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日
本
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始

１
　
環
境
日
本
学
の
出
発

最
近
、
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
環
境
日
本
学
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
確
信
は

な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
言
葉
を
使
い
出
し
た
の
は
、
私
が
初
め
て
で
は
な
か
ろ

う
か
。
当
初
使
い
始
め
た
こ
ろ
、
あ
る
編
集
者
は
「
平
気
で
す
か
」「
大
丈
夫
で

す
か
」
と
い
さ
さ
か
困
惑
気
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
今
で
も
憶
え
て
い
る
。
し
か
し

彼
女
（
編
集
者
）
の
困
惑
、
当
惑
を
よ
そ
に
、
私
は
自
分
の
紹
介
欄
な
ど
で
「
専

門
　
環
境
日
本
学
」
な
ど
と
お
お
け
な
く
も
使
い
続
け
て
き
た
。
い
さ
さ
か
内
心
、

気
恥
ず
か
し
さ
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
引
き
下
が
っ
た
ら
、

も
っ
と
恥
を
か
く
、
無
念
さ
も
残
ろ
う
か
と
思
い
、
あ
え
て
知
ら
ぬ
顔
を
決
め
こ

ん
で
使
い
続
け
て
き
た
。

時
間
が
少
し
ず
つ
経
ち
、
世
の
中
全
体
も
環
境
と
い
う
問
題
を
以
前
よ
り
は
話

題
に
し
、
真
剣
に
検
討
す
る
傾
向
が
見
え
始
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
が
勝
手
に

言
い
続
け
て
い
る
「
環
境
日
本
学
」
と
い
う
言
葉
に
目
を
向
け
、
ま
た
関
心
を
持

っ
て
く
れ
る
人
が
徐
々
に
増
え
始
め
て
き
た
。
そ
し
て
日
刊
建
設
工
業
新
聞
と
い

う
建
設
業
界
の
専
門
紙
な
の
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
八
年
五
月
一
三
日
に
「
環
境
日

本
学
、
提
唱
す
る
浅
見
和
彦
氏
」「
音
、
明
か
り
、
手
仕
事
、
風
景
―
―
伝
統
の

良
さ
　
現
代
に
生
か
す
」
と
い
う
見
出
し
で
、
紙
面
の
半
分
以
上
使
っ
て
、
私
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
掲
載
し
て
く
れ
た
（
別
添
資
料
）。
か
な
り
長
時
間
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
記
者
の
横
川
貢
雄
氏
に
よ
っ
て
、

大
変
に
要
領
よ
く
、
簡
明
に
ま
と
め
上
げ
て
く
れ
て
、
嬉
し
か
っ
た
。
そ
の
後
、

「
環
境
日
本
学
っ
て
、
何
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
る
た
び
に
、
私
は
「
ま
ず
こ
れ

を
読
ん
で
下
さ
い
」
と
そ
の
記
事
の
コ
ピ
ー
を
お
渡
し
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
い

る
。
そ
の
後
も
全
国
建
設
研
修
セ
ン
タ
ー
の
発
行
す
る
「
国
づ
く
り
と
研
修
」

（
一
二
一
号
、
平
成
二
〇
年
七
月
三
〇
日
）
の
「
舟
運
都
市
の
再
興
」
と
い
う
特

集
の
中
で
、
都
市
環
境
研
究
会
会
長
の
三
浦
裕
二
氏
と
「
都
市
の
水
辺
空
間
と
舟

運
」
と
い
う
論
題
で
対
談
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
中
で
三
浦
氏
は
「
遠
く

て
近
き
も
の
、
極
楽
、
舟
の
道
、
男
女
ひ

と

の
仲
」
と
い
う
『
枕
草
子
』
の
文
章
を
引

か
れ
な
が
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
運
河
を
歩
い
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
が
砂
利
や
セ
メ
ン
ト
を
積

ん
だ
船
が
運
河
を
ゆ
っ
た
り
と
行
く
ん
で
す
。
そ
の
船
頭
さ
ん
に
、
ど
こ
へ
持

っ
て
い
く
ん
だ
と
聞
く
と
、
ド
イ
ツ
か
ら
中
部
フ
ラ
ン
ス
ま
で
と
い
う
。
一
週

間
か
か
る
ん
で
す
。
日
本
の
建
設
業
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
に
待
て
な
い
で
す
ね
。

三
時
間
後
に
持
っ
て
こ
い
、
明
日
ま
で
に
納
入
し
ろ
と
か
ね
。
と
こ
ろ
が
向
こ

う
は
、
供
給
側
も
、
注
文
主
も
、
そ
の
一
週
間
を
き
ち
ん
と
工
程
の
中
に
組
ん
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」
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で
い
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ば
な
い
の
か
と
い
う
と
、
砂
利
に
道

路
を
走
る
高
コ
ス
ト
は
か
け
ら
れ
な
い
、
だ
か
ら
時
間
で
カ
バ
ー
し
て
安
い
運

賃
で
運
ぶ
ん
だ
と
い
う
発
想
な
ん
で
す
。
日
本
に
は
そ
う
し
た
発
想
が
あ
り
ま

せ
ん
。

と
発
言
さ
れ
た
。
こ
の
言
葉
に
は
大
い
に
蒙
を
啓
か
れ
た
。「
遠
い
よ
う
に
見
え
る

が
、
実
は
近
い
の
だ
」
と
舟
運
の
本
質
を
看
破
し
た
清
少
納
言
の
直
感
力
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
、
低
公
害
の
舟
運
を
現

実
の
産
業
体
制
の
中
で
現
役
と
し
て
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
夏
（
二
〇
〇
八
年
）
か
ら
パ
リ
、
セ
ー
ヌ
川
に
は
ボ
ゲ
オ
（V

ogu
éo

）
と

い
う
通
勤
、
通
学
船
が
就
航
し
た
。
パ
リ
市
内
の
オ
ー
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
駅
か
ら
郊

外
の
メ
ゾ
ン
ア
ル
フ
ォ
ー
ル
駅
ま
で
を
四
十
分
間
で
結
ぶ
。
値
段
は
三
ユ
ー
ロ

（
約
三
〇
〇
円
）。
早
速
、
私
も
乗
っ
て
み
た
が
、
な
か
な
か
快
適
だ
。
ゆ
っ
た
り

と
し
て
い
る
の
が
特
に
良
い
。
パ
リ
の
街
を
河
か
ら
ゆ
っ
く
り
見
ら
れ
る
が
何
よ

り
嬉
し
い
。
そ
し
て
新
し
い
発
見
も
あ
っ
た
。
パ
リ
中
心
街
か
ら
メ
ゾ
ン
ア
ル
フ

ォ
ー
ル
ま
で
の
セ
ー
ヌ
河
上
流
の
河
畔
に
は
商
品
の
倉
庫
や
資
材
の
置
場
が
建
ち

並
ぶ
。
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
や
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
な
ど
が
造
り
出
す
美
し
い
風
景

と
は
全
く
違
う
、
パ
リ
の
も
う
一
つ
の
顔
を
見
せ
て
い
る
。
パ
リ
の
実
業
的
な
側

面
を
見
る
思
い
だ
が
、
そ
の
河
岸
に
は
荷
役
船
が
幾
艘
も
係
留
さ
れ
、
ま
た
荷
物

を
一
杯
に
積
載
し
た
貨
物
船
が
セ
ー
ヌ
河
を
頻
繁
に
行
き
交
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

都
市
な
の
だ
。
数
あ
る
名
建
築
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
る
の
が
パ
リ
な
ら
、
倉
庫
や

資
材
置
場
や
荷
役
船
も
パ
リ
な
の
で
あ
る
。
偶
目
し
た
こ
の
パ
リ
の
姿
は
現
代
日

本
の
都
市
問
題
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
指
針
と
な
る
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

２
　
糂
汰
瓶
一
つ
も
持
つ
ま
じ
き

日
本
の
中
世
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
『
徒
然
草
』
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
九
八
段
を
ち
ょ
っ
と
覗
い
て
み
よ
う
。「
尊
き
聖
の
言
ひ
を
け
る
こ
と
を
書
き

付
け
て
、
一
言
芳
談

い
ち
ご
ん
は
う
だ
ん

と
か
や
名
付
け
た
る
草
子
を
見
待
り
し
に
、
心
に
合
ひ
て
覚

え
し
こ
と
ど
も
」
と
始
め
ら
れ
る
一
節
の
中
に
、

後
世
ご

せ

を
思
は
む
者
は
、
糂
汰
瓶

じ
ん
だ
が
め

一
つ
も
持
つ
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
持
経
ぢ
き
ゃ
う

、
本
尊

に
至
る
ま
で
、
よ
き
物
を
持
つ
、
よ
し
な
き
な
り
。

（
九
八
段
）

後
世
で
極
楽
往
生
を
し
た
い
と
願
う
者
は
、「
糂
汰
瓶
一
つ
」
で
あ
っ
て
も
持
物
に

し
て
は
い
け
な
い
。
普
段
読
み
上
げ
る
経
典
の
本
に
し
て
も
、
い
つ
も
手
を
合
わ

せ
る
仏
像
に
し
て
も
、
良
い
物
を
持
つ
こ
と
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
。

多
少
、
解
説
を
付
け
加
え
る
と
、「
糂
汰
瓶
」
と
は
ぬ
か
み
そ
瓶
の
こ
と
。
生
活

用
品
の
中
で
も
最
も
粗
末
な
も
の
の
一
つ
で
、
い
わ
ば
生
活
す
る
上
で
の
最
低
限

の
必
需
品
と
い
っ
て
よ
い
。『
一
言
芳
談
』（
中
世
の
仏
教
書
）
の
教
え
に
よ
れ
ば
、

極
楽
往
生
を
願
う
者
は
た
と
え
粗
末
な
「
糂
汰
瓶
一
つ
」
で
あ
っ
て
も
所
有
す
る

も
の
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
所
有
否
定
の
考
え
方
は
日
常
生
活
の
品
々
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
修

道
者
に
と
っ
て
不
可
欠
の
「
持
経
、
本
尊
」、
す
な
わ
ち
読
誦
看
経
す
る
た
め
の
経

典
に
し
ろ
、
敬
仏
、
礼
拝
す
る
仏
像
に
し
て
も
、
良
い
物
を
持
っ
て
は
絶
対
に
い

け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
修
行
の
た
め
の
仏
具
、
法
具
で
あ
っ
て
も
良

い
物
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
執
着
が
お
こ
り
、
欲
望
は
目
覚
め
、
押
え
難
く
な
っ
て

く
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
良
等
な
物
は
修
行
の
障
碍
と
な
り
、
悟
道
の
た

め
に
大
い
な
る
妨
げ
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
高
級
な
物
は
要い

ら
な
い
。
経

二
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始

典
で
あ
れ
、
持
仏
で
あ
れ
、
粗
末
な
も
の
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た

物
へ
の
愛
着
心
は
大
き
な
執
着
心
へ
と
い
つ
で
も
変
じ
う
る
。
だ
か
ら
こ
そ
物
に

愛
着
し
て
は
い
け
な
い
、
物
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
徹
底

し
た

貧
の
思
想

が
う
か
が
え
る
。

『
徒
然
草
』
の
中
に
は
こ
う
し
た

貧
の
思
想

を
随
処
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

賎
し
げ
な
る
物
。
ゐ
た
る
あ
た
り
に
調
度
の
多
き
。
硯
に
筆
の
多
き
。
持
仏
堂

に
仏
の
多
き
。
前
栽
せ
ん
ざ
い

に
石
、
草
木
の
多
き
。
家
の
内
に
子
孫
の
多
き
。
人
に
逢

ひ
て
言
葉
の
多
き
。
願
文
に
作
善
多
く
書
き
戴
せ
た
る
。

多
く
て
賎
し
か
ら
ぬ
は
、
文
車
の
文
、
塵
塚
の
塵
。

（
七
十
二
段
）

兼
好
に
い
わ
せ
れ
ば
、
身
の
回
り
に
や
た
ら
と
「
調
度
」（
道
具
、
家
具
類
）

が
多
い
の
も
「
賎
し
げ
」（
下
品
）
で
あ
る
し
、
硯
箱
に
筆
、
持
仏
堂
に
仏
が
沢

山
立
っ
て
い
る
の
も
い
や
ら
し
く
、
下
品
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
前
栽
」、

す
な
わ
ち
庭
に
石
や
草
木
が
所
狭
ま
し
と
ば
か
り
置
か
れ
て
い
る
の
も
不
愉
快
だ

し
、
家
内
に
子
孫
や
孫
が
大
勢
い
る
の
も
品
が
な
い
。
人
に
逢
っ
て
ベ
ラ
ベ
ラ
し

ゃ
べ
り
ま
く
る
人
は
本
当
に
迷
惑
だ
し
、
自
分
の
善
行
を
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で

も
か
と
細
大
も
ら
さ
ず
書
き
上
げ
て
い
る
人
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
う
ん
ざ
り
し

て
し
ま
う
。
数
多
く
て
も
賎
し
く
な
い
の
は
、
本
の
箱
車
に
載
せ
ら
れ
た
本
、
塵

塚
（
ご
み
捨
て
場
）
の
塵
ぐ
ら
い
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
体
の
内
容
で
あ
る
。

多
い
こ
と
を
喜
ぶ
の
が
人
間
の
心
理
で
あ
る
。
物
が
多
い
こ
と
、
豊
富
な
こ
と

に
幸
福
を
感
じ
る
人
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
兼
好
は
逆
を
行
く
。

物
が
多
い
こ
と
は
賎
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
下
品
な
の
で
あ
る
。『
徒
然
草
』
の

中
で
「
家
居
の
つ
き
づ
き
し
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮
の
宿
り
と
は
思
へ
ど
、

興
あ
る
も
の
な
れ
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
住
居
論
の
中
で
も
、
住
い
に
つ
い
て
、

多
く
の
匠
た
く
み
の
、
心
を
尽
し
て
み
が
き
立
て
、
唐か
ら

の
、
大
和
の
、
珍
ら
し
く
、
え

な
ら
ぬ
調
度
ど
も
並
べ
置
き
、
前
栽
の
草
木
ま
で
心
の
ま
ま
な
ら
ず
作
り
な
せ

る
は
、
見
る
目
も
苦
し
く
、
い
と
わ
び
し
。
さ
て
も
や
は
長
ら
へ
住
む
べ
き
。

ま
た
、
時
の
間
の
烟
け
ぶ
り
と
も
な
り
な
ん
と
ぞ
、
う
ち
見
る
よ
り
思
は
る
る
。

大
方
は
、
家
居
に
こ
そ
、
こ
と
ざ
ま
は
お
し
は
か
ら
る
れ
。

（
十
段
）

沢
山
の
職
人
が
心
を
尽
し
て
仕
立
て
上
げ
た
品
物
の
数
々
、
舶
来
の
中
国
の
も
の
、

は
た
ま
た
日
本
の
も
の
で
、
珍
ら
し
く
、
高
価
な
高
級
品
を
並
べ
た
て
、
庭
の
草

木
ま
で
人
手
を
加
え
て
、
自
然
な
か
た
ち
を
壊
し
て
い
る
の
は
、
見
て
い
て
、
と

て
も
つ
ら
い
。
家
の
様
子
を
見
れ
ば
、
す
べ
て
が
わ
か
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

兼
好
の
嫌
い
な
も
の
は
財
力
や
金
力
に
ま
か
せ
て
、
内
外
の
高
級
品
に
飾
り
立
て

ら
れ
、
庭
は
と
い
え
ば
、
珍
石
、
珍
木
の
類
を
諸
国
か
ら
取
り
集
め
、
所
構
わ
ず

植
え
置
き
、
無
理
矢
理
、
枝
や
葉
を
ね
ぢ
ま
げ
、
刈
り
込
ん
だ
庭
は
完
全
な
失
格

な
の
で
あ
る
。
兼
好
の
推
奨
す
る
住
居
、
庭
は
物
が
少
な
く
、
あ
っ
さ
り
と
し
て
、

自
然
の
ま
ま
が
最
高
な
の
で
あ
る
。

３
　
「
貧
を
学
べ
」

こ
う
し
た
住
居
観
の
実
践
的
な
例
が
草
庵
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
鴨
長
明
の
居
住
し
た

方
丈
の
庵

で
あ
ろ
う
。

長
明
が
日
野
（
京
都
市
伏
見
区
）
の
山
中
に
構
え
た
庵
は
、

広
さ
は
わ
づ
か
に
方
丈
、
高
さ
は
七
尺
が
う
ち
な
り
。

（
方
丈
記
）



と
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
狭
隘
で
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
。

東
に
三
尺
余
り
の
庇
ひ
さ
し
を
さ
し
て
、
柴
折
り
く
ぶ
る
よ
す
が
と
す
。
南
、
竹
の

簀
子
す
の
こ

を
敷
き
、
そ
の
西
に
閼
伽
棚

あ
か
だ
な

を
つ
く
り
、
北
に
寄
せ
て
障
子
を
へ
だ
て
て
、

阿
弥
陀
の
絵
像
を
安
置
し
、
そ
ば
に
普
賢
を
か
き
、
前
に
法
花
経
を
置
け
り
。

東
の
際
に
わ
ら
び
の
ほ
と
ろ
を
敷
き
て
、
夜
の
床
と
す
。
西
南
に
竹
の
吊
り
棚

を
構
へ
て
、
黒
き
皮
籠
三
合
を
置
け
り
。

庵
の
東
側
に
は
三
尺
ほ
ど
の
庇
、
南
に
竹
の
簀
子
と
閼
伽
棚
、
室
内
に
は
阿
弥
陀

如
来
と
普
賢
菩
薩
の
絵
像
と
法
花
経
、
そ
し
て
蕨
の
寝
床
。
前
引
の
『
徒
然
草
』

（
九
八
段
）
で
は
「
糂
汰
瓶
一
つ
も
」「
持
経
、
本
尊
に
至
る
ま
で
良
き
物
を
持
つ
」

こ
と
が
堅
く
戒
め
ら
れ
て
い
た
が
、『
方
丈
記
』
に
描
か
れ
る
長
明
の
草
庵
は
こ
れ

に
極
め
て
近
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
豪
華
な
邸
宅
よ
り
、
小
さ
く
粗
末

な
家
を
、
立
派
で
高
価
な
品
物
に
囲
ま
れ
る
よ
り
、
さ
さ
や
か
で
質
素
な
品
々
を

友
と
し
て
、
知
足
の
生
活
を
送
る
。
こ
れ
が
中
世
人
の
理
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
る
の
は

貧

の
思
想
、
貧

の
文
化
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
富

を
嫌
い
、

貧

に
親
し
む
理
想
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
考
え
方
を
積
極
的
、
徹
底
的
に
推
し
進
め
、
実
践
し
よ
う
と
し
た
の

は
長
明
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
禅
僧
道
元
（
一
二
〇
〇
〜
五
三
）
で
あ
ろ
う
。
彼
の
談

話
録
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』（
懐
奨
）
に
は
、「
学
道
の
用
心
」、
す
な
わ
ち
仏
道
修

行
の
心
が
け
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
問
答
が
載
っ
て
い
る
。

一
日
、
僧
来
つ
て
、
学
道
の
用
心
を
問
ふ
。

示
し
て
云
は
く
、
学
道
の
人
は
、
先
づ
、
須

す
べ
か
らく
貧
な
る
べ
し
。
財
多
け
れ
ば
、

必
ず
、
そ
の
志
を
失
ふ
。

在
家
学
道
の
者
の
、
な
ほ
、
財
宝
に
纏
ま
と
は
り
、
居
所
を
貧
り
、
眷
属
に
交
れ
ば
、

た
と
ひ
、
そ
の
志
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
障
道
の
因
縁
多
し
。

古
来
、
俗
人
の
参
ず
る
、
多
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
善
し
と
云
ふ
も
、
な
ほ
、

僧
に
は
及
ば
ず
。

僧
は
、
一
衣
、
一
鉢
の
外
は
、
財
宝
を
持
た
ず
、
居
所
を
思
は
ず
、
衣
食
を
貪

ら
ざ
る
間
、
一
向
に
学
道
す
れ
ば
、
分
々
に
、
皆
、
得
益
あ
る
な
り
。
そ
の
故

は
、
貧
な
る
が
、
道
親
し
き
な
り
。

（
三
ノ
十
一
）

や
や
長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
道
元
の

貧

に
か
か
わ
る
思

想
が
過
不
足
な
く
言
明
さ
れ
て
い
る
。
大
意
は
こ
こ
で
あ
る
。

あ
る
日
、
一
人
の
僧
が
道
元
の
許
を
訪
れ
て
、
仏
道
修
行
の
第
一
の
心
が
け
と

い
う
も
の
を
尋
ね
た
。
道
元
の
答
え
は
、
仏
道
修
行
を
目
指
す
人
の
第
一
の
肝
要

は

貧

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
財
産
が
多
け
れ
ば
、
必
ず

や
修
道
の
心
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
一
般
の
在
家
の
人
は
や
や
も
す
れ
ば
、
財
宝

に
心
移
り
や
す
く
、
解
き
放
た
れ
る
こ
と
も
な
く
、
住
居
に
つ
い
て
も
心
悩
ま
す

こ
と
多
く
、
欲
望
は
絶
え
な
い
。
他
の
人
々
と
交
わ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
仏
道

修
行
に
専
心
し
よ
う
と
思
っ
て
い
て
も
な
か
な
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
、
僧
侶
は
一
枚
の
衣
、
一
個
の
鉢
以
外
に
は
財
物
は
持
た
な
い
し
、
住
居
に

も
こ
だ
わ
り
が
な
い
。
衣
食
に
つ
い
て
貪
る
心
が
な
く
、
ひ
た
す
ら
修
行
に
勤い

そ

し

む
ゆ
え
、
段
階
々
々
に
応
じ
て
得
る
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

貧

で
あ
る
こ
と

が
、
最
も
仏
道
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。

道
元
は
物
を
前
に
し
て
動
揺
す
る
人
間
の
心
を
見
抜
い
て
い
た
。
眼
前
に
物
が

あ
れ
ば
、
心
は
常
に
奪
わ
れ
、
欲
求
は
増
す
ば
か
り
。
そ
れ
に
対
し
、
僧
は
目
の

四



五

「

貧

」

の

文

化

伝

統

│
環
境
日
本
学
事
始

前
に
物
が
な
い
か
ら
、
心
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
自
然
と
仏
道
修
行
に
専
心
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
の
だ
。
物
が
あ
れ
ば
、
妨
げ
と
な
る
。
物
が
な
け
れ
ば
、
心
は

解
き
放
た
れ
る
。
物
が
な
い
、
す
な
わ
ち

貧

で
あ
る
こ
と
が
、
仏
道
に
最
も
親

近
し
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
道
元
の
主
張
は
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
で
度
々
繰
り
返
さ
れ
る
。

夜
話
に
云
は
く
、
学
道
の
人
は
、
最
も
貧
な
る
べ
し
。

（
三
ノ
四
）

学
道
は
、
た
だ
、
須
ら
く
、
貧
を
学
す
べ
し
。
名
を
捨
て
、
利
を
捨
て
、
一
切

諂
ふ
こ
と
な
く
、
万
事
投
げ
捨
て
れ
ば
、
必
ず
道
人
と
な
る
な
り
。
（
五
ノ
二
）

道
を
学
せ
ば
、
た
だ
貧
な
る
べ
し
。
…
褒
め
て
後
代
を
薦
む
る
に
は
、
皆
、
貧

に
し
て
、
財
な
き
を
本
と
す
。

（
五
ノ
五
）

「
貧
」
を
「
学
道
」
の
中
核
的
思
想
に
安
置
し
よ
う
と
す
る
道
元
の
思
想
に
ゆ

る
ぐ
と
こ
ろ
は
な
い
。
道
元
は
ま
た
こ
う
も
い
う
。

示
し
て
云
は
く
、
学
道
の
人
、
衣
糧
を
煩
ふ
事
な
か
れ
。
た
だ
、
仏
制
を
守
つ

て
、
世
事
を
営
む
事
な
か
れ
。

（
一
ノ
一
六
）

た
だ
、
心
を
世
事
せ
い
じ

に
執
着
す
る
事
な
か
れ
、
一
向
に
道
を
学
ぶ
べ
き
な
り
。
仏

の
言
は
く
、
衣
鉢
の
外
は
、
寸
分
も
貯
へ
ざ
れ
。

（
一
ノ
一
六
）

行
道
を
専
ら
に
し
て
、
衣
食
を
求
む
べ
か
ら
ず
。

（
六
ノ
三
）

学
道
の
人
、
衣
食
に
煩
ふ
こ
と
な
か
れ
。
こ
の
国
は
辺
地
、
小
国
な
り
と
い
へ

ど
も
、
昔
も
顕
密
の
二
道
に
名
を
得
、
後
代
に
も
人
に
も
知
ら
れ
た
る
人
、
未

だ
、
一
人
も
衣
食
に
豊
か
な
り
と
云
ふ
こ
と
を
聞
か
ず
。
皆
、
貧
を
忍
び
、
他

事
を
忘
れ
て
、
一
向
に
、
そ
の
道
を
好
む
故
に
、
そ
の
名
を
も
得
る
な
り
。
況

ん
や
、
学
道
の
人
は
、
世せ
い

度ど

を
捨
て
、
一
切
に
走わ
し

ら
ず
、
何
と
し
て
か
豊
か
な

る
べ
き
ぞ
。

（
六
ノ
四
）

「
衣
糧
」「
衣
食
」、
す
な
わ
ち
衣
服
や
食
糧
に
惑
う
こ
と
を
道
元
堅
く
誡
め
て
い

る
。「
世
事
」「
世
度
」
は
社
会
一
般
で
の
生
活
や
仕
事
、
こ
う
し
た
こ
と
に
関
わ

り
合
い
、
心
を
砕
き
、
悩
ま
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
過
去
に

於
て
、
顕
密
の
世
界
で
後
々
ま
で
知
ら
れ
る
人
は
す
べ
て
「
貧
を
忍
び
、
他
事
を

忘
れ
て
」、
学
道
に
励
ん
だ
ゆ
え
、
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う

し
た
偉
大
な
先
人
た
ち
に
は
一
人
と
し
て
「
衣
食
に
豊
か
」
で
あ
っ
た
人
は
い
な

い
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
発
言
は
『
徒
然
草
』
か
ら
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
は
己
れ
つ
づ
ま
や
か
に
し
、
奢
り
を
退
け
て
、
財
た
か
ら
を
持
た
ず
、
世
を
貧
ら
ん

ぞ
、
い
み
じ
か
る
べ
き
。
昔
よ
り
賢
き
人
の
富
め
る
は
稀
な
り
。

（
一
八
段
）

質
素
で
奢
侈
を
嫌
い
、
財
産
も
な
く
、
か
つ
貪
欲
と
は
無
縁
と
い
う
生
活
が
究
極

の
理
想
な
の
で
あ
る
。
昔
か
ら
「
賢
き
人
」
と
い
わ
れ
る
人
で
裕
福
な
人
は
一
人

も
い
な
い
。
こ
の
兼
好
の
言
葉
と
道
元
の
そ
れ
は
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
う
。

４
　
プ
ラ
ス
の
文
化
志
向
と
マ
イ
ナ
ス
の
文
化
志
向

さ
て
近
代
、現
代
日
本
の
現
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。貧
富
の
問
題
に
つ
い
て
い

え
ば
、
あ
き
ら
か
に

富

を
尊
し
と
し
、

貧

を
賎
し
と
し
て
、誰
し
も
が

貧

を
忌
み
嫌
う
。
貧
富
の
価
値
観
は
対
極
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
中
世

に
於
て
も

富

を
願
い
、

富

を
追
い
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

人
は
よ
ろ
づ
を
さ
し
お
き
て
、
ひ
た
ふ
る
に
徳
を
つ
く
べ
き
な
り
。
貧
し
く
て

は
生
け
る
か
ひ
な
し
。
富
め
る
の
み
を
人
と
す
。

（
徒
然
草
、
二
一
七
段
）



と
い
う
処
世
観
が
語
ら
れ
、
現
実
に
「
宮
殿
楼
閣
」
に
住
ま
い
、
こ
の
上
な
い
贅

沢
を
尽
く
し
て
い
た
人
も
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
そ
の
「
宮
殿
楼
閣
」

を
意
味
な
い
も
の
と
し
て
、
忌
避
す
る
思
想
も
強
か
っ
た
。
富
、
蓄
財
を
志
向
す

る
通
常
な
流
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
を
否
定
し
、
貧
し
さ
の
尊
さ
を
強
調
す
る
風
潮

も
強
か
っ
た
。
そ
の
強
さ
が
中
世
と
近
代
で
は
大
き
く
違
う
。
い
わ
ば
、

富

と

い
う
プ
ラ
ス
の
志
向
に
対
し
て

貧

と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
志
向
を
中
世
と
い
う
時

代
は
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
が
中
世
と
近
代
で
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

考
え
て
見
れ
ば
、
近
現
代
の
日
本
は
プ
ラ
ス
の
志
向
で
突
っ
走
っ
て
来
た
。
い

や
今
な
お
突
っ
走
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
大
き
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
」
と
い

う
発
想
の
も
と
に
、
建
物
も
町
も
ア
ッ
と
い
う
間
に
巨
大
化
し
、
多
く
の
企
業
は

利
潤
の
一
層
の
追
求
に
走
り
続
け
て
い
る
。
高
速
道
路
、
新
幹
線
は
継
々
と
建
設

さ
れ
、
速
さ
、
速
く
あ
る
こ
と
が
す
べ
て
に
優
先
す
る
と
で
も
い
い
た
げ
な
勢
い

で
、
社
会
の
構
造
基
盤
が
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
造
り
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。

速
い

こ
と
は
常
に
正
し
く
、
善
で
あ
っ
て
、

遅
い

こ
と
は
常
に
悪
で
、

邪
魔
で
さ
え
あ
る
の
だ
。
大
都
市
圏
で
電
車
の
切
符
を
買
う
に
し
て
も
、
改
札
口

を
通
る
に
し
て
も
ま
ご
ま
ご
、
の
ろ
の
ろ
し
て
い
れ
ば
、
後
ろ
か
ら
突
き
飛
ば
さ

れ
か
ね
な
い
の
が
、
現
代
日
本
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
姿
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
町
中
は
色
と
音
で
溢
れ
て
い
る
。
少
し
で
も
他
社
よ
り

も
目
立
と
う
と
し
て
、
赤
、
青
、
緑
、
黄
色
。
金
色
ま
で
使
っ
て
、
毳
々

け
ば
け
ば

し
い
ま

で
塗
り
上
げ
た
数
々
の
広
告
、
途
方
も
な
い
大
き
さ
で
周
囲
の
街
並
や
景
観
に
は

ほ
と
ん
ど
配
慮
し
た
気
配
が
う
か
が
え
な
い
広
告
や
看
板
は
、
日
本
中
、
ど
こ
に

で
も
発
見
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
広
告
に
付
き
ま
と
う
大
音
量
の
宣
伝
の
放
送
。
街
中
の
み

な
ら
ず
、
テ
レ
ビ
の
番
組
中
に
繰
り
返
さ
れ
る
広
告
、
宣
伝
。
そ
の
多
く
が
商
品

名
の
連
呼
で
あ
る
の
が
、
と
て
も
哀
し
い
。

か
つ
て
日
本
人
は
墨
絵
の
世
界
の
幽
玄
な
奥
深
さ
に
安
息
、
沈
潜
し
、
小
さ
な

声
、
さ
さ
や
か
な
音
に
耳
を
そ
ば
立
て
て
、
物
の
情
趣
や
風
合
を
楽
し
ん
で
い
た

こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
風
鈴
の
音
、
鹿
威
し
し
お
ど

し
の
音
、
風
の
音
に

雨
の
音
。
そ
の
一
つ
一
つ
の
微
細
な
音
が
か
け
が
え
の
な
い
安
ら
ぎ
と
癒
し
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
し
が
ま
し
い
ま
で
に
鳴
り
響
く
大
音
響
の
現
代
社
会
に

あ
っ
て
は
、
と
う
て
い
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
豊
か
な
弱
音
の
世
界
を
古
人

は
た
っ
ぷ
り
と
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

５
　
谷
崎
潤
一
郎
『
陰
翳
礼
讃
』

谷
崎
潤
一
郎
の
名
随
筆
『
陰
翳
礼
讃
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

今
年
の
秋
の
月
見
に
何
処
が
よ
か
ろ
う
と
首
を
ひ
ね
っ
た
揚
句
、
結
局
石
山

寺
へ
出
か
け
る
こ
と
に
極き

め
て
い
る
と
、
十
五
夜
の
前
日
の
新
聞
に
石
山
寺

で
は
明
晩
観
月
の
客
の
興
を
添
え
る
た
め
林
間
に
拡
声
器
を
取
り
附
け
、
ム

ー
ン
ラ
イ
ト
ソ
ナ
タ
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
か
せ
る
と
云
う
記
事
が
出
て
い
る
。

私
は
そ
れ
を
読
ん
で
急
に
石
山
行
き
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。

十
五
夜
の
晩
ゆ
え
、
訪
れ
る
観
光
客
に
喜
こ
ん
で
も
ら
お
う
。
観
月
の
雰
囲
気

を
盛
り
上
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ス
ピ
ー
カ
ー
を
取
り
付
け
、
ム
ー
ン
ラ
イ
ト

ソ
ナ
タ
を
流
し
続
け
る
と
い
う
仕
様
に
は
、
明
月
を
静
か
に
眺
め
味
わ
う
と
い
う

六
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発
想
は
全
く
な
い
。
音
楽
が
絶
え
間
な
く
流
れ
続
け
れ
ば
よ
い
、
そ
れ
も
か
な
う

こ
と
な
ら
ば
、
出
来
る
限
り
大
き
な
音
で
、
激
し
い
音
で
鳴
り
響
く
の
が
よ
い
と

い
う
発
想
は
現
代
日
本
の
随
処
で
見
受
け
ら
れ
る
。
静
か
さ
を
味
わ
う
、
一
つ
の

物
音
さ
え
響
か
な
い
寂
寥
の
中
に
身
を
置
き
、
観
照
す
る
と
い
っ
た
振
舞
は
、
も

う
日
本
人
の
中
か
ら
は
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

谷
崎
が
石
山
寺
行
き
を
取
り
止
め
た
理
由
は
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
谷
崎
の
脳
裏

に
は
一
つ
の
い
や
な
予
感
が
よ
ぎ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
前
段
に
続
け
て
、
こ

う
い
う
。

拡
声
器
も
困
り
物
だ
が
、
そ
う
云
う
風
で
は
き
っ
と
あ
の
山
の
方
々
に
電
燈
や

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
飾
り
、
賑
々
し
く
景
気
を
附
け
て
は
い
な
い
か
と
思
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
前
に
も
私
は
そ
れ
で
月
見
を
フ
イ
に
し
た
覚
え
が
あ
る
の
は
、

或
る
年
の
十
五
夜
に
須
磨
寺
の
池
へ
舟
を
浮
か
べ
て
み
よ
う
と
思
い
、
同
勢
を

集
め
重
詰
め
を
持
ち
寄
っ
て
繰
り
出
し
て
み
る
と
、
あ
の
池
の
ぐ
る
り
を
五
色

の
電
飾
が
花
や
か
に
取
り
巻
い
て
い
て
、
月
は
あ
れ
ど
も
な
き
が
如
く
な
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
や
こ
れ
を
考
え
る
と
、
ど
う
も
近
頃
の
わ
れ

は
電
燈
に
麻

痺
し
て
、
照
明
の
過
剰
か
ら
起
る
不
便
と
云
う
こ
と
に
対
し
て
は
案
外
無
感
覚

に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
お
月
見
の
場
合
な
ん
か
は
ま
あ
孰
方
で
も
い
い
け
れ

ど
、
待
合
、
料
理
屋
、
旅
館
、
ホ
テ
ル
な
ど
が
、
一
体
に
電
燈
を
浪
費
し
過
ぎ

る
。

谷
崎
は
同
好
を
語
ら
っ
て
、
須
磨
寺
の
池
の
船
上
で
弄
月
の
遊
び
を
計
り
、
そ
ろ

っ
て
繰
り
出
し
た
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
肝
腎
の
池
は
、
そ
の
池
畔
に
五
色
の
電

球
が
ぐ
る
り
と
廻
ら
さ
れ
て
い
て
、
折
角
の
月
見
の
興
趣
は
台
無
し
に
な
っ
て
い

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
電
灯
の
明
る
さ
で
「
月
は
あ
れ
ど
も
な
き
が
如
く
」

で
あ
っ
た
の
だ
。
谷
崎
は
言
う
。「
近
頃
の
わ
れ

は
電
燈
に
麻
痺
」
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。「
一
体
に
電
燈
を
浪
費
し
過
ぎ
」
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
照
明
の
過
剰
か
ら
起
る
不
便
」
と
い
う
も
の
に
気
付
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
問
題
を
投
げ
か
け
る
。

谷
崎
が
疑
問
視
し
、
苦
言
を
呈
し
た

明
か
り

の
現
状
は
も
っ
と
も
っ
と
凄
ま

じ
い
。
都
心
部
は
も
と
よ
り
郊
外
の
町
に
於
て
も
街
頭
の
照
明
は
度
を
超
え
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
危
険
防
止
や
安
全
と
い
う
面
か
ら
一
定
の
照
明
が
必
要
な
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
街
路
と
い
い
、
巨
大
な
商
業
ビ
ル
と
い
い
、
明
ら
か

に
必
要
度
を
超
え
て
、
野
方
図
ま
で
に
電
飾
は
き
ら
め
き
、
夜
の
暗
さ
は
ど
こ
か

に
駆
逐
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
く
に
近
年
は
ク
リ
ス
マ
ス
前
後
の
壮
大
な
電
飾

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ンは

目
を
覆
う
ば
か
り
の
現
況
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
て
も
美
し
い
、
綺
麗
と
い

う
反
応
も
あ
る
。
ま
た
神
戸
で
催
さ
れ
る
ル
ミ
ナ
リ
エ
に
は
震
災
か
ら
の
復
興
、

犠
牲
者
た
ち
の
追
悼
と
い
う
敬
虔
な
気
持
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
即
座
に
不

要
、
無
駄
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
例
外
的
な
存
在
で

あ
っ
て
、
昼
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
明
る
さ
、
明
る
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
も

見
え
ず
、
星
も
見
え
な
い
。
か
つ
て
月
夜
の
晩
に
子
供
た
ち
は
影
踏
み
を
し
て
遊

ん
だ
。
星
空
の
美
し
い
夜
に
は
星
を
見
詰
め
、
流
れ
星
が
あ
れ
ば
、
消
え
る
ま
で

の
瞬
時
に
、
願
い
ご
と
を
掛
け
た
の
だ
っ
た
。

現
代
は
月
夜
も
星
空
も
段
々
な
く
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
宮
本
常
一

さ
ん
は
「
夜
が
喪
な
わ
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
せ
い
で
、
お
化
け
が
出
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
（
注
）
。
現
代
の
生
活
か
ら

静
寂

と
か

陰



翳

は
消
え
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
谷
崎
は
そ
う
し
た
日
本
の
成
り
ゆ
き
を

看
破
し
、
予
見
し
て
い
た
。『
陰
翳
礼
讃
』
が
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
で
あ
っ
た
。

も
う
七
十
年
以
上
前
の
本
で
あ
る
。『
陰
翳
礼
讃
』
は
些
や
か
な
一
篇
の
随
筆
で
あ

る
が
、
谷
崎
の
発
し
た
警
世
の
書
、
谷
崎
が
心
奥
に
持
ち
続
け
て
い
た
文
明
論
の

吐
露
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

６
　
日
本
の
深
い
文
化
伝
統

「
大
き
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
」

「
明
る
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
」

「
速
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
」

と
い
っ
た
生
活
意
識
は
近
代
日
本
、
現
代
日
本
を
間
違
い
な
く
牽
引
し
て
き
た
。

そ
う
し
た
意
識
や
意
欲
が
日
本
の
驚
異
的
な
発
展
の
支
え
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は

疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

大

明

速

と
い
っ
た
い
わ
ば
プ
ラ
ス
の
志
向

性
が
日
本
の
今
日
的
地
位
を
築
き
上
げ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
問
題
だ

っ
た
の
は
、
そ
の
志
向
や
展
開
が
あ
ま
り
に
も
強
勢
で
、
猛
烈
で
あ
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
か
つ
て
日
本
人
は

大

と
と
も
に

小

、

明

と
と
も
に

暗

、
速

と
と
も
に

遅

の
文
化
を
具
有
し
て
い
た
。
プ
ラ
ス
の
文
化
に
対
し
て
、
マ
イ
ナ

ス
の
文
化
の
利
点
、
魅
力
と
い
っ
た
も
の
を
熟
知
し
て
い
た
。
米
欧
の
文
化
が
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
プ
ラ
ス
に
傾
き
、
や
や
直
線
的
な
単
文
化
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
日
本
は
プ
ラ
ス
と
同
時
に
マ
イ
ナ
ス
も
享
受
す
る
と
い
う
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ

ナ
ス
両
極
の
均
衡
に
注
心
す
る
複
文
化
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

兼
好
は
言
う
。

「
夜
に
入
り
て
、
物
の
映
え
な
し
」
と
い
ふ
人
、
い
と
口
を
し
。
万
の
も
の
の
綺

羅
、
飾
り
、
色
ふ
し
も
、
夜
の
み
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
昼
は
こ
と
そ
ぎ
、
お
よ

す
け
た
る
姿
に
て
も
あ
り
な
ん
。
夜
は
き
ら
ら
か
に
、
花
や
か
な
る
装
束
、
い

と
よ
し
。
人
の
気
色
も
夜
の
火
影
ほ
か
げ

ぞ
、
よ
き
は
よ
く
、
物
言
ひ
た
る
声
も
、
暗

く
て
聞
き
た
る
、
用
意
あ
る
、
心
に
く
し
。
匂
ひ
も
、
物
の
音ね

も
、
た
だ
夜
ぞ

ひ
と
き
は
め
で
た
き
。

（
徒
然
草
、
一
九
一
段
）

「
夜
に
な
る
と
暗
い
の
で
物
の
色
合
が
映
え
な
く
て
、
困
る
」
と
い
う
人
は
本
当
に

困
る
。
す
べ
て
の
物
は
美
し
さ
も
意
匠
も
色
も
、
夜
こ
そ
引
き
立
つ
の
だ
と
い
う

の
が
兼
好
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
人
の
様
子
も
声
も
匂
ひ
も
音
も
、
す
べ
て

「
た
ゞ
夜
ぞ
ひ
と
き
は
め
で
た
き
」
と
結
論
づ
け
る
。
夜
の
美
し
さ
、
暗
さ
の
美
学

と
い
っ
た
も
の
が
端
的
に
賞
揚
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
谷
崎

の
言
う
、

近
頃
の
わ
れ

は
電
燈
に
麻
痺
し
て
、
照
明
の
過
剰
か
ら
起
る
不
便
と
云
う

こ
と
に
対
し
て
は
案
外
無
感
覚
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
言
葉
と
そ
の
ま
ま
重
な
り
合
う
。
明
る
さ
を
忌
避
し
、
暗
さ
を
賞
美
し
よ

う
と
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
文
化
は
日
本
人
の
長
い
長
い
伝
統
で
も
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
深
く
傾
倒
し
た
近
代
の
詩
人
、
八
木
重
吉
（
一
八
九
八
〜
一
九

二
七
）
は
そ
の
詩
の
中
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

な
ん
と
い
ふ
わ
か
ら
ぬ
や
つ
ら
だ
ら
う

に
ん
げ
ん
は
そ
ん
な
家
は
い
ら
な
い
ん
だ
、

そ
ん
な
て
か
て
か
と
む
や
み
に
お
ほ
き
い

歯
の
う
く
よ
う
な
住
宅
な
ん
か
よ
せ
ば
い
い
に
、

八
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こ
の
世
の
中
か
ら
活
動
写
真
と
芝
居
と

写
真
道
楽
と
別
荘
を
な
く
し
て
し
ま
へ
、

人
間
の
す
む
家
は

だ
れ
も
か
れ
も
二
十
円
ぐ
ら
い
の
家
賃
の
も
の
に
す
る
が
い
い
、

そ
し
て
野
と
山
を
荒
し
て
い
け
な
い

野
と
山
が
こ
れ
以
上
せ
ば
ま
っ
て
ゆ
く
な
ら

日
本
は
い
き
が
い
の
な
い
国
に
な
っ
て
し
ま
う
、

み
ん
な
い
ち
ば
ん
い
い
も
の
を
さ
が
そ
う

そ
し
て
ね
う
ち
の
な
い
も
の
に
あ
く
せ
く
し
な
い
工
夫
を
し
よ
う
、

人
間
一
人
の
生
命
た
め
に
も

人
間
す
べ
て
の
生
き
が
ひ
の
た
め
に
も

な
く
て
よ
い
も
の
を
あ
へ
ぎ
も
と
め
る
の
は

な
ん
と
い
ふ
お
ろ
か
し
い
こ
と
で
あ
ら
う
か

（『
寂
寥
三
昧
』）

余
分
な
も
の
は
要
ら
な
い
、「
な
く
て
よ
い
も
の
を
あ
へ
ぎ
も
と
め
る
の
は
」「
お

ろ
か
し
い
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
七
月
、
加
島
祥
造
氏
が
一
篇
の
詩
集
『
求
め
な
い
』
を
出
版
し
た
。

売
り
出
し
よ
り
四
十
万
部
と
い
う
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
っ
た
。
題
名
の
由
来
は
そ

の
詩
作
の
多
く
が
「
求
め
な
い
―
」
で
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

求
め
な
い
―

す
る
と

簡
素
な
暮
し
に
な
る

求
め
な
い
―

す
る
と

い
ま
じ
ゅ
う
ぶ
ん
持
っ
て
い
る
と
気
づ
く

求
め
な
い
―

す
る
と

い
ま
持
っ
て
い
る
も
の
が

い
き
い
き
と
し
て
く
る

求
め
な
い
―

す
る
と

心
が
静
か
に
な
る

求
め
な
い
―

す
る
と

心
が
広
く
な
る

求
め
な
い
―

す
る
と

心
が
澄
ん
で
く
る



求
め
な
い
―

す
る
と

心
に
平
和
が
広
が
る

現
代
日
本
の
世
相
は
混
迷
し
て
い
る
。
些
細
な
こ
と
か
ら
言
い
争
い
に
な
り
、

殺
人
事
件
に
発
展
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
学
校
や
職
場
で
見
ら
れ
る
苛
め
。

そ
の
手
法
や
内
容
は
年
々
悪
質
、
陰
湿
に
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
弱
い
者
は
ど
ん

ど
ん
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
く
格
差
社
会
、
そ
し
て
先
進
国
中
で
は
最
多
の
年
間
三

万
人
に
も
上
る
自
殺
者
。
戦
後
日
本
の
矛
盾
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
い

た
感
が
あ
る
。

日
本
の
伝
統
の
中
に
長
く
、
深
く
い
き
づ
い
て
き
て
い
た

貧

の
思
想
、
求
め

な
い
―
す
る
と
…
」
と
あ
る
通
り
、
貧

の
中
か
ら
生
れ
出
づ
る
も
の
は
小
さ
く

な
い
。
も
う
一
度
、
プ
ラ
ス
文
化
ば
か
り
で
は
な
く
、
マ
イ
ナ
ス
の
文
化
を
じ
っ

く
り
と
見
据
え
て
、
再
出
発
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
き
い
も
の
を
追
い
求
め
る
よ
り
、
小
さ
い
も
の
に
目
を
向
け
よ
う
。
明
る
さ

を
追
い
か
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
暗
さ
の
中
の
美
を
見
付
け
よ
う
。
速
い
こ
と
ば

か
り
で
な
く
、
も
っ
と
遅
く
、
ゆ
っ
く
り
と
時
を
過
ご
そ
う
。
そ
し
て
富
に
の
み

邁
進
す
る
の
で
は
な
く
、
貧
の
中
の
充
足
し
た
倖
せ
を
味
わ
お
う
。
こ
う
し
た
日

本
の
深
い
伝
統
に
立
脚
し
て
こ
そ
、
現
代
の
可
能
性
は
拓
か
れ
て
ゆ
く
か
も
知
れ

な
い
。

私
が
環
境
日
本
学
を
提
言
す
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

（
注
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
か
つ
て
（
川
村
晃
生
、
浅
見
和
彦
）『
壊
れ
ゆ
く
景
観
―
消
え
て
ゆ

く
日
本
の
名
所
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
）
で
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

本
稿
は
二
〇
〇
八
年
九
月
二
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
・
コ
ル
マ
ー
ル
で

開
催
さ
れ
た
奈
良
絵
本
絵
巻
国
際
会
議
（
会
場C

orp
s

d
e

G
ard

e

）
で
報
告
し
た

も
の
を
も
と
に
加
筆
補
正
し
た
も
の
で
す
。

な
お
、
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
度
成
蹊
大
学
研
究
助
成
「
風
景
を
考
え
る
、
景
観

を
考
え
る
」
の
成
果
発
表
の
一
部
で
す
。

ま
た
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
度
、
武
蔵
野
市
寄
付
講
座
（
成
蹊
大
学
）「
美
し
か
っ

た
国
へ
」
で
お
こ
な
っ
た
講
義
「
日
本
の
風
土
と
景
観
│
環
境
日
本
学
事
始
」（
二

〇
一
〇
年
九
月
三
〇
日
、
二
〇
一
一
年
一
月
二
〇
日
）
と
内
容
が
一
部
重
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
同
講
座
録
を
御
覧
下
さ
い
。

一
〇



一
一

「

貧

」

の

文

化

伝

統

│
環
境
日
本
学
事
始

（
日
刊
建
設
工
業
新
聞

二
〇
〇
八
年
五
月
一
三
日
）




