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The Spread of Eternal “Hojo”（Part 1） 
　―　Toward a “return” to the body, or more radically,  

its “recapture”　―　

FUKAZAWA, Toru

Key words : body, soul, inhabit, Heidegger

Abstract

　　This paper is an “introduction” to a series of five or six articles that 
I plan to write from now on, in which the purpose is to clarify the “iden-
tification of problems” from an overall prospective. Consequently, I would 
like to mention in advance that it is a special sentence that has been 
written in an introductory style.
　　In the series of articles to follow, I plan to cover specific literary 
texts on the theme of building oneʼs own “house” in the spatial expanse 
of the ancient city of Heian-kyo. To establish a methodological frame-
work, this study first examine the contents of Martin Heideggerʼs “Build-
ing, Inhabiting, and Thinking.”
　　In “Building, Inhabiting, and Thinking”, Heidegger discusses （with 
an emphasis on “inhabit”） the state of the bodies （existence） of those 
who live in this world and constantly live a fleeting life alongside a shad-
ow of death. This study traces the relationship between our “body”― 
which we tend to forget in the information society that spreads as a vir-
tual space ― and the spread of rooms, houses, streets, and cities as 
containers for our “body,” along with the relationship with this world as 
a whole in some cases.
　　To begin with, the significance of the university as an institution of 
higher education today and the “body” that act as reflected in the dia-
logue of Shakespeareʼs plays are examined. In response to that flow, I 
discuss the thought of “emptiness” found in Mahayana Buddhist scrip-
tures and the cases of the “Tale of Genji” and the sutra of “Oguri” over 
the “body” as a container for the soul.
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《概要》

果てしなき「方丈」のひろがり（その 1） 
　　―　からだへの「回帰」、あるいはもっと過激に、 

その「奪還」へ向けて　―　

深　沢　　徹（神奈川大学）

 キーワード：からだ・たましい・住まう・ハイデッガー

　本論考は、五回もしくは六回にわたり連載を予定している一連の文章の
「序章」に当たるもので、これから連載を進めていく上での「問題の所在」
を、全体的な見通しの下、明らかにすることを目的に書かれている。した
がって、導入的な書き方に終始した、特殊な文章となっていることを、あ
らかじめお断りしておく。
　今後に続く連載においては、古代都市平安京の空間的なひろがりの中で、
自分の「家」を建てることを主題とした具体的な文学テキストを、順次あ
つかう予定でいる。その際の方法的な枠組みを、あらかじめ設定するため、
本論考においては、マルティン・ハイデッガーの『建てること、住むこと、
考えること』の文章の内容を、まずはその検討対象としている。
　『建てること、住むこと、考えること』においてハイデッガーは、この
世界の内に身を置いて、死の影に絶えず付きまとわれながら、つかのまの
人生を送る私たちの「からだ（＝実存）」のありようを、「住まう」ことに
焦点を当てて考えている。その問題意識を踏まえつつ、バーチャルな仮想
空間としてひろがる情報社会にあって忘れられがちな私たちの「からだ」
と、その「からだ」を収納する容れ物としての居室や家屋、街路や都市の
ひろがり、さらにいえばこの世界全体との関係を、本論考では、いくつか
の事例を通して跡づける。
　まずは、高等教育機関としての大学の今日的な存在意義について、さら
にはシェークスピア劇の台詞に見える、演技する「からだ」について検討
する。その流れを受け、大乗仏典に見える「空」の思想や、たましいの容
れ物としての「からだ」をめぐる『源氏物語』や説経『おぐり』の事例に
も言及する。
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果
て
し
な
き
「
方
丈
」
の
ひ
ろ
が
り
（
そ
の
一
） 

　

―
　

か
ら
だ
へ
の「
回
帰
」、あ
る
い
は
も
っ
と
過
激
に
、そ
の「
奪
還
」へ
向
け
て

　

―
　

深　

沢　
　
　

徹

　

敗
戦
の
記
憶
も
生
々
し
い
一
九
五
一
年
八
月
五
日
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
行
わ
れ
た
ド
イ
ツ
建
築
家
協
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
人
間
と
空
間
」
に
ゲ
ス
ト
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
哲
学
者
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
講
演
を
、
次
の
よ
う
な
語

り
出
し
で
始
め
て
い

（
（
（

る
。

以
下
で
は
、
住
む
こ
と
と
建
て
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
、
建
て
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
か
ら
と

い
っ
て
、
建
築
思
想
を
見
つ
け
出
す
と
か
、
ま
し
て
や
、
建
築
の
ル
ー
ル
を
指
図
す
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
不
遜
な
こ
と
に
挑

む
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
で
考
え
な
が
ら
試
み
た
い
と
思
う
の
は
、
建
築
術
や
技
術
に
も
と
づ
い
て
、
建
て
る
こ
と
を

描
き
出
す
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
建
て
る
こ
と
を
追
跡
す
る
こ
と
で
、
お
よ
そ
有
る

0

0

と
い
え
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
属
し
て

い
る
当
の
領
域
に
遡
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
す
。

　
『
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
』
と
題
さ
れ
て
後
に
活
字
化
さ
れ
た
こ
の
講
演
内
容
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
本
書
で
は
、
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日
本
の
古
代
へ
と
そ
の
〈
場
〉
を
移
し
、
古
代
都
市
平
安
京
の
造
営
に
始
ま
り
、
そ
の
空
間
の
ひ
ろ
が
り
の
内
に
身
を
置
い
て
、
住

ま
い
と
し
て
の
家
を
建
て
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
た
、
慶よ

し

滋し
げ

保の
や

胤す
た
ねの

『
池
亭
記
』
や
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
な
ど
の
い
く
つ
か
の
事
例

を
跡
づ
け
る
。

　

と
は
い
え
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
言
う
よ
う
に
、
例
え
ば
「
寝
殿
造
り
」
な
ど
の
具
体
的
な
建
造
物
や
、
そ
の
建
築
手
法
を
問
題
に
す

る
の
で
は
な
い
。
ね
ら
い
は
「
有
る

0

0

と
い
え
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
属
し
て
い
る
当
の
領
域
」
へ
と
、
す
な
わ
ち
「
住
ま
う
」
こ
と
そ

れ
自
体
へ
と
絞
ら
れ
る
。
端
的
に
言
っ
て
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
の
内
に
実
存
す
る
私
た
ち
個
々
の
か
ら
だ

0

0

0

と
、
そ
の
か
ら
だ
を
入
れ

る
容
れ
物
と
し
て
の
空
間

0

0

の
ひ
ろ
が
り
と
の
、
そ
の
双
方
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
哲
学
的
な
問
い
な
の
で
あ
る
。

ゆ
く
え
知
れ
ず
の
た
ま
し
い
た
ち
―
和
泉
式
部
の
場
合

　

自
宅
に
い
よ
う
が
、
電
車
の
中
に
い
よ
う
が
、
だ
れ
し
も
が
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
そ
れ
こ
そ
歩
き
な
が
ら
で
も
、
ス
マ
ホ

の
画
面
に
見
入
っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
の
提
供
す
る
仮
想
空
間
に
取
り
込
ま
れ
、
い
ま
自
分
が
ど
こ
に
い
る
か
を
少
し
も
意
識
せ
ず
、

つ
ま
り
は
か
ら
だ

0

0

0

の
リ
ア
ル
を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て
、
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
、
乗
り
合
わ
せ
た
と
は
い
え
、
同
じ
時
間
、
同
じ
場

所
を
共
有
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
識
は
バ
ラ
バ
ラ
で
、
ま
さ
し
く
「
こ
こ
ろ
、
こ
こ
に
あ
ら
ず
」
の
状
態
な
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
は
じ
め
て
現
れ
た
も
の
で
は
、
必
ず
し
も
な
い
。
か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、

て
ん
で
バ
ラ
バ
ラ
に
新
聞
を
読
ん
だ
り
、
文
庫
本
を
開
い
た
り
、
居
眠
り
し
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ス
マ
ホ
に
代
わ
っ

た
だ
け
と
い
え
ば
、
い
え
な
く
も
な
い
。
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
活
字
出
版
文
化
の
危
機
が
言
わ
れ
る
。
ネ
ッ
ト
情
報
に
ば
か
り
依
存
し
て
、
紙
媒
体
と
し
て

の
新
聞
も
、
本
も
、
読
む
人
が
い
な
く
な
っ
た
と
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
活
字
で
あ
ろ
う
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
と
、

ど
ち
ら
も
バ
ー
チ
ャ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
か
ら
だ
へ
の
意
識
を
置
き
去
り
に
す
る
点
で
は
同
じ
こ
と
だ
。

　

状
況
は
だ
い
ぶ
ん
と
違
う
が
、
早
く
に
和
泉
式
部
も
、
こ
ん
な
歌
（
後
拾
遺
和
歌
集
一
一
六
二
番
歌
）
を
詠
ん
で
い

（
（
（

た
。

も
の
思
へ
ば　

沢
の
蛍
も
わ
が
身

0

0

0

よ
り　

あ
く
が
れ
出
づ
る　

た
ま

0

0

か
と
ぞ
見
る
（
思
い
悩
ん
で
い
る
と
、
沢
辺
を
飛
び
交
う

蛍
の
火
も
、
私
の
身
体
か
ら
離
れ
出
た
魂
で
は
な
い
か
と
見
る
よ
）

　

他
の
動
物
と
違
い
、
人
間
は
そ
の
旺
盛
な
想
像
力
を
働
か
せ
て
、「
い
ま
、
こ
こ
」
に
な
い
別
次
元
の
、
仮
想
の
世
界
に
遊
ぶ
こ

と
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
、
な
ん
と
も
や
っ
か
い
な
生
き
物
な
の
で
あ
る
。

第
三
次
メ
デ
ィ
ア
革
命
―
危
機
に
あ
る
大
学

　

吉
見
俊
哉
『
大
学
は
何
処
へ
―
未
来
へ
の
設
計
』
に
面
白
い
指
摘
が
さ
れ
て
い

（
3
（

た
。
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
字
印
刷
に
よ
っ
て
大

量
に
頒
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
聖
書
』
が
、
宗
教
改
革
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
活
字
印
刷
術
の
普
及
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
第
二
次
メ
デ
ィ
ア
革
命
（
ち
な
み
に
第
一
次
の
そ
れ
は
「
文
字
」
の
獲

得
で
あ
る
）
の
あ
お
り
を
食
ら
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
大
学
は
、〈
知
〉
の
拠
点
と
し
て
の
そ
の
文
化
的
機
能
を
失
っ
て
、
一
旦
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は
死
ん
だ
と
い
う
の
だ
。

　

書
物
は
か
つ
て
、
羊
皮
紙
に
一
字
一
句
、
丹
念
に
書
き
写
す
「
写
本
」
の
形
で
伝
え
ら
れ
、
貴
重
な
一
点
も
の
と
し
て
価
値
付
け

ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
独
占
的
に
管
理
・
所
有
す
る
大
学
は
、
ま
さ
に
〈
知
〉
の
拠
点
だ
っ
た
わ
け
だ
。
持
ち
出
し
で
き
な
い
よ
う

書
見
台
に
鎖
で
つ
な
が
れ
、
書
庫
の
奥
深
く
に
仕
舞
い
込
ま
れ
て
め
っ
た
に
眼
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
貴
重
な
「
写
本
」
に

じ
か

0

0

に
触
れ
る
べ
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
や
北
ア
フ
リ
カ
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
遍
歴
学
生
を
相
手
に
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
知
識

が
伝
授
さ
れ

（
4
（

た
。
だ
が
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
活
字
印
刷
術
の
発
明
に
よ
っ
て
、
書
物
の
複コ

ピ
ー製

が
い
く
ら
で
も
、
し
か
も
安
価
に

手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
師
と
弟
子
と
の
直
接
的
な
出
会
い
は
、
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

一
度
死
ん
だ
は
ず
の
大
学
が
、
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
よ
み
が
え
っ
た
の
か
。
吉
見
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
大
学
制
度
は
、
近
代
国

民
国
家
の
要
請
に
基
づ
き
、
そ
の
帝
国
主
義
的
な
拡
張
政
策
を
下
支
え
し
、
推
進
す
る
、
国
家
枢
要
の
人
材
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
リ

ー
ト
）
を
養
成
す
る
た
め
の
高
等
教
育
機
関
と
し
て
、
（9
世
紀
以
降
そ
の
様
相
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
で
、
再
出
発
を
は
か
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
モ
デ
ル
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
総
長
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
、
少
人
数
の

演
習
授
業
や
実
験
を
通
し
て
教
師
と
学
生
が
共
に
協
力
し
、
研
鑽
を
積
む
こ
と
に
よ
り
、
研
究
と
教
育
の
統
合
を
図
っ
た
、
い
わ
ゆ

る
フ
ン
ボ
ル
ト
型
大
学
で
あ
り
、
日
本
で
言
え
ば
、
東
京
大
学
に
代
表
さ
れ
る
旧
帝
国
大
学
の
創
設
が
こ
れ
に
当
た
る
。

　

だ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
進
展
に
よ
り
、
い
ま
ま
で
排
他
的
に
主
権
を
行
使
し
て
き
た
国
民
国
家
の
自オ

ー
ト
ノ
ミ
ー

律
性
は
、
著
し
く
低
下
し

た
。
そ
れ
に
伴
い
、
大
学
の
学
問
的
な
権
威
も
失
墜
し
た
。
国
家
の
手
厚
い
保
護
と
支
援
を
失
っ
て
、
は
し
ご
を
外
さ
れ
た
形
の
大

学
は
、
い
ま
で
は
よ
り
多
く
市
場
原
理
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
中
で
も
地
方
の
国
公
立
大
学
の
置
か
れ
た
惨
状
は
目
も
当

て
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
、
大
手
格
付
会
社
に
よ
る
世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
が
と
や
か
く
言
わ
れ
、
そ
の
内
の
上
位
十
位
以
内
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に
、
日
本
の
大
学
が
入
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
で
大
騒
ぎ
し
て
い
る
始
末
だ
。

　

国
民
国
家
の
枠
組
み
を
越
え
、
英
語
圏
に
特
段
に
有
利
な
条
件
下
で
世
界
の
大
学
が
ひ
と
し
な
み
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
る
。
こ
の

な
ん
と
も
滑
稽
な
事
態
に
加
え
、
第
三
の
メ
デ
ィ
ア
革
命
と
も
言
う
べ
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
浸
透
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
。

情
報
機
器
の
活
用
の
面
で
、
い
ま
ま
で
世
界
に
遅
れ
を
取
っ
て
き
た
日
本
の
大
学
も
、
こ
の
と
こ
ろ
の
コ
ロ
ナ
騒
ぎ
に
よ
り
、
そ
の

普
及
が
一
気
に
進
ん
だ
。
と
は
い
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
情
報
が
簡
単
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ

た
現
在
、
わ
ざ
わ
ざ
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
足
を
運
ぶ
必
要
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
代
一
流
の
選
り
す
ぐ
り
の
講
師
陣
を
集
め
、

最
高
度
に
し
て
か
つ
最
先
端
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
取
り
揃
え
て
ネ
ッ
ト
配
信
す
れ
ば
そ
れ
で
す
む
。
い
わ
ゆ
る
通
信
制
の
放
送
大
学
が

ひ
と
つ
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
大
学
は
、
い
ま
ま
た
二
度
目
の
死
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
吉
見
は
言
う
。

　

高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
に
、
そ
れ
で
も
ま
だ
存
在
価
値
が
あ
る
と
し
た
ら
、
教
え
る
も
の
と
学
ぶ
も
の
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の

か
ら
だ

0

0

0

を
持
ち
寄
り
、
そ
の
互
い
の
か
ら
だ
を
収
納
す
る
容
れ
物
と
し
て
の
空
間

0

0

を
共
有
す
る
中
で
、
は
じ
め
て
分
か
ち
合
え
る
何

も
の
か
に
お
い
て
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
の
復
権
に
、
吉
見
は
そ
の
可
能
性
を
見
て
取
る
。

　

旧
共
産
圏
を
中
心
に
、
権
威
主
義
の
抑
圧
的
な
国
家
体
制
が
勢
い
を
増
す
中
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
、
自
由

と
民
主
主
義
の
諸
価
値
を
今
後
と
も
死
守
し
て
い
く
た
め
に
は
、
吉
見
の
言
う
よ
う
に
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
が
ど
う
あ
っ
て
も
欠
か

せ
な

（
5
（

い
。
す
で
に
拙
書
『
日
本
古
典
文
学
は
、
如
何
に
し
て
〈
古
典
〉
た
り
う
る
か
？
』
で
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

そ
の
際
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
演
劇
の
場
に
お
け
る
、
か
ら
だ

0

0

0

を
伴
っ
た
、
人
と
人
と
の
双
方
向
的
な
関
わ
り
合
い
で
あ
る
。
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演
劇
の
場
に
お
け
る
、
か
ら
だ
へ
の
問
い
―
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
場
合

　

大
学
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ま
演
劇
現
場
は
、
映
画
や
テ
レ
ビ
、
さ
ら
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
に
押
さ
れ
て
危
機
的
状
況
に
あ

る
。
昨
今
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
っ
て
、
動
画
配
信
と
い
う
形
で
そ
の
活
動
を
ほ
そ
ぼ
そ
と
続
け
て
い
く
し
か
な
い
状
況
に
追

い
込
ま
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
演
劇
の
場
合
、
映
像
と
し
て
断
片
化
さ
れ
、
恣
意
的
に
切
り
貼
り
さ
れ
た
動
画
に
よ
る
享
受
ほ
ど
、
退
屈
で
つ
ま
ら
な
い

も
の
は
な
い
。
生
身
の
役
者
の
台
詞
と
仕
草
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
役
者
の
か
ら
だ

0

0

0

を
介
し
て
、
私
た
ち
が
常
日
頃

忘
れ
て
い
る
自
身
の
か
ら
だ

0

0

0

を
、
ト
ー
タ
ル
な
形
で
意
識
し
、
そ
の
リ
ア
ル
を
取
り
戻
す
希
少
な
場
と
し
て
、
そ
も
そ
も
演
劇
は
あ

っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。

　

た
と
え
ば
劇
場
建
築
を
考
え
て
見
よ
う
。
劇
場
は
私
た
ち
の
か
ら
だ

0

0

0

を
入
れ
る
容
れ
物
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
内
に
大
き

な
空
洞
を
宿
し
て
い
る
。
こ
の
性
格
は
劇
場
建
築
に
限
ら
ず
、
か
ら
だ

0

0

0

の
収
納
を
第
一
義
と
す
る
建
造
物
一
般
に
見
て
取
れ
る
特
質

で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
建
造
物
と
し
て
の
劇
場
内
の
空
間

0

0

に
実
際
に
足
を
踏
み
入
れ
、
生
身
の
役
者
の
台
詞
と
仕
草
に
触
れ
る
と

き
、
そ
れ
を
〈
鏡
〉
と
し
て
、
私
た
ち
は
自
ら
の
か
ら
だ

0

0

0

へ
の
意
識
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
、
そ
の
場
で
、
共
に
居

合
わ
せ
た
人
々
の
息
遣
い
や
肌
の
ぬ
く
も
り
を
、
そ
れ
こ
そ
じ
か
に
感
じ
つ
つ
、
こ
の
世
界
の
内
に
身
を
置
く
み
ず
か
ら
の
存
在
の

在
り
よ
う
を
、
あ
ら
た
め
て
実
感
し
、
意
識
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

（
6
（

だ
。

　

か
ら
だ

0

0

0

を
意
識
し
、
Ｏ
Ｎ
の
状
態
に
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
生
物
学
的
な
未
生
の
〈
死
〉
を
、
Ｏ
Ｆ
Ｆ
の
状
態
と
し
て
先
取
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り
し
、
幻
視
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
喜
劇
『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
第
二
幕
第
七
場
の
な
か
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
ん
な
セ

リ
フ
が
あ

（
7
（

る
。

全
世
界
が
一
つ
の
舞
台
、
そ
こ
で
は
男
女
を
問
は
ぬ
、
人
間
は
す
べ
て
役
者
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
出
が
あ
り
、
引
っ
込

み
が
あ
り
、
し
か
し
一
人
一
人
が
生
涯
に
色
々
な
役
を
演
じ
分
け
る
の
だ
。

　

自
身
、
劇
中
世
界
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
劇
自
体
の
進
行
に
対
し
、
少
し
冷
め
た
目
で
、
ち
ょ
っ
と
は
す

0

0

に
構
え
て
、
前

公
爵
の
廷
臣
ジ
ェ
イ
キ
ス
に
、
作
者
ウ
イ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
、
こ
ん
な
セ
リ
フ
を
吐
か
せ
て
い
る
。

　

み
ず
か
ら
も
役
者
の
一
人
と
し
て
舞
台
に
立
ち
、
劇
の
中
で
劇
が
演
じ
ら
れ
る
「
劇
中
劇
」
の
手
法
や
、
男
女
の
性
を
い
つ
わ
っ

て
相
手
を
出
し
抜
く
「
異
性
装
」
の
手
法
を
巧
み
に
駆
使
し
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
な
ら
で
は
の
、
芝
居
と
い
う
営
み
へ
向
け
た
多
分

に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
ま
な
ざ
し
の
質
を
、
そ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

四
大
悲
劇
の
一
つ
『
マ
ク
ベ
ス
』
第
五
幕
第
五
場
に
も
、
同
じ
く
こ
ん
な
長
ゼ
リ
フ
が
あ

（
8
（

る
。

人
の
生
涯
は
動
き
ま
わ
る
影
に
す
ぎ
ぬ
。
あ
わ
れ
な
役
者
だ
、
ほ
ん
の
自
分
の
出で

場ば

の
と
き
だ
け
、
舞
台
の
上
で
、
み
え
を
切

っ
た
り
、
喚わ

め

い
た
り
、
そ
し
て
と
ど
の
つ
ま
り
は
消
え
て
な
く
な
る
。
白
痴
の
お
し
ゃ
べ
り
同
然
、
が
や
が
や
わ
や
わ
や
、
す

さ
ま
じ
い
ば
か
り
、
何
の
取
り
と
め
も
あ
り
は
せ
ぬ
。
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舞
台
の
上
で
、
そ
の
と
き
ど
き
の
「
役
柄
」
を
演
ず
る
役
者
の
姿
に
、
こ
の
世
で
の
つ
か
の
間
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
取

る
こ
う
し
た
発
想
の
背
後
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
未
生
の
〈
死
〉
へ
の
意
識
が
色
濃
く
揺
曳
し
て
い
る
。

　

父
や
母
を
は
じ
め
、
身
近
に
あ
ま
た
の
死
者
を
見
送
っ
て
き
た
、
こ
れ
は
筆
者
（
深
沢
）
の
実
感
で
も
あ
る
の
だ
が
、
私
た
ち
は

だ
れ
し
も
、
母
の
胎
内
か
ら
こ
の
世
に
生
ま
れ
来
て
、
家
族
や
職
場
、
学
校
や
地
域
社
会
で
の
様
々
な
人
間
関
係
の
中
で
、
そ
の
都

度
し
か
る
べ
き
「
役
柄
」
を
演
じ
つ
つ
、
そ
れ
こ
そ
「
何
の
取
り
と
め
も
あ
り
は
せ
ぬ
」
数
十
年
の
人
生
を
生
き
た
す
え
、
唐
突
に

訪
れ
る
死
と
と
も
に
、
そ
の
存
在
の
根
拠
と
な
る
か
ら
だ

0

0

0

の
生
体
機
能
を
失
っ
て
、
こ
の
世
か
ら
永
遠
に
お
さ
ら
ば
す
る
。
舞
台
か

ら
退
場
し
て
観
客
の
視
界
か
ら
消
え
去
っ
た
役
者
の
か
ら
だ

0

0

0

が
、
あ
た
か
も
〈
無
〉
に
帰
す
る
よ
う
に
、
私
た
ち
も
ま
た
、
そ
の

〈
死
〉
と
と
も
に
こ
の
世
界
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
か
ら
退
場
し
て
、〈
無
〉
へ
と
還
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
自
身
、
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
と
は
い
え
、
そ
の
後
に
起
き
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
（
一
六
四
二
～
六
〇
）
に

よ
っ
て
、
テ
ム
ズ
河
畔
の
両
岸
に
い
く
つ
も
林
立
し
、
互
い
に
集
客
を
競
い
合
っ
た
劇
場
は
、
あ
と
か
た
も
な
く
破
壊
さ
れ
、
消
滅

し
て
し
ま
っ
た
。
隆
盛
を
誇
っ
た
、
さ
し
も
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
い
っ
た
ん
死
に
絶
え
、〈
無
〉

に
帰
し
た
わ
け

（
9
（

だ
。

　

忘
れ
去
ら
れ
た
、
そ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
わ
ず
か
な
痕
跡
を
た
ど
り
な
お
す
よ
う
に
し
て
今
現
在
に

よ
み
が
え
ら
せ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
功
績
で
あ
る
。
ラ
シ
ー
ヌ
悲
劇
や
モ
リ
エ
ー
ル
喜
劇
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
古

典
主
義
演
劇
に
対
抗
し
、
そ
れ
以
前
の
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
伝
統
的
価
値
を
そ
こ
か
ら
く
み
取
ろ
う
と

試
み
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
人
々
に
よ
っ
て
、
い
ま
私
た
ち
が
目
に
す
る
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
は
、
よ
う
や
く
（8
世
紀
に
至
っ
て
、

か
ろ
う
じ
て
よ
み
が
え
っ
た
の

（
（1
（

だ
。
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住
ま
う
か
ら
だ
と
、
こ
の
世
界
―
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合

　

ド
イ
ツ
つ
な
が
り
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
と
い
う
か
、
こ
れ
が
勘
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
世
界
の
内
に
、
し
か
る
べ
き
場
所
を
占
め
て
実
存
し
、
や
が
て
訪
れ
る
死
と
と
も
に
〈
無
〉
へ
と
還
る
こ
と
を
運
命
付
け
ら

れ
た
私
た
ち
の
生
の
あ
り
様
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
と
ら
え
か
え
し
、
か
ら
だ

0

0

0

の
生
体
機
能
の
消
滅
を
ま

っ
て
、
は
じ
め
て
生
ず
る
私
た
ち
の
〈
死
〉
を
、
あ
た
か
も
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い

（
（（
（

る
。

　

ま
ず
は
「
建
て
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
の
語
彙bauen 

（
バ
ウ
エ
ン
）
と
、「
住
む
」
こ
と
を
意
味
す
るw

ohnen 

（
ヴ

ォ
ー
ネ
ン
）
と
が
、
同
じ
語
根
に
発
す
る
こ
と
を
、
古
高
ド
イ
ツ
語
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
証
し
、「
留
ま
る
」
こ
と
や
「
安
ら

ぐ
」
こ
と
、「
育
む
」
こ
と
や
、「
守
り
」「
労
わ
る
」
こ
と
な
ど
の
多
様
な
意
味
の
広
が
り
を
、
そ
の
語
が
か
つ
て
持
っ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
い
ま
生
き
て
在
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
に
、
こ
の
世
界
の
内
に
投
げ
込
ま
れ
（
こ
れ

を
被
投
性
と
い
う
）
て
し
か
る
べ
き
場
所
を
占
め
、「
住
ま
う
」
こ
と
で
も
あ
る
と
結
論
付
け
る
の
だ
。

　

家
に
住
み
、
街
に
住
み
、
都
市
に
住
む
。
い
や
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
母
語
と
し
て
の
ド
イ
ツ
語
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
そ

れ
は
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
）
の
内
に
も
私
た
ち
は
住
ん
で
い
る
。
し
か
し
「
住
ま
う
」
こ
と
の
た
め
に
、
そ
の
手

段
と
し
て
、
家
や
、
街
や
、
都
市
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
内
に
「
留
ま
る
」
こ
と
で
安
ら
ぎ
の
得
ら
れ
る
母
な
る
こ
と
ば

0

0

0

を
、
事
後
的

に
、「
建
て
る
」
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
目
的
と
手
段
の
因
果
連
関
の
内
に
両
者
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、bauen 

（
バ
ウ
エ

ン
）
の
語
の
意
味
の
広
が
り
が
示
す
よ
う
に
、「
い
か
な
る
建
て
る
こ
と
も
そ
れ
自
体
、
住
む
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
、
ま
ず
は
思
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い
を
致
さ
な
く
て
は
な
ら
な

（
（1
（

い
」。

　

母
語
と
し
て
の
ド
イ
ツ
語
と
骨
が
ら
み
と
な
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
、
こ
う
し
た
思
考
の
歩
み
に
対
し
て
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ

ダ
に
よ
り
、
痛
烈
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
系
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
っ
た
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、

母
語
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
自
己
と
は
疎
遠
な
、
と
は
い
え
唯
一
の
、〈
他
者
〉
の
こ
と
ば
で
し
か
な
い
。
母
語
に
全
幅
の
信

頼
を
寄
せ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
は
違
い
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
、
二
重
三
重
の
屈
折
を
か
か
え
込
ん
で
お
の
れ
の
思
考
を
制

約
し
、
拘
束
す
る
、
不
自
由
な
牢
獄
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

（
（1
（

い
。

　

だ
が
デ
リ
ダ
の
批
判
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
大
地
に
し
っ
か
と
基
礎
を
据
え
、
そ
こ
に
柱
を
立
て
て
大
き
く
梁
を
め
ぐ
ら
せ
、
な

に
が
し
か
の
建
造
物
を
「
建
て
る
」
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
か
ら
だ

0

0

0

を
置
き
入
れ
、
割
り
込
ま

せ
る
た
め
の
空
間

0

0

を
、「
隣
人
」
た
ち
と
共
に
、
す
な
わ
ち
「
近
く
に
住
ん
で

0

0

0

い
る

（
（1
（

人
」
た
ち
と
共
に
創
り
出
し
て
い
く
こ
と
に
外

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
み
ず
か
ら
の
か
ら
だ

0

0

0

と
関
係
付
け
て
、
物
の
働
き
の
道
具
連
関
と
し
て
あ
る
こ
の
世
界
（
思
考
の
道
具

と
し
て
の
こ
と
ば

0

0

0

も
含
め
て
）
が
、
お
の
ず
と
起
ち
上
が
っ
て
く
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
こ
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
四
つ
の
要
素
、「
大
地
」
と
「
天
空
」、「
神
的
な
者
た
ち
」
と
「
死
す
べ
き
者
た

ち
」
と
の
四
者
の
根
源
的
統
一
の
内
に
、
私
た
ち
の
生
き
て
在
る
こ
と

0

0

0

0

の
意
味
を
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
こ
と
を
め
が
け
、『
物
』

（
一
九
四
九
）
と
題
さ
れ
た
論
考
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
言

（
（1
（

う
。

死
す
べ
き
者
た
ち
と
は
、
人
間
の
こ
と
で
す
。
人
間
が
死
す
べ
き
者
た
ち
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
人
間
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す
。
死
ぬ
と
は
、
死
を
死
と
し
て
能
く
す
る
こ
と
で
す
。
死
ぬ
の
は
人
間
だ
け
で
す
。
動
物
は
生
を
終
え
る
の
み
で
す
。



果てしなき「方丈」のひろがり（その一）47

動
物
は
、
死
を
死
と
し
て
み
ず
か
ら
の
前
に
も
後
に
も
持
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
死
は
、
無
の
聖せ

い

櫃ひ
つ

で
す
。
と
い
う

の
も
、
い
か
な
る
観
点
に
お
い
て
も
決
し
て
単
な
る
存
在
者
で
は
な
い
も
の
、
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
本
質
を
発
揮
し
て
い

る
も
の
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
存
在
そ
れ
自
身
の
秘
密
と
し
て
本
質
を
発
揮
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
無
だ
か
ら
で
す
。
死
は
、
無

の
聖
櫃
と
し
て
、
存
在
が
本
質
を
発
揮
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
内
蔵
し
て
い
ま
す
。

　
〈
中
略
〉

死
す
べ
き
者
た
ち
、
と
言
う
と
き
私
た
ち
は
、
四
者
の
織
り
な
す
単
一
性
の
ほ
う
か
ら
、
残
り
の
三
者
を
と
も
に
考
え
て
い
る

の
で
す
。

　

引
用
の
最
後
で
述
べ
ら
れ
た
、「
四
者
の
織
り
な
す
単
一
性
の
ほ
う
か
ら
、
残
り
の
三
者
を
と
も
に
考
え
」
る
こ
と
が
、
続
く

『
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
』（
一
九
五
一
）
と
題
さ
れ
た
論
考
に
お
い
て
、
本
格
的
に
実
践
に
移
さ
れ
て
い
く
わ
け

だ
が
、
そ
の
過
程
で
「
橋
」
が
具
体
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
象
徴
的
で
あ

（
（1
（

る
。

　
「
橋
」
は
、
こ
の
世
界
の
内
に
投
げ
込
ま
れ
、
し
か
る
べ
き
場
所
を
占
め
て
実
存
す
る
私
た
ち
が
し
ば
し
留
ま
り

0

0

0

、
そ
の
身
を
ゆ0

だ
ね
る

0

0

0

建
造
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
生
と
死
を
分
け
隔
て
る
境
界
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
そ
し
て
つ
い
に
は
、

死
す
べ
き
者
た
ち
は
、
彼
岸
へ

0

0

0

と
渡
っ
て
ゆ
く
の
で

（
（1
（

す
」
と
か
、「
死
す
べ
き
者
た
ち
は
、
つ
ね
に
す
で
に
、
最
後
の
橋

0

0

0

0

へ
向
か
う

途
上
に
あ
り
つ
つ
、
平
凡
な
こ
と
や
災
い
を
乗
り
越
え
て
、
神
的
な
者
た
ち
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
、
心
底
熱
望
し
て
い
る
の

で
（
（1
（

す
」
な
ど
と
い
っ
た
思
わ
せ
ぶ
り
な
表
現
が
、
そ
の
考
察
の
中
で
活
き
て
く
る
。
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果
て
し
な
き
「
方
丈
」
の
ひ
ろ
が
り
―
大
乗
仏
教
の
場
合

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
〈
無
〉
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
、
大
乗
仏
教
で
は
〈
空
〉
と
い
う
概
念
を
、
そ
の
教
理
の
根
幹
に

す
え
る
。

　

私
た
ち
が
生
き
て
あ
る
と
き
、
特
定
の
場
を
占
め
て
そ
の
身
を
置
き
入
れ
、
割
り
込
ま
せ
る
空
間
は
、
個
人
の
寝
室
か
ら
家
族
の

住
ま
う
家
屋
へ
と
次
第
に
拡
張
し
て
い
き
、
さ
ら
に
は
そ
の
外
側
に
ひ
ろ
が
る
街
路
や
都
市
へ
と
、
同
心
円
状
に
整
序
さ
れ
て
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ど
れ
も
が
、
空
っ
ぽ
の
空
間
と
し
て
は
同
質
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
観
点
か
ら
す
る
そ

う
し
た
ひ
ろ
が
り
の
大
小
は
、
大
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
。

　

た
と
え
ば
四
畳
半
ひ
と
間
の
「
方
丈
」
の
居
室
は
、
そ
の
外
側
に
広
が
る
無
限
の
空
間
に
く
ら
べ
て
い
か
に
も
狭
く
、
閉
ざ
さ
れ

て
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
手
袋
の
内
と
外
と
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
に
し
て
、
外
界
へ
と
通
ず
る
窓
や
戸
口
を
蝶

ち
ょ
う

番つ
が
いに

、
内

と
外
と
を
反
転
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
四
畳
半
ひ
と
間
の
内
に
、
そ
の
外
側
に
果
て
し
な
く
ひ
ろ
が
る
無
限
の
宇
宙
を
取
り
込
め
る
こ

と
も
ま
た
、
で
き
て
し
ま
う
の
だ
。

　

非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
、
そ
ん
な
詐
術
に
も
似
た
話
の
展
開
を
、
大
乗
経
典
の
ひ
と
つ
『
維
摩
経
』
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

熱
心
な
在
家
信
者
で
あ
る
維
摩
居
士
（
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
）
が
、
病
の
床
に
就
い
て
い
る
と
聞
き
、
釈
尊
は
弟
子
た
ち
に
見
舞

い
に
行
く
よ
う
求
め
る
。
し
か
し
弟
子
た
ち
は
だ
れ
も
が
、
高
邁
な
議
論
を
吹
っ
掛
け
ら
れ
て
返
答
に
窮
し
た
体
験
を
語
っ
て
、
引

き
受
け
手
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
か
く
し
て
最
後
に
文
殊
菩
薩
（
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
ー
）
が
、
そ
の
病
気
見
舞
い
の
役
割
を
引
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き
受
け
る
こ
と
と
な

（
（1
（

る
。

　

智
慧
第
一
と
謳
わ
れ
た
文
殊
と
、
議
論
好
き
の
維
摩
と
の
対
論
に
期
待
し
て
、
是
非
と
も
そ
の
場
に
立
ち
合
い
た
い
と
願
い
、

「
八
千
の
菩
薩
、
五
百
の
声し

ょ

聞う
も
ん、

帝
釈
天
、
梵
天
、
多
く
の
護
法
神
、
多
く
の
百
千
の
天
子
た
ち
」
が
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
文
殊
の
う
し

ろ
に
付
き
従
う
。
こ
う
し
て
文
殊
と
そ
の
一
行
は
、
病
の
床
に
臥
す
維
摩
の
毘び

舎し
ゃ

離り

（
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
）
城
内
の
邸
宅
へ
と
向

か
う
。
だ
が
維
摩
の
居
室
は
四
畳
半
ひ
と
間
の
ス
ペ
ー
ス
し
か
な
い
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
文
殊
ひ
と
り
し
か
入
れ
な
い
は
ず
な
の

に
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
文
殊
の
後
に
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
付
き
従
っ
て
き
た
そ
の
全
員
が
、
た
や
す
く
入
室
で
き
て
し
ま
う
。
維
摩
が
、

神じ
ん

通ず
う

力り
き

を
用
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
居
室
を
空
っ
ぽ

0

0

0

に
し
て
お
い
た
か
ら
で
あ

（
11
（

る
。

マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
ー
が
人
々
に
か
こ
ま
れ
な
が
ら
、
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
邸や

し
きに

近
づ
き
、
そ
の
中
へ
は
い
っ
て
み
る
と
、
そ

の
家
は
か
ら
っ
ぽ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ド
ア
番
も
い
な
い
し
、
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
病
臥
し
て
い
る
床
が
一
つ
あ
る
だ

け
で
、
そ
の
ほ
か
に
は
床ベ

ッ
トも

い
す
も
座
も
見
え
な
い
。

　
〈
中
略
〉

マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
ー
が
言
う
、「
家
長
よ
、
あ
な
た
の
家
は
か
ら
っ
ぽ
で
す
が
、
ご
家
族
は
い
な
い
の
で
す
か
」。
答
え
る
、「
マ

ン
ジ
ュ
シ
リ
ー
よ
、
仏
国
土
も
す
べ
て
か
ら
っ
ぽ
（
空
）
で
す
」。
問
う
、「
ど
う
し
て
空
で
す
か
」。
答
え
る
、「
空
そ
の
も
の

（
空
性
）
と
し
て
空
で
す
」。

　

禅
問
答
よ
ろ
し
く
、
こ
う
し
た
や
り
取
り
が
延
々
と
続
け
ら
れ
た
の
ち
、
大
乗
仏
教
の
奥
義
と
も
い
う
べ
き
「
不ふ

二に

の
法
門
」
に
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入
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
維
摩
に
問
わ
れ
、
居
並
ぶ
菩
薩
た
ち
は
次
々
と
自
説
を
述
べ
た
て
る
。
法
自
在
菩
薩
は
、「
生
じ
る

と
滅
す
る
と
が
二
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
じ
る
こ
と
な
く
起
こ
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
は
、
滅
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と

答
え
る
。
吉
祥
密
菩
薩
は
、「
わ
れ
あ
り
、
わ
が
も
の
あ
り
と
い
う
、
こ
れ
が
二
で
あ
る
。
わ
れ
を
い
た
ず
ら
に
構
想
す
る
こ
と
が

な
い
な
ら
、
わ
が
も
の
は
な
く
な
る
」
と
答
え
る
。
以
下
同
様
に
、
三
十
数
名
の
菩
薩
た
ち
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
二
項
対
立
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
て
の
二
元
論
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
文
殊
が
、
最
後
に
こ
う
答
え
る
。

高
貴
な
士
よ
、
あ
な
た
が
た
の
説
は
す
べ
て
よ
ろ
し
い
が
、
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
説
い
た
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
も
ま
た
す
べ

て
二
な
の
で
あ
る
。
な
ん
ら
の
こ
と
ば
も
説
か
ず
、
無
語
、
無
言
、
無
説
、
無
表
示
で
あ
り
、
説
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
わ

な
い
―
こ
れ
が
不
二
に
は
い
る
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
維
摩
自
身
に
、
そ
の
問
い
を
差
し
戻
す
。
す
る
と
維
摩
は
黙
し
て
語
ら
ず
、
一
言
も
こ
と
ば

0

0

0

を
発
し
な
か
っ
た
。
そ
の
対

応
を
ほ
め
た
た
え
て
、
文
殊
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

大
い
に
結
構
で
す
。
良
家
の
子
よ
。
こ
れ
こ
そ
が
菩
薩
が
不
二
に
入
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
文
字
も
な
く
、
こ
と
ば
も

な
く
、
心0

が
は
ら
た
く
こ
と
も
な
い
。

　

想
定
し
う
る
限
り
の
、
あ
ら
ゆ
る
二
項
対
立
が
否
定
さ
れ
、
無
効
化
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
「
心
」
だ
け
で
な
く
、
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世
界
を
分
節
化
し
て
と
ら
え
、
表
現
す
る
、
記
号
体
系
（
＝
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖
）
と
し
て
の
私
た
ち
の
こ
と
ば

0

0

0

の
働
き
そ
の
も

の
が
、
空
疎
な
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
、
無
効
化
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
そ
の
内
に
「
住
ま
う
」
と
さ
れ
る
こ
と
ば

0

0

0

も
ま
た
、
仏

教
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
空
っ
ぽ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
想
像
力
を
最
大
限
に
働
か
せ
て
、
森
羅
万
象
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ

の
内
に
包
含
し
、
表
現
し
う
る
可
能
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
空
っ
ぽ

0

0

0

と
い
う
一
点
で
は
、
あ
く
ま
で
も
空
疎
な
の
で
あ
る
。

た
ま
し
い
の
行
方
を
た
ず
ね
て
―
『
源
氏
物
語
』
の
場
合

　

と
こ
ろ
で
、
何
も
な
い
空
っ
ぽ
な
空
間
と
し
て
維
摩
の
居
室
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
か
ら
だ

0

0

0

も
ま
た
、
そ
の
内
に
空
っ
ぽ

の
空
間
を
宿
し
て
い
る
。
口
か
ら
肛
門
へ
と
つ
な
が
る
消
化
器
官
の
内
壁
や
、
鼻
か
ら
肺
へ
と
通
ず
る
呼
吸
器
系
、
女
子
の
場
合
な

ら
子
宮
も
ま
た
空
洞
だ
。
手
袋
を
ひ
っ
く
り
返
す
の
と
同
じ
イ
メ
ー
ジ
で
人
体
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
、
い
か
に
も
グ
ロ
テ
ス
ク
な
光

景
が
思
い
浮
か
ぶ
。
だ
が
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
比
喩
と
し
て
理
解
し
て
ほ
し
い
。
つ
ま
り
は
そ
の
よ
う
に
し
て
、
内
に
空
洞
を
抱
え

込
む
こ
と
で
、
私
た
ち
の
か
ら
だ

0

0

0

も
ま
た
世
界
大
へ
と
肥
大
化
し
、
維
摩
が
言
う
よ
う
に
、
無
限
の
空
間
の
ひ
ろ
が
り
を
、
そ
の
内

に
取
り
込
め
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

そ
の
空
っ
ぽ
の
か
ら
だ

0

0

0

の
中
に
は
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

が
宿
る
と
、
昔
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
た
。
先
に
は
和
泉
式
部
の
歌
を
引
い
て
お
い

た
。
そ
こ
で
は
、「
こ
こ
ろ
、
こ
こ
に
あ
ら
ず
」
に
抜
け
出
し
て
し
ま
う
私
た
ち
の
想
像
力
の
働
き
が
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

の
か
た
ち
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
も
う
ひ
と
つ
、「
唐か

ら

萩は
ぎ

」
と
の
詞
書
の
も
と
、
古
今
和
歌
集
（
四
四
八
番
歌
）
に
採
ら
れ
た
、
詠

み
人
し
ら
ず
の
こ
ん
な
歌
を
挙
げ
て
お

（
1（
（

く
。
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空
蟬
の　

殻か
ら

は
木
（
棺き

）
ご
と
に
と
ど
む
れ
ど　

た
ま

0

0

の
行
方
を
見
ぬ
ぞ
悲
し
き
（
蟬
の
抜
け
殻
は
木
々
に
残
し
て
あ
る
よ
う

に
、
む
な
し
い
亡な

き

骸が
ら

は
棺ひ

つ
ぎに

残
し
て
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
魂
の
行
方
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
の
は
悲
し
い
こ
と
だ
）

　

蟬
の
抜
け
殻
を
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

の
抜
け
殻
に
た
と
え
た
こ
の
歌
を
踏
ま
え
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
は
や
が
て
、「
箒
木
」、

「
空
蟬
」、「
夕
顔
」
の
一
連
の
物
語
を
構
想
す
る
。
そ
し
て
、
誰
と
も
知
れ
ぬ
生い

き

霊す
だ
まに

と
り
憑
か
れ
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

を
抜
き
取
ら
れ
て
、

ま
さ
し
く
抜
け
殻
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
夕
顔
の
死
骸
へ
の
執
着
を
、
主
人
公
光
源
氏
を
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
せ

（
11
（

る
。

便
な
し
と
思
ふ
べ
け
れ
ど
、
い
ま
ひ
と
た
び
、
か
の
亡な

き

骸が
ら

を
見
ざ
ら
む
が
、
い
と
い
ぶ
せ
か
る
べ
き
を
（
道
理
に
合
わ
な
い
こ

と
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
、
も
う
一
度
あ
の
人
の
亡
骸
を
見
な
い
で
は
、
と
て
も
気
が
休
ま
り
そ
う
に
な
い
か
ら
）、

　
〈
中
略
〉

た
だ
い
ま
の
殻か

ら

を
見
で
は
、
ま
た
い
つ
の
世
に
か
、
あ
り
し
容か

た
ち貌

を
見
む
、
と
お
ぼ
し
念
じ
て
、
れ
い
の
太
夫
、
随
身
を
具
し

て
出
で
た
ま
ふ
（
荼
毘
に
付
す
前
の
最
期
の
亡
骸
を
見
な
い
で
は
、
ま
た
い
つ
の
世
に
、
あ
り
し
日
の
面
影
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
、
悲
し
み
を
こ
ら
え
な
さ
っ
て
、
い
つ
も
の
と
お
り
惟
光
の
大
夫
と
随
身
を
連
れ
て
お
出
か
け
に
な

る
）。

　
「
箒
木
」
以
下
に
続
く
三
帖
は
一
つ
の
セ
ッ
ト
と
な
り
、「
光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
咎
多
か
ん
な
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る
に
（
光
源
氏
な
ん
て
、
名
前
だ
け
は
大
げ
さ
に
も
て
は
や
さ
れ
る
け
ど
、
あ
れ
こ
れ
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
と
い
う
こ
と
だ
の

に
）」
で
始
ま
る
「
箒
木
」
の
巻
の
冒
頭
表
現
と
、「
作
り
ご
と
め
き
て
取
り
な
す
人
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
な
む
。
あ
ま
り
も
の
言

ひ
さ
が
な
き
罪
、
さ
り
ど
こ
ろ
な
く
（
こ
の
物
語
を
作
り
ご
と
め
い
て
い
る
と
取
沙
汰
す
る
人
が
お
あ
り
だ
っ
た
か
ら
、
お
話
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
あ
ん
ま
り
お
し
ゃ
べ
り
が
過
ぎ
る
と
の
お
咎
め
は
、
逃
れ
よ
う
の
な
い
こ
と
で
）」
で
結
ば
れ
る
「
夕
顔
」
の
巻

の
末
尾
と
で
首
尾
照
応
す
る
、
語
り
手
女
房
に
よ
る
長
文
の
こ
と
わ
り
書
き
（
源
氏
物
語
研
究
で
は
こ
れ
を
「
草
子
地
」
と
呼
ぶ
）

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
並
び
の
巻
」
と
し
て
、
直
前
に
位
置
す
る
「
桐
壺
」
の
巻
に
併
走
し
、
そ
れ
と
は
内
容
的
に

対
立
・
拮
抗
す
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
異
本
、
異
説
）
と
し
て
、
別
の
語
り
手
女
房
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
た
と
の
想
定
の
も
と
書
き
継

が
れ
た
巻
々
な
の
だ
。

　

だ
が
、
夕
顔
の
死
骸
へ
の
執
着
に
見
て
と
れ
る
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

と
、
そ
の
容
れ
物
と
し
て
の
か
ら
だ

0

0

0

の
関
係
は
、
す
で
に
「
桐
壺
」

の
巻
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。

尋
ね
ゆ
く　

ま
ぼ
ろ
し
も
が
な　

つ
て
に
て
も　

た
ま

0

0

の
あ
り
か
を　

そ
こ
と
知
る
べ
く
（
魂
を
捜
し
て
ゆ
く
幻
術
士
が
ほ
し

い
こ
と
よ
、
人
づ
て
に
し
ろ
、
そ
の
魂
の
在
り
ど
こ
ろ
を
そ
れ
そ
こ
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
）

　

こ
れ
は
、
亡
き
更
衣
（
主
人
公
光
源
氏
の
生
母
）
を
偲
ん
で
詠
ま
れ
た
桐
壺
の
帝
の
歌
で
あ

（
11
（

る
。
そ
の
た
ま
し
い

0

0

0

0

と
か
ら
だ

0

0

0

と
の

関
係
図
式
を
引
き
受
け
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
敷ふ

衍え
ん

（
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
）
し
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
変
奏
形
態
）
を
追
求
す
る

か
た
ち
で
、「
箒
木
」
以
下
の
三
帖
で
は
、
空
蟬
や
夕
顔
の
女
君
た
ち
と
の
出
会
い
（
と
い
う
よ
り
か
出
会
い
ぞ
こ
な
い

0

0

0

0

）
が
語
ら
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れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
れ
を
要
す
る
に
、
語
り
手
女
房
の
交
替
に
よ
っ
て
形
式
的
に
は
「
桐
壺
」
の
巻
と
の
断
絶
を
装
っ
て
い
る
も
の
の
、
主
題
的
に

は
「
桐
壺
」
の
巻
と
緊
密
な
つ
な
が
り
を
保
ち
続
け
て
い
る
巻
々
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
と
言
う
べ
き

か
、
あ
と
に
続
く
「
葵
」
の
巻
で
は
、
生い

き

霊す
だ
まと

な
っ
て
、
そ
の
た
ま
し
い

0

0

0

0

の
、
か
ら
だ

0

0

0

の
内
よ
り
あ
く
が
れ
い
で
て
し
ま
う
六
条
御

息
所
の
、
あ
の
特
異
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
も
活
き
て
く

（
11
（

る
。

嘆
き
わ
び　

空
に
乱
る
る
我
が
た
ま

0

0

を　

結
び
と
ど
め
よ　

し
た
が
へ
の
つ
ま
（
悲
嘆
に
堪
え
か
ね
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
に
さ

ま
よ
い
出
る
私
の
魂
を
、
結
び
と
ど
め
て
く
だ
さ
れ
、
下し

た

前ま
え

の
褄つ

ま

を
結
ん
で
）

　

も
ち
ろ
ん
古
今
和
歌
集
所
収
の
四
四
八
番
歌
に
典
拠
を
持
つ
「
空
蟬
」
の
語
も
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
の
中
で
充
分
有
効
活
用
さ
れ
て

い
る
。
意
中
の
相
手
を
か
ろ
う
じ
て
手
に
入
れ
た
か
と
思
い
き
や
、
そ
の
か
ら
だ

0

0

0

は
、
も
ぬ
け
の
か
ら
で
、
着
衣
だ
け
が
残
さ
れ
る
。

中
身
の
抜
き
取
ら
れ
た
空
っ
ぽ

0

0

0

の
そ
の
着
衣
を
空
し
く
抱
き
し
め
て
、
主
人
公
光
源
氏
は
「
空
蟬
」
の
巻
で
、
次
の
よ
う
に
嘆
き
の

歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。

空
蟬
の　

身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に　

な
ほ
人
が
ら

0

0

0

の　

な
つ
か
し
き
か
な
（
蟬
の
も
ぬ
け
と
な
っ
て
、
姿
か
た
ち
を
変

え
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
木
の
根
元
に
、
そ
れ
で
な
お
あ
の
人
の
、
ぬ
け
が
ら
＝
薄
衣
と
し
て
残
し
て
い
っ
た
人
柄
が
な
つ
か
し

く
思
わ
れ
る
よ
）
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か
ら
だ
と
は
、
そ
の
内
に
た
ま
し
い

0

0

0

0

を
宿
す
、
空
っ
ぽ
の
容
れ
物
な
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
、「
人
柄0

」
と
か
、「
国
柄0

」
と
か
、

「
役
柄0

」
と
か
、「
身
柄0

」
と
か
、「
亡
骸0

」
と
か
、「
抜
け
殻0

」
と
い
っ
た
一
連
の
語
と
ひ
と
し
な
み
の
、「
か
ら
（
空
・
殻
）」
や

「
か
れ
（
離
れ
・
枯
れ
）」
を
そ
の
共
通
の
語
根
と
す
る
語
彙
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

と
は
言
え
、
か
ら
だ

0

0

0

と
は
別
個
に
、
想
像
力
の
働
き
が
あ
る
わ
け
で
な
い
の
と
同
じ
く
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

が
、
何
か
別
個
の
実
体
と
し

て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
見
え
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
思
い
た
い
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
か0

ら
だ

0

0

を
離
れ
て
は
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

も
ま
た
存
在
し
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
、
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な

（
11
（

い
。

本
地
と
垂
迹
―
説
経
『
お
ぐ
り
』
の
場
合

　

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
か
ら
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
へ
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
「
死
す
べ
き
者
た
ち
」
の
実
存
へ
向
け
た
問

い
か
ら
、
大
乗
仏
教
の
〈
空
〉
の
思
想
へ
と
た
ど
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
最
後
に
、
説
経
節
の
『
お
ぐ
り
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。「
お
ぐ
り
判
官
・
て
る
て
姫
」
と
対
で
呼
ば
れ
、
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
た
、
こ
の
中
世
の
語
り
物
文
芸
は
、
そ
の
主
題
を
、
ま
さ
し

く
主
人
公
小
栗
の
か
ら
だ

0

0

0

の
あ
り
よ
う
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

関
東
一
の
美
女
と
う
わ
さ
の
高
い
照
手
の
下
へ
婿
入
り
し
よ
う
と
、
小
栗
は
十
名
の
家
臣
を
引
き
連
れ
て
、
相
模
の
国
は
横
山
の

地
（
今
の
相
模
原
市
上
溝
辺
り
）
に
居
を
構
え
る
横
山
一
族
の
館
へ
と
押
し
掛
け
る
。
そ
の
小
栗
の
傍
若
無
人
な
ふ
る
ま
い
に
、
照

手
の
父
横
山
殿
は
大
い
に
腹
を
立
て
、
ト
リ
カ
ブ
ト
入
り
の
毒
酒
で
も
っ
て
こ
れ
を
も
て
な
し
、
殺
害
す
る
。
そ
の
際
の
、
小
栗
主
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従
の
断
末
魔
の
苦
し
み
を
あ
ら
わ
す
描
写
は
、
か
ら
だ

0

0

0

の
リ
ア
ル
を
伝
え
て
秀
逸
で
あ
る
。

　

事
が
終
わ
っ
て
、
家
臣
た
ち
の
死
骸
は
火
葬
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
小
栗
だ
け
は

土
葬
さ
れ
る
。
こ
の
か
ら
だ
の
有
る
無
し
が
、
後
の
物
語
の
展
開
に
大
き
く
作
用
し
て
く
る
。

最
期
の
時
に
至
る
ま
で
主
君
に
忠
節
を
尽
く
す
家
臣
た
ち
の
、
そ
の
心
根
に
感
じ
て
、
冥
界

の
あ
る
じ
閻
魔
大
王
は
、
小
栗
主
従
を
現
世
へ
と
送
り
返
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
閻
魔
の

力
を
も
っ
て
し
て
も
、
肝
心
の
か
ら
だ

0

0

0

が
な
く
て
は
、
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。

こ
う
し
て
小
栗
ひ
と
り
だ
け
が
、
こ
の
世
に
立
ち
還
っ
て
く
る
。

　

と
は
い
え
、
一
度
生
体
機
能
を
失
っ
た
そ
の
か
ら
だ

0

0

0

は
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
亡
者
さ
な
が

ら
、
二
目
と
見
ら
れ
ぬ
姿
へ
と
醜
く
変
形
し
、
耳
も
聞
こ
え
ず
、
目
も
見
え
ず
、
言
葉
を
話

す
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
さ
し
く
心
身
一
如
、
不
自
由
な
か
ら
だ
に
制
約
さ
れ
て
、
た
ま
し

0

0

0

い0

も
ま
た
、
不
自
由
を
強
い
ら
れ
る
の

（
11
（

だ
。

髪
は
、
は
は
と
し
て
、
足
手
は
、
糸
よ
り
細
う
し
て
、
腹
は
、
た
だ
鞠
を
、
括く

く

た
よ
う

な
も
の
、
あ
な
た
こ
な
た
を
、
這は

い
回
る
。
両
の
手
を
、
お
し
上
げ
て
、
も
の
を
書
く

ま
ね
ぞ
し
た
り
け
る
。「
か
ぜ
に
や
よ
い
」
と
書
か
れ
た
は
、
六
根
か
た
わ

0

0

0

0

0

、
な
ど
読

む
べ
き
か
。



詞：三ごくいちのせたのからはしをゑいさらえひとひきわたし

果てしなき「方丈」のひろがり（その一）57

　

あ
ま
り
の
変
わ
り
よ
う
に
、
土つ

ち

車ぐ
る
まに

乗
せ
ら
れ
た
そ
の
醜
い
肉
塊
が
小
栗
だ
と
は
、
誰
も

気
付
か
な
い
。
い
や
だ
か
ら
こ
そ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
、
名
も
知
れ
ぬ
数
多
く
の
人
々
の
手

に
よ
っ
て
（
そ
の
中
に
は
、
売
ら
れ
売
ら
れ
て
美
濃
の
国
ま
で
流
れ
さ
す
ら
い
、
過
酷
な
労

働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
る
照
手
の
姿
も
あ
っ
た
）、「
こ
の
者
を
、
ひ
と
引
き
引
い
た
は
、

千せ
ん

僧ぞ
う

供く

養よ
う

、
ふ
た
引
き
引
い
た
は
、
万ま

ん

僧ぞ
う

供く

養よ
う

」、「
エ
イ
サ
ラ
エ
イ
」、「
エ
イ
サ
ラ
エ
イ
」

の
掛
け
声
と
と
も
に
、
足
腰
立
た
ぬ
ま
で
に
変
わ
り
果
て
た
小
栗
の
か
ら
だ

0

0

0

は
、
は
る
ば
る

熊
野
の
地
へ
と
運
ば
れ
て
、
霊
験
あ
ら
た
か
と
さ
れ
た
そ
の
薬
湯
に
、
四
十
九
日
の
間
、
浸

る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
よ
み
が
え
り
を
果
す
の
だ
。（
図
版
参
照
）

　

中
世
の
語
り
物
は
た
い
て
い
、
本
地
垂
迹
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
語
ら
れ
る
。「
本
地
物
」

と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
地
名
や
神
仏
の
固
有
名
と
の
恒
常
的
、
か
つ
安
定

的
な
結
び
つ
き
が
重
視
さ
れ
る
。
説
経
『
お
ぐ
り
』
で
も
、
本
地
と
し
て
の
「
美
濃
の
国
、

安あ
ん

八ぱ
ち

の
郡こ

お
り、

墨す
の

俣ま
た

、
垂た

る

井い

、
お
な
こ
と
の
神
体
」
の
固
有
名
が
重
要
で
、
そ
の
地
名
や
神
仏

の
「
名
」
と
の
結
び
つ
け
が
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
垂
迹
」

と
し
て
現
れ
る
登
場
人
物
た
ち
は
、「
本
地
」
と
し
て
の
神
仏
が
仮
の
姿
で
立
ち
現
れ
た

（
こ
れ
を
「
権
現
」
と
い
う
）
も
の
で
し
か
な
く
、
い
く
ら
で
も
取
り
換
え
可
能
な
、
単
な

る
容
れ
物
の
位
置
付
け
で
し
か
な
い
。

　
「
お
ぐ
り
」
も
「
て
る
て
」
も
確
か
に
固
有
名
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
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恒
常
的
、
か
つ
安
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
餓が

鬼き

阿あ

弥み

と
「
名
」
を
変
え
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
に
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
中

有
を
さ
ま
よ
う
か
に
見
え
た
そ
の
醜
い
姿
や
、
疑
似
的
な
死
（
小
栗
主
従
の
殺
害
と
引
き
換
え
に
照
手
は
相
模
川
の
淵
へ
と
沈
め
ら

れ
る
手
は
ず
で
あ
っ
た
）
を
経
て
、
あ
ち
こ
ち
流
れ
さ
す
ら
い
、
か
つ
て
の
高
貴
な
身
分
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
境
遇
へ
と
落
ち
ぶ

れ
て
、
常ひ

た
ち陸

小こ

萩は
ぎ

の
「
名
」
で
呼
ば
れ
、
貧
相
な
姿
を
さ
ら
す
、
そ
の
両
者
に
共
通
の
固
有
名
（
＝
自ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
）
の
ゆ
ら
ぎ
は
対

照
的
だ
。
む
し
ろ
一
旦
は
そ
の
固
有
名
（
＝
自ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
）
を
剝
奪
さ
れ
、
そ
れ
こ
そ
和
光
同
塵
（
神
仏
が
光
り
輝
く
そ
の
姿
を
隠

し
て
俗
塵
に
交
わ
り
、
人
々
と
苦
楽
を
共
に
す
る
こ
と
）、「
名
」
も
知
れ
ぬ
下
賤
の
者
と
し
て
匿
名
性
の
淵
に
沈
む
こ
と
で
、
誰
し

も
が
共
有
可
能
な
か
ら
だ

0

0

0

に
向
け
て
の
問
い
へ
と
、
テ
キ
ス
ト
の
関
心
は
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
説
経
節
は
、
そ
の
多
く
が
古
浄
瑠
璃
の
演
目
と
し
て
操
り
人
形
芝
居
に
仕
立
て
ら
れ
、
人
々
に
享
受
さ
れ
た
。
存
外
こ

れ
が
重
要
で
あ
る
。
本
地
垂
迹
思
想
の
枠
組
み
の
下
で
語
ら
れ
る
と
は
い
え
、
実
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
単
な
る
表
向
き
の
形
式
に
す

ぎ
ず
、
そ
の
形
式
に
「
名
」
を
借
り
て
、「
本
地
」
と
「
垂
迹
」
の
主
客
を
転
倒
さ
せ
、
た
ま
し
い

0

0

0

0

の
な
い
つ
く
り
も
の
の
人
形

（
＝
垂
迹
）
に
、
操
り
の
仕
掛
け
を
通
し
て
た
ま
し
い

0

0

0

0

（
＝
本
地
）
を
吹
き
込
み
、
様
々
な
人
間
ド
ラ
マ
を
演
出
し
て
見
せ
る
と
こ

ろ
に
「
本
地
物
」
の
眼
目
は
あ
る
。
そ
し
て
「
本
地
」
と
「
垂
迹
」
の
こ
の
関
係
は
、
何
ら
か
の
「
役
柄
（
＝
本
地
）」
を
み
ず
か

ら
の
身
に
引
き
受
け
、
演
じ
て
見
せ
る
役
者
の
か
ら
だ

0

0

0

（
＝
垂
迹
）
と
の
関
係
に
、
似
て
い
な
く
も
な

（
11
（

い
。

　

演
劇
の
場
に
お
け
る
役
者
の
「
役
柄
」
に
今
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
き
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
わ
け
が
あ
る
。「
役
柄
」
と
は
あ
く

ま
で
形
式
で
、
生
身
の
役
者
の
か
ら
だ

0

0

0

を
通
し
て
そ
れ
が
受
肉
さ
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
実
体
化
さ
れ
る
。

た
ま
し
い

0

0

0

0

が
抜
け
出
て
空
っ
ぽ
と
な
っ
た
「
亡
骸
」
や
「
抜
け
殻
」
と
は
ち
ょ
う
ど
逆
の
関
係
で
、
役
者
と
は
、
み
ず
か
ら
の
空
っ

ぽ
の
か
ら
だ

0

0

0

に
、
神
仏
の
た
ま
し
い

0

0

0

0

を
突
如
と
し
て
宿
ら
せ
て
、
カ
タ
カ
タ
と
動
き
出
す
木で

偶く

人
形
み
た
よ
う
な
も
の
な
の

（
11
（

だ
。
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か
ら
だ
へ
の
問
い
か
ら
都
市
空
間
論
へ

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
、「
死
す
べ
き
者
た
ち
」
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
私
た
ち
は
、
世
界
の
内
に
、
か
ら
だ

0

0

0

を

通
し
て
投
げ
込
ま
れ
、
し
か
る
べ
き
場
所
を
占
め
て
「
住
ま
う
」
こ
と
を
宿
命
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
四
畳
半
ひ
と
間
の
維
摩

の
居
室
に
見
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
か
ら
だ

0

0

0

は
一
方
で
、
空
っ
ぽ
の
空
洞
を
そ
の
内
に
宿
す
が
ゆ
え
に
、
広
大
な
宇
宙
の
ひ
ろ
が
り

を
そ
の
内
に
取
り
込
み
、
住
ま
わ
せ

0

0

0

0

る
こ
と
も
で
き
る
。

　

な
ら
ば
「
全
世
界
は
一
つ
の
舞
台
」
と
か
、「
人
の
生
涯
は
動
き
ま
わ
る
影
に
す
ぎ
ぬ
。
あ
わ
れ
な
役
者
だ
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
い

て
見
せ
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
の
役
者
よ
ろ
し
く
、
小
栗
や
照
手
も
ま
た
、
そ
の
生
身
の
か
ら
だ

0

0

0

に
「
垂
迹
」
し
た
「
本
地
」
と
し

て
の
神
仏
を
、
み
ず
か
ら
の
内
に
宿
ら
せ
、
住
ま
わ
せ

0

0

0

0

つ
つ
、
波
乱
に
満
ち
た
、
つ
か
の
間
の
人
生
の
物
語
を
、
そ
の
こ
と
ば

0

0

0

と
し0

ぐ
さ

0

0

で
も
っ
て
見
事
に
演
じ
分
け
て
見
せ
た
と
言
え
よ
う
。

　

本
書
は
、
世
界
の
内
に
「
住
ま
う
」
こ
と
を
宿
命
付
け
ら
れ
た
私
た
ち
の
か
ら
だ

0

0

0

の
、
こ
う
し
た
あ
り
様
を
、
そ
の
家
造
り
か
ら

は
じ
め
て
、
古
代
都
市
平
安
京
の
都
市
空
間
の
ひ
ろ
が
り
の
内
に
見
て
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
平
安
の
中

ご
ろ
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
、
ま
さ
し
く
家
造
り
を
主
題
と
し
た
「
記
」
の
テ
キ
ス
ト
が
、
い
く
つ
も
書
き
継
が
れ
て
く
る
。

　

掉
尾
を
飾
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
で
あ
る
。
そ
の
「
方
丈
」
の
タ
イ
ト
ル
に
、
端
的
な
か
た
ち
で
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
先
に
見
た
維
摩
の
、
毘び

舎し
ゃ

離り

（
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
）
城
の
街
中
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
四
畳
半
ひ
と
間
の
居
室
へ

と
立
ち
還
る
こ
と
で
、
最
後
は
そ
の
円
環
の
輪
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
内
に
空
っ
ぽ
の
空
洞
を
宿
す
み
ず



60

か
ら
の
か
ら
だ

0

0

0

に
、
神
仏
で
あ
れ
、
何
で
あ
れ
、
確
固
と
し
た
実
体
と
し
て
は
決
し
て
あ
り
は
し
な
い
〈
他
者
〉
の
た
ま
し
い

0

0

0

0

を
、

依
り
憑
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
役
者
の
演
ず
る
「
役
柄
」
同
様
、
い
ず
れ
と
も
知
れ
ぬ
〈
他
者
〉
の
こ
と
ば

0

0

0

や
し
ぐ
さ

0

0

0

を
、
模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
し
、
偽
装
（
ミ
ミ
ク
リ
ー
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

《
注
》

（
（
）　

引
用
は
、
森
一
郎
編
訳
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
技
術
と
は
何
だ
ろ
う
か
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
一
九
）
6（
頁
。

（
（
）　

引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
四
）
に
よ
る
。
な
お
当
該
和
歌
に
は
、「
男
に
忘
ら
れ
て
侍
り
け
る
頃
、
貴
布
禰
に
ま

ゐ
り
て
、
御
手
洗
川
に
蛍
の
飛
び
け
る
を
見
て
詠
め
る
」
と
の
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

吉
見
俊
哉
『
大
学
は
何
処
へ
―
未
来
へ
の
設
計
』（
岩
波
新
書　

二
〇
二
一
）。
な
お
関
連
す
る
吉
見
の
著
書
と
し
て
『
大
学
と
い
う
理
念　

絶
望
の
そ
の
先
へ
』

（
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
二
〇
）
が
あ
る
。

（
4
）　

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
の
小
説
『
薔
薇
の
名
前
』
で
は
、
写
本
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
る
サ
ス
ペ
ン
ス
が
展
開
さ
れ
る
。
舞
台
は
大
学
で
は
な
く
巨
大
な
図
書
館
を
擁
す

る
中
世
の
修
道
院
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
写
本
が
持
っ
て
い
た
当
時
の
文
化
的
ス
テ
ー
タ
ス
を
描
い
て
秀
逸
で
あ
る
。

（
5
）　

昨
今
の
世
界
情
勢
の
中
で
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
深
沢
徹
『
日
本
古
典
文
学
は
、
如
何
に
し
て
〈
古
典
〉
た
り
う
る
か
？
―
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
ー
ツ
の
可
能
性
に
向
け
て
』（
武
蔵
野
書
院　

二
〇
二
一
）
で
、
筆
者
な
り
の
主
張
を
述
べ
て
お
い
た
。

（
6
）　

演
劇
の
社
会
的
な
役
割
に
つ
い
て
触
れ
た
著
書
は
数
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
平
田
オ
リ
ザ
『
新
し
い
広
場
を
つ
く
る
―
市
民
芸
術
概
論
綱
要
』（
岩
波
書
店　

二

〇
一
三
）
を
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

（
7
）　

引
用
は
、
福
田
恒
存
訳
『
お
気
に
召
す
ま
ま
』（
新
潮
文
庫　

初
版
一
九
六
九
）
に
よ
る
。

（
8
）　

引
用
は
、
福
田
恒
存
訳
『
マ
ク
ベ
ス
』（
新
潮
文
庫　

初
版
一
九
六
九
）
に
よ
る
。

（
9
）　

本
杉
省
三
『
劇
場
空
間
の
源
流
』（
鹿
島
出
版　

二
〇
一
五
）
に
よ
れ
ば
、
テ
ム
ズ
川
両
岸
に
立
地
し
て
い
た
張
り
出
し
舞
台
（
エ
プ
ロ
ン
）
形
式
の
当
時
の
劇
場



果てしなき「方丈」のひろがり（その一）6（

建
築
の
復
元
は
、
よ
う
や
く
（9
世
紀
に
な
っ
て
、
そ
れ
も
ド
イ
ツ
人
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

（
（0
）　

河
竹
登
志
夫
『
演
劇
概
論
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
七
八
）
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
よ
る
復
興
演
劇
を
リ
ー
ド
し
た
代
表
的
著
作
と
し
て
劇
作
家
レ
ッ
シ

ン
グ
に
よ
る
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』（
一
七
六
九
）
を
挙
げ
て
い
る
。

（
（（
）　

こ
う
し
た
存
在
へ
の
問
い
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
主
著
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
も
精
力
的
に
追
及
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

引
用
は
注
（
（
）
前
掲
書
の
「
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
」
143
頁
。

（
（3
）　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
哲
学
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
性
、
人
種
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
』（
岩
波
書
店　

二
〇
二
一
）。
な
お
デ
リ
ダ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
自
己
と
の

屈
折
し
た
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
『
た
っ
た
一
つ
の
、
私
の
も
の
で
は
な
い
言
葉
』（
岩
波
書
店　

二
〇
〇
一
）
の
著
書
も
あ
る
。

（
（4
）　

引
用
は
注
（
（
）
前
掲
書
の
「
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
」
65
頁
。

（
（5
）　

引
用
は
注
（
（
）
前
掲
書
の
「
物
」
43
頁
。

（
（6
）　

こ
う
し
た
「
橋
」
へ
の
言
及
は
、
ゲ
オ
ル
ケ
・
ジ
ン
メ
ル
「
橋
と
扉
」
か
ら
の
色
濃
い
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

（
（7
）　

引
用
は
注
（
（
）
前
掲
書
の
「
建
て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
」
76
頁
。

（
（8
）　

引
用
は
注
（
（
）
前
掲
書
の
「
建
て
る
こ
と
。
住
む
こ
と
、
考
え
る
こ
と
」
76
頁
。

（
（9
）　

維
摩
経
と
方
丈
記
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
考
は
汗
牛
充
棟
、
そ
ん
な
中
で
最
近
の
も
の
と
し
て
大
隅
和
雄
『
方
丈
記
に
人
と
栖
の
無
常
を
読
む
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
四
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
（0
）　

引
用
は
、
世
界
の
名
著
（
『
大
乗
仏
典
』（
中
央
公
論
社　

初
版
一
九
六
七
）
に
よ
る
。

（
（（
）　

引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
八
九
）
に
よ
る
。

（
（（
）　

引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語 

一
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
三
）
に
よ
る
。

（
（3
）　
「
桐
壺
」
の
巻
は
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
悲
劇
を
描
い
た
白
楽
天
の
『
長
恨
歌
』
を
下
敷
き
に
構
想
さ
れ
て
お
り
、
帝
の
歌
に
見
え
る
「
ま
ぼ
ろ
し
」
は
、『
長
恨

歌
』
に
述
べ
ら
れ
た
道
士
（
幻
術
士
）
の
こ
と
を
指
す
。

（
（4
）　

光
源
氏
の
正
妻
葵
上
に
、
も
の
の
け
と
な
っ
て
取
り
憑
く
六
条
御
息
所
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
謡
曲
「
葵
上
」
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
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（
（5
）　

湯
浅
泰
雄
『
身
体
論
―
東
洋
的
心
身
論
と
現
代
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
九
〇
）
は
、
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
に
典
型
的
な
「
心
身
二
元
論
」
に
対
し
、
和
辻
倫

理
学
や
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
心
身
一
如
」
の
発
想
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

（
（6
）　

引
用
は
、
東
洋
文
庫
『
説
経
節
』（
平
凡
社　

一
九
七
三
）
に
よ
る
。

（
（7
）　

世
阿
弥
は
花
伝
書
の
ひ
と
つ
『
花
鏡
』
で
、
演
能
の
際
の
役
者
の
演
技
を
人
形
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
、「
棚
の
上
の
作
り
物
の
あ
や
つ
り
、
色
々
に
見
ゆ
れ
共
、

ま
こ
と
に
は
動
く
物
に
あ
ら
ず
。
あ
や
つ
り
た
る
糸
の
わ
ざ
也
。
此
糸
切
れ
ん
時
は
落
ち
崩
れ
な
ん
と
の
心
也
。
申
楽
も
、
色
々
の
物
ま
ね
は
作
り
物
な
り
。
こ
れ
を

持
つ
物
は
心
な
り
。
此
心
を
ば
、
人
に
見
ゆ
べ
か
ら
ず
。
も
し
も
し
見
え
ば
、
あ
や
つ
り
の
糸
の
見
え
ん
が
ご
と
し
」（
万
能
綰
一
心
事
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
（8
）　

演
劇
の
始
原
に
は
、
そ
の
内
に
神
仏
の
降
臨
を
仰
ぐ
木で

偶く

廻
し
の
芸
が
あ
り
、
つ
い
で
仮
面
を
付
け
て
の
儀
礼
的
所
作
が
あ
る
。
生
身
の
役
者
が
演
ず
る
以
前
に
、

人
形
操
り
や
仮
面
劇
が
先
行
し
て
お
り
、
歌
舞
伎
や
京
劇
の
演
者
の
隈
取
や
化
粧
は
、
そ
の
仮
面
劇
の
名
残
で
あ
る
。
な
お
こ
う
し
た
始
原
に
位
置
す
る
人
形
劇
の
基

礎
的
文
献
と
し
て
、
古
浄
瑠
璃
の
研
究
者
角
田
一
郎
に
よ
る
『
人
形
劇
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』（
旭
屋
書
店　

一
九
六
四
）
が
あ
る
。


