。
佛
漱
が
無
我
を
説
き
無
心
を
理
想
と
し
、
無
住

を
奪

ぶ
事
は
あ
ま
り
に
も
顯
著
な
る
事
實

で
あ
る
。
又
老
子
が
道
徳
経

の
冒
頭
に
於
て

「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常

の

道
に
非
す
、
名

の
名
と
す

べ
き
は
常

の
名
に
非
す
。
無
名
は
天
地
の
始
め
、
有
名
は
萬
物

の
母
、
故

に
常
無
欲
以
て

其

の
妙
を
観
、
常
有
欲
以
て
其
の
徴
を
観

る
。
此

の
雨
者
は
出
を
同

じ
ふ
し

て
名
を
異

に
す
。
同
じ
く
す
る
之
を
玄

と
謂

ふ
。
玄

の
叉
玄
な
る
は
衆
妙
の
門
な
り
。」
と
述
べ
て
居

る
事
も
有
名
な
事
で
あ
る
。
儒
教
は
多
く
政
治

道
徳

を
論
じ
て
差
別
門
の
論

に
力
を
審
し
て
居
る
が
、
然
し
中
庸

に
は

「
喜
怒
哀
樂

の
未
だ
登

せ
ざ
る
之
を
中
と
謂
ひ
、

登
し
て
皆
な
節

に
中
る
之
を
和
と
謂
ふ
。
中
な
る
者
は
天
下
の
大
本
な
り
。
和
な
る
者
は
天
」ド
の
達
道
な
り
。L
の
説

が
あ
り
、
又
論
語
に
は

「
子
、
四
つ
を
絶

つ
、
意
な
し
、
必
な
し
、
固
な
し
、
我
な
し
。」
の
丈
字
が
見

へ
る
。
我
が

國
固
有
の
神
遁

に
到
つ
て
は
他

の
諸
宗
激

に
見

る
様
な
敏
義

に
關
す

る
記
録
が
な
い
の
で
、
こ
れ
を
文
献

の
上
か
ら

論
謹

す
る
事
は
不
可
能

で
あ

る
が
、
實
際
信
徒
の
心
得
と
し
て
強
調
さ
れ
て
居

る
も

の
は
「
明
き
漂
き
直
き
誠
の
心
」

興

亜

と

贈騨

(山ハ
)
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興

亜

と

縄

(七
)

を
以

つ
て
紳
と
君
と
國
民
と
人
類
と

に
事

へ
て
行
と
言

ふ
事
で
あ

る
。
而
し
て
こ
、
に
言

ふ
誠

の
心
と
は
佛
敏

に
言

ふ
無
我
、
無

心
の
心
と

一
致

し
、
道
激

の
所
謂
る
無
名

の

一
物
、
儒
敏

の
説
く
中
な
る
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ

る
。

次
に
文
化
の
傾
向
を

}
瞥
す

る
と
、
印
度
の
文
學
、
絡
書
、
彫
刻
。
建
築
等
は
概
ね
想
像
的
で
あ
り
、
現
世
を
超
越

し
た
彼
岸

の
世
界
を
描
出
し
た
も
の
が
大
部
分

で
あ
り
、
優
秀
で
あ
る
。
現
實
圭
義
や
快
樂
圭
義
を
表
現
し
た
彫
刻

等
が
登
見
さ
れ
な

い
事
は
な

い
が
、
そ
れ
等
は
印
度
文
化
と
し
て
は
劣
悪
な
部
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

エ
ロ
え

イ
シ
イ
ズ

ム
の
故
に
可
な
り
有
名
な

手
レ
フ
ア
ン
タ
窟

院
の
彫
刻
も
佛
教
圭
義

の
ア
ヂ

ヤ
ン
タ
ー
の
そ
れ
に
比
す
れ

ば
、
そ
の
美
術
的
債
値
は
到
底
及
ぶ
べ
く
も
な

い
。
而
し
て
印
度
思
想
の
圭
流
を
な
す
解
脱
圭
義
の
交
學
や
美
術
は

外
國
人
の
目
に
は
全
く
塞
想
的
で
あ
り
迷
信
的

で
あ

つ
て
も
、
印
度
人
自
身

に
取

つ
て
は
何
等
怪
し
む
に
足
ら
な

い

も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
等
の
思
索
な
り
、
鑑
賞

の
基
礎
が
無

に
あ
る
が
故
で
あ

る
。

「
如
來
は
説
き
給

ふ
。

諸

の
心
は
皆
非
心
た
り
。
是
を
名
づ
け
て
心
と
な
す
。
所
以
は
如
何
♀

須
菩
提
よ
、
過
去
心
も
不
可
得
な
り
、
現

在
心
も
不
可
得
な
b
、
未
來
心
も
不
可
得
な
れ
ば
な
b
。
」
(
金
剛
経
第
十
八
)
こ
の
様
な
所
詮
は
大
乗
佛
教
、
特

に

般
若
経
典
に
於

て
は
随
所

に
見
出
さ
れ
る
所

で
あ

る
が
、
こ
れ
は
現
象
の
世
界
を
輩
な
る
現
象
と

し
て
の
み
見
す
、

無

の
経
験
を
通
し
て
現
實
世
界
を
眺
め
る
時

に
の
み
正
當
に
理
解
さ
れ
る
事
で
あ
る
。
こ
の
無
を
通
し

て
現
象

の
世

界
を
見
て
行
く
と
言

ふ
生
活
態
度
は
支
那
に
も
日
本
に
も
古
く
か
ら
實
行
さ
れ

て
居

つ
た
。
そ
の
事
を
最
も
よ
く
立

謹
す
る
言
葉
は

「
幽
玄
」

叉
は

「
寂
び
」
で
あ
る
と
私
は
思

ふ
。
勿
論
こ
れ
等

の
言
葉
が
廣
く
胱
會
に
用
ひ
ら
れ
る
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様
に
な

つ
た
の
は
、
日
本
に
於
て
は
佛
敷
渡
來
後
、
特

に
李
安
朝
以
後
の
事

に
属
す

る
が
、
然
し
斯

ふ
し
た
言
葉
が

非
常
な
勢
を
以

つ
て
廣

べ

一
般
化
し
た
理
由

は
、
我

々
日
本
人
が
昔
か
ら
こ
の
言
葉

に
相
當
す
る
為

の
を
生
活
の
中

に
持

つ
て
居

つ
た
が
爲

で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
佛
教

の
渡
來
に
依

つ
て
大

い
に
刺
戟
さ
れ
た
と
同
時
に
、
叉

一
面

外
來
の
思
想
そ
の
も
の
を
も
日
本
人

の
生
活
膣
験
を
通
し
て
或
は
改
革
し
或
は
深
く
掘
り
下
げ
た
の
で
あ
る
。
中
世

以
後
明
治
維
新
ま
で
の
日
本
文
化
が
殆
ど
全
部
灘
の
影
響
を
受
け
て
居
る
事
は
顯
著
な
る
事
實

で
あ

る
が
、
こ
の
事

は
叉
直
ち
に
、
日
本
文
化
の
基
調
を
な
す
も
の
は
幽
玄

で
あ
り
、
寂
び
で
あ
る
と
言
ひ
換

へ
る
事
が
出
來
る
。
例

へ

ば
、
日
本
固
有
の
和
歌

に
於

ズ
さ
ゑ
藤
原
俊
成
卿

の
千
載
集

(
一
八
四
七
撰
)
前
後
よ
り
幽
玄
調

(
達
磨
宗
と
も
呼

ば
れ
た
)
な
る
も
の
が
撞
頭
し
て
居

る
。
そ
の
外
武
士
道
、
茶
道

、
絶
書
そ
の
他
を
通
し
て
、
風
流
を
奪
び
、
さ
び

を
樂
し
む
の
は
、日
本

上
下
の
通
風
と
な
り
、
輝
味
な

く
、
茶
味
な
き
人
は
共

に
語

る
に
足
ら
キ
と
さ
ゑ
信
ぜ
ら
れ
る

様

に
な

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
生
活
態
度
と
言

ふ
も
の
は
、
自
我
や
所
有
の
観
念

に
執
着
し
て
居

て
は
出
て
來

る
も
の
で
は
な

い
。
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
何
か

一
種
特
別
な
経
験
の
源
泉
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
私
は
無

の
艦
験
で
あ
る
と
見

る
の
で
あ
る
。

.

四
、
無

の

世

界

性

東
洋
精
紳

の
基
調
が
無

で
あ
る
と
言
ふ
事
が

一
鷹
承
認

せ
ら
れ
た
と
し
て
、
無
は
果
し
て
今
後
世
界
精
神

の
中
心

と
し

て
登
展
す

る
可
能
性
あ
り
や
を
槍
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
無
が
全
宇
宙

の
生
命
で
あ
り
、

一
切
所

に
遍
在
し
、

.

興

亜

と

輝

(
八
)
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興

頚

と

輝

(九
)

而
も
如
何
な
る
現
象
的
存
在
と
も
衝
突
す
る
も
の
で
な

い
事
は
翫

に
述

べ
た
所

で
あ

る
。
即
ち
無
が
理
と
し

て
世
界

指
導
の
基
本

と
な
り
得
る
事
は
己
に
論
じ
鑑

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
依

つ
て
今
は
無
が
事
と

し
て
如
何
に
世
界
の

一
切

と
調
和
し
得
る
か
、
換
言
す
れ
ば
東
洋
に
於
け
る
無
の
磯
展

の
歴
史
が
如
何
に
廣
く
異

つ
た
民
族
國
土

の
上
に
普
及　

さ
れ
た
か
を
考
察
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ

る
。
然
し
乍
ら
、
こ
れ
に
關
し
て
東
洋

の
歴
史
を
回
顧
す
る
以
前

に
西
洋

の
歴
更
を

一
瞥
す

る
事
は
多
大
の
屡
考
と
な
る
で
あ
ら
う
。

キ
リ

ス
ト
が
世
に
出

て
か
ら
ま
だ

二
千
年

に
満
た
な
い
。
然
る
に
今
日
キ
リ

ス
ト
敏

の
興
隆
し
て
居

る
西
洋
に
在

つ
て
は
、

キ
リ

ス
ト
敏
以
前

の
土
着
の
宗
敏

に
就

い
て
は
殆
ぞ
知

る
所
が
な

い
。
英

、
佛
、
猫
、
伊
は
勿
論
、

ス
ペ

イ
ン
に
も

オ
ラ

ン
ダ
に
も
乃
至
北
隊

の
諸
断
に
も

キ
リ

ス
ト
敏
傳
播
以
前

に
何
等
か
の
宗
敏
或
は
民
族
信
仰
が
存
在

し
た
に
相
違
な
い
事
は
何
人
も
疑
は
ぬ
所
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
等
は
今

日
何
等

の
痕
跡
を
止
め
ぬ
ほ
ど
に
抹
殺
さ
れ

て
し
ま

つ
て
居
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
た
繹
で
あ
る
か
?

こ
れ
に
就

い
て
は
種

々
な
る
原
因
が
藪

へ
得
ら
れ
る
で
あ

ら
う
が
、

キ
ソ
ス
ト
教

の
偏
狭
な
る
排
他
性
が
そ
こ
に
大
き
な
役
割
を
演

じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
私
は
考

へ
る
。
こ
れ
は
欧
羅

巴

に
於

て
だ
け
で
な

く
東
洋

に
於

て
も
そ
の
片
鱗
を
現
は
し
て
居

る
所

で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
敏

徒

に
取

つ
て
は
、
佛
教
、
儒
教
、
神
道
は
勿
論
、

一
切
の
異
敢

は
邪
敏
で
あ
り
、
瀞
の
奪
嚴
を
信
じ
な

い
不
都
合
な

存
在

で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
、
同
じ
キ
リ

ス
ト
敏
徒
の
問

に
於

て
も
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
と
デ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト

と

の
間
で
は
互
ひ

に
異
端
邪
読
と
し
て
排
斥
し
合

ふ
事
恰
か
も
仇
敵
の
如
く
で
あ
る
。

一
般

に
宗
教
に
は
包
容
性
と

68



排
他
性
と
二
つ
の
矛
盾
し
た
傾
向
が
あ
る
様

で
あ
る
。
然
し
乍

ら
キ
リ
ス
ト
敏

の
如
く
異
敏
徒
を
仇
敵
し
、
迫
響

を

敢

て
行
ふ
宗
教
は
稀
で
あ
る
。
近
來
西
洋
人

の
東
洋
研
究

に
は
可
な
り
眞
面
目
な
も
の
も
あ

る
が
、
今
か
ら
藪
十
年

前

の
西
洋
人
の
佛
敏
観
な
ど
に
は
甚
だ
見
當
外
れ
の
も
の
が
少
く
な
か

つ
た
。

こ
れ
は
圭
と
し
て
初
期

の
西
洋
人
佛

教
研
究
者
が
キ
リ

ス
ト
敏
の
宣
教
師

で
あ
り
、
從

つ
て
故
意

に
偏
見
を
以

つ
て
佛
敏
を
西
洋
に
紹
介
し
た
が
爲

で
あ

る
と
言

つ
て
居

る
西
洋
人
が
あ

る
。
キ
リ

ス
ト
敢
は
、
他
の
世
界
的
倫
理
的
宗
敏
と
同
じ
様

に
、

「
汝
の
隣
人
を
愛

せ
よ
。
」
と
か

「
イ

エ
ス
の
敏
は
全
人
類

の
救
ひ
で
あ
る
」
と
か
言

ふ
宣
傳

は
す
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
を
二
千
年

の
キ

リ
ス
ト
教
傳
道
史

に
徴
し

て
見

る
と
、
そ
れ
は
驚
く
可
き
残
慰
な

る
血
を
以
つ
て
塗
ら
れ
た
、
異
教
徒
叉
は
異
人
種

征
服

の
歴
史
で
あ

る
。

こ
れ
を
少
し
く
佛
敏
東
漸
の
歴
史
と
比
較
し
て
見
よ
。
佛
教
は
印
度

に
興
り
西
域
を
経
て
支
那
、
朝
鮮

に
擾
り
、

更

に
我
が
日
本
に
も
傳

つ
た
。
そ
の
間
凡
そ
二
千
五
百
年
、
到
る
所
多
大
の
成
功
を
牧
め
て
自
己
の
宗
敏
を
以

つ
て

人
心
を
滋
育
し
た

一
方
、
そ

の
土
地

々
々
に
於
け
β
在
來
の
宗
敏
信
仰
を
も
啓
登
し
そ
の
登
農
に
貢
献
し
た
。
例

へ

ば
支
那
儒
教

に
關
し
て
宋
明
性
理
の
學
を
大
成

せ
し
め
た
も

の
は
暉
佛
教

で
あ

つ
た
。
日
本
に
於
て
も
中
世
に
於
て

儒
敏

の
命
脈
を
護
持
し
た

の
は
五
山
の
輝
僧
で
あ

つ
た
。
叉
紳
道
が
敏
義
を
組
織
す
る
に
當

つ
て
多
く
取
り
入
れ
た

所
の
も
の
は
佛
敏
の
哲
學

で
あ

つ
た
。
而
し

て
明
治

の
紳
佛
分
離
以
前

に
於

て
多
年
の
問
瀞
杜
を
直
接
管
理
し
、
繁

榮

せ
し
め
た
者
も
佛
敏
僧
侶

で
あ

つ
た
。
そ
の
間
多
少
の
論
譲

や
不
和
が
佛
教
と
他
宗
敏
と
の
問
に
存
在
し
た
に
し

興

亜

と

暉

(
一
〇
)
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亜

と

陣

(
二

)

て
も
、
そ
れ
は
極
め
て
輕
微
な
も
の
で
あ
り
、
佛
敏
が
宗
敏
宣
布
の
爲
に
流
血

の
惨
事
を
惹
起

し
た
事
は
全
く
な
い

事
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
佛
教
本
來

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
當
然

の
事

で
あ

る
が
、
こ
れ
を
他
宗
教

の
歴
史
と
比
較
す
る

時
に
は
實

に
注
目
に
値
す
る
事
柄

で
あ
る
。

こ
の
佛
教
傳
播

の
歴
史
を
以

つ
て
し

て
も
、
無
の
基
礎
の
上
に
立

つ
も

の
が
如
何
に
挙
和
的
で
あ
り
、
協
調
的
で
あ

る
か
は
立
謹

せ
ら
れ
る
。
無
が
理
に
於
て
も
事
に
於
て
も
將
來
世
界
精

ザ

紳

の
根
本
と
し
て
活
躍

し
得

る
も
の
で
あ

る
事
は
何
等
疑

の
絵
地
は
な

い
。

五
、
縄
宗
文
學

の
特
色

東
洋
精
紳

の
根
源
が
無
で
あ
り
、
こ
れ
が
理
に
於

て
も
事
に
於
て
為
世
界
指
導
の
原
理
と
な
り
得
る
事
以
上
の
如

く
で
あ
り
と
す
れ
ば
、
興
亜
の
指
導
精
神
は
無

の
再
興
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
而
し

て
こ
の
無
は
萬
人
の
生
命

の

中
を
流
れ
て
居

る
も
の
で
は
め
る
が
、
人

々
が
こ
れ
を
登
見
し
な
い
限
り
充
分

に
活
動
は
し
な

い
。

こ
の
無
を
鰻
見

す
る
に
は
、
人
々
は
學
問
又
は
宗
敏

に
依
る
精
神
の
修
養
鍛
錬
を
必
要
と
す

る
。
而
し
て
無

の
修
得
上
、
支
那
日
本

を
通
じ
て
最
も
顯
著
な
貢
献
を
し
て
來
た
も

の
は
縄
佛
教
で
あ
る
。
こ
の
事
は

支
那
及
び
日
本
の
文
化
史
を

一
瞥
す

れ
ば
明
自
で
あ

る
。

然
ら
ば
輝
と
は
何
で
あ
る
か
?

そ
れ
甚
だ
大
い
な
る
問
題
で
あ

つ
て
小
論

の
能

く
鑑
ず
所

で
は
な

い
故

に
、

こ

、
に
は
暉
宗
交
學

の
特
色
に
就

い
て
卑
見
の

一
端
を
述

べ
る
程
度

に
止
め
や
う
。

凡
そ
宗
教

の
文
献
絃
、
キ
リ

ス
ト
教
と
言
鳳
ず
、
佛
敏
と
言
は
す
、
各

々
の
宗
敏
的
見
地
に
立

つ
て
宇
宙
世
界

の
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生
成

に
關
し
、
或
は
國
家
肚
會
の
倫
理
道
徳
薫

關
し
て
述

べ
た
も
の
が
大
部
分

で
あ
る
。
こ
れ
を
量

の
上
か
ら
論
す

る
な
ら
ば
、
宗
敏

の
本
質

た
る
宗
教
輕
験

に
關
し
て
述

べ
た
記
録
の
甚
だ
僅
少
な
る
は
寧
ろ
驚
く
可
き
程
で
あ

る
。

更
に
こ
の
僅
少
な

る
宗
教
脛
験
の
記
録
中
に
在

つ
て
も
、
最
初

の
経
験

に
到
る
ま
で
の
遣
程
に
就

い
て
語

つ
た
も
の

が
大
部
分

で
あ

つ
て
、

一
度
纏
験
を
把
握
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
心
的
過
程
に
就

い
て
語

つ
た
も
の
は
甚
だ
稀

で

あ
る
。
從

つ
て
我
々
は
、
人
が
如
何
に
し
て
佛
又
は
神

に
成

る
か

の
順
序
過
程
に
就
い
て
は
多
少
聞
く
事
が
出
來
る

の
で
あ
る
が
、
さ
て
佛

叉
は
神
と
な
り
π
後
は
如
何
と
聞
か
う
と
す
れ
ば
、
全
く
失
望
す
る
外
は
な

い
。
キ
リ
ス
ト

敏

の
如
き
は
元
來
人
間
が
神

に
な
る
事
を
許
さ
な

い
宗
敏
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
紳
秘
圭
義

一
涙

に
於
て
は
神
人
の

合

一
を
糎
験
し
た
人

々
の
記
録
を
傳

へ
て
居

る
。
輝
以
外

の
佛
教
諸
派
に
在

つ
て
も
、
澤
土
教

の
指
方
立
相
を
始
め

各
宗
各
涙
そ
れ
く

往
生
或
は
成
佛

の
道
を
読

い
て
居

る
。
然
し
乍
ら
さ
て
脚
を
見
、
佛
を
看
た
る
後
は
如
何
に
す

●

べ
き
か
?

灘
の
語
を
以

つ
て
言

ふ
な
ら
ば
、
身

心
脱
落
、
脱
落
身
心
の
後
、
百
尺
竿
頭
如
何

に
歩
を
進
め
る
か
、

有
佛

の
庭
趣
遊
す
る
こ
と
を
用
ひ
す
、
無
佛
の
所
急
に
通
過
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
さ
て
何
慮
に
落
ち

つ
く
の
で

・

あ
る
か
?

こ
の
疑
問

に
答

へ
る
宗
教
文
献
は
果
し
て
幾
許
あ
る
で
あ
ら
う
か
?

灘

の
語
録
は
未
到
底
δ

容
易

に
味
讃
し
得
る
も
の
で
は
な

い
が
、
管

見
を
以

つ
て
す
れ
ば
、
縄

の
文
字
は
概
ね
見

性
成
佛

の
所
よ
り
始
ま

つ
て
居
る
。
假

に
他
宗
敏
に
於
け
る
こ
の
種
の
丈
献
を
、
宗
教
経
験

に
到
達
す
る
ま
で
の
上

昇
過
程
の
記
録

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
輝

の
語
錬
は
、
そ
の
昇
り
つ
め
た
所
か
ら
出
登
す
る
下
向
の
名
所
案
内
記
だ
と

興

亜

と

輝

'

軸

(
=
M)

71



興

亜

と

暉

・

(
=
二
)

言
ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
勿̀
論
暉

者
は
そ
れ
を
以

つ
て
向
上
の
事
と
呼
ん
で
居

る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
同
時
に
下
向
の

道
だ
と
も
言
ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
束
披

に
從

へ
ば
、
こ
の
下
向
の
渣
中

「
到
り
得

て
蹄
り
來
れ
ば
別
事
な
し
」
と
言

ふ
が
、

こ
の
別
事
な
声
消
息
が
實
は
輝
の
全
財
産
な
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の

「
一
段

の
風
光
書
け
ど
も
成
ら
す
。
」
と

言
ひ
乍
ら
、
否
そ
の
説
く
に
説
け
な

い
所

か
ら
、
租
師
方
は
自
由
自
在

の
読
明
を
し
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
が
.即
ち

不

立
文
字

の
灘
家
に
於
け
る
汗
牛
充
棟
も
只
な
ら
ぬ
語
録
文
學

で
あ
る
。

.興
亜
の
大
業
が
畢
寛
興
無
の
農
開
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
語
録
の

一
般
肚
會

へ
の
普
及
の
如
き
は
、
差

し
當
り
手
近

い
、
且

つ
有
効
な
實
践
條
項

の

一
つ
で
あ
ら
う
。
敢

て
識
者
の

一
考
を
煩
は
す
所
以
で
あ
る
。
(
完
)

(
昭
和
十
四
年
八
月
十
八
日
記
)
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