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遁
世
文
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一

日
本
文
学
史
を
繙
く
と
、
中
世
に
つ
い
て
の
記
述
の
な
か
で
多
く
の
場
合
、「
隠
者
文
学
」
あ
る
い
は
「
隠
者
の
文
学
」
と
い
う
用
語
に

出
会
う
。
お
お
か
た
『
方
丈
記
』
や
『
徒
然
草
』
を
指
す
の
だ
が
、
少
し
時
代
範
囲
を
広
げ
れ
ば
平
安
末
期
の
西
行
の
和
歌
と
室
町
時
代
の

連
歌
の
一
部
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
「
隠
者
文
学
」
と
い
う
語
で
も
、
文
学
史
記
述
の
既
成
概
念
と
し
て
の
和
歌

文
学
・
物
語
文
学
・
説
話
文
学
な
ど
と
、
や
や
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
後
者
は
ジ
ャ
ン
ル
別
の
呼
称
で
、
文
学
様
式
の
一
定
の
客
観

的
な
分
類
基
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
隠
者
文
学
」
は
文
学
の
作
り
手
に
ち
な
む
名
称
の

規
定
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
貴
族
文
学
、
女
流
文
学
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
問
題
は
、
隠
者
と
い
う
の
は
貴

族
や
女
流
（
女
性
）
の
よ
う
な
、
一
つ
の
社
会
的
階
層
を
成
す
ほ
ど
の
一
般
性
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
隠
者
は
む
し
ろ
少
数
の
特

殊
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
性
を
さ
ら
に
増
し
た
の
は
、
隠
者
そ
の
も
の
を
ど
う
定
義
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

隠
者
と
は
ど
う
い
う
人
の
こ
と
か
に
つ
い
て
も
、
時
代
・
社
会
・
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
理
解
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を

も
っ
て
文
学
史
の
用
語
を
規
定
す
る
場
合
、
最
初
か
ら
不
安
定
な
要
素
を
伴
う
概
念
し
か
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。

隠
者
文
学
が
固
有
名
称
ら
し
き
も
の
と
し
て
文
学
研
究
に
最
も
早
く
用
い
ら
れ
た
の
は
、
折
口
信
夫
「
女
房
文
学
か
ら
隠
者
文
学
へ
）
（
（

」
だ

と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
折
口
信
夫
全
集
』
第
七
巻
「
日
本
文
学
発
想
法
の
一
面
─
俳
諧
文
学
と
隠
者
文
学
」（『
岩
波
講
座
日
本
文
学
』
一

九
三
二
年
初
出
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
折
口
の
文
学
論
に
度
々
見
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
隠
者
文
学
」
と
い
う
用
語
は
そ

の
後
、
文
学
史
の
叙
述
）
（
（

や
中
世
文
学
研
究
）
（
（

の
上
に
お
い
て
普
通
に
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
用
語
の
有
効
性
に
つ
い
て



2序論　なぜ遁世文学なのか3 序論　なぜ遁世文学なのか

と
い
う
の
は
、
ま
ず
隠
者
と
称
し
て
も
、
あ
く
ま
で
相
対
的
な
呼
称
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
著
述
活
動
と
は
必
ず
し
も
背
反
す
る
関
係
に
は

な
い
。
最
古
の
隠
者
を
生
み
出
し
た
中
国
の
古
い
例
を
み
る
と
、
隠
者
に
と
っ
て
文
学
的
活
動
は
不
必
要
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
精
神
的
自
由

を
養
う
た
め
の
重
要
な
方
途
だ
っ
た
の
で
あ
る
）
（
（

。
文
学
文
芸
に
携
わ
る
こ
と
は
隠
者
生
活
の
大
事
な
構
成
要
素
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
で
は
、
長
明
を
真
の
隠
者
と
見
て
、『
方
丈
記
』
を
真
の
隠
者
文
学
と
呼
ぶ
に
は
何
ら
不
都
合
は
な
い
。

ま
た
、
仏
教
的
遁
世
と
文
芸
的
営
為
の
不
調
和
性
と
い
う
の
は
、
そ
の
核
心
が
仏
教
と
文
学
の
不
調
和
性
に
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

仏
教
は
出
世
間
を
目
指
す
が
、
文
学
は
世
間
に
深
く
関
わ
る
ゆ
え
、
両
者
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
直
線
的

図
式
的
な
考
え
と
し
て
疑
問
視
さ
れ
か
ね
な
い
）
（
（

。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
仏
教
の
経
典
に
は
人
間
臭
を
放
つ
説
話
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
説
話
を
文
学
と
見
な
さ
な
い
と
し
な
い
限
り
、
仏
教
と
文
学
の
不
調
和
性
を
主
張
す
る
に
も
根
拠
が
弱
い
。

で
は
『
方
丈
記
』
に
関
し
て
、
隠
者
文
学
と
呼
ば
れ
る
妥
当
性
や
仏
教
的
遁
世
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
長
明
と
さ
ほ
ど

変
わ
ら
な
い
生
活
を
送
る
遁
世
者
た
ち
を
多
く
採
録
し
た
『
発
心
集
』『
沙
石
集
』『
閑
居
友
』
な
ど
も
隠
者
文
学
と
称
し
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
実
際
そ
う
は
い
か
な
い
よ
う
で
、
隠
者
文
学
と
い
う
用
語
の
適
用
性
に
つ
い
て
、
先
学
が
す
で
に
問
題
視
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
巻
一
四
号
「
特
集
隠
者
た
ち
」（
学
燈
社
、
一
九
七
四
年
十
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
木
藤
才

蔵
「
隠
者
文
学
の
成
立
」
に
お
い
て
、「
隠
者
の
内
容
が
研
究
家
に
よ
っ
て
食
い
違
っ
て
い
る
た
め
、
隠
者
文
学
の
指
し
示
す
範
囲
も
必
ず

し
も
明
確
で
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
た
上
、
仮
に
広
義
に
用
い
て
、
遁
世
者
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
文
学
の
す
べ
て
を
隠
者
文
学
と
解
す
る
立

場
に
立
て
ば
、
中
世
文
学
の
大
半
は
こ
れ
に
属
す
る
が
、「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
遁
世
者
の
文
学
と
い
う
の
な
ら
と
に
か
く
、
隠
者

文
学
と
い
う
場
合
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
ふ
つ
ご
う
な
点
が
出
て
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
ま
さ
に
本
書
の
問
題
提
起

に
も
関
わ
っ
て
く
る
。

な
お
、
隠
者
文
学
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
三
木
紀
人
は
、
中
世
文
学
研
究
史
の
あ
る
段
階
で
は
ま
だ
折
口
信
夫
の
独
自
の
用
語
と
し
て
、

即
ち
非
常
に
特
殊
な
個
性
的
な
扱
い
方
と
し
て
登
録
さ
れ
た
言
葉
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
市
民
権
を
持
つ
に
至
っ
て
、
何
と
な
く
あ
い
ま
い
に
、

は
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
か
ら
い
く
つ
か
の
疑
問
を
提
起
さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
、
隠
者
文
学
と
い
う
名
称
が
内
包
す
る
矛
盾
に
つ
い
て
、
古
く
は
仁
戸
田
六
三
郎
『
日
本
の
隠
者
』（
新
潮
社
、
一
九
五
九
年
）
に
お

い
て
、「
あ
る
意
味
で
は
何
か
書
き
残
し
て
後
世
に
隠
者
た
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
彼
ら
が
完
全
な
隠
者
で
は
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
」
と
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
見
方
は
一
九
七
〇
年
代
の
隠
者
文
学
研
究
ブ
ー
ム
の
際
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
学
燈

社
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
の
特
集
号
「
隠
者
た
ち
─
脱
出
と
漂
泊
」（
一
九
七
四
年
十
二
月
）
の
巻
頭
文
の
唐
木
順
三
「
隠
者
に
つ

い
て
云
々
す
る
こ
と
の
む
づ
か
し
さ
」
で
は
、「
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
隠
者
、
隠
者
プ
ロ
パ
ー
と
い
ふ
も
の
は
、
我
々
に
と
つ
て
は
有
っ

て
無
き
に
等
し
く
、
書
き
現
は
す
こ
と
が
何
も
な
い
と
い
ふ
こ
と
」、「
真
の
隠
者
は
語
る
べ
き
何
物
も
残
し
て
ゐ
ず
、
従
つ
て
語
り
え
な

い
」
と
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
⑥
『
中
世
の
隠
者
文
学
』（
学
生
社
、
一
九
七
六
年
）
に
お
い
て
、
一
つ
の
論
題
と

し
て
「
隠
者
は
何
の
た
め
に
書
く
の
か
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
も
同
趣
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
も
隠
者
と
著
述
活
動
の
両
立
不
可
能
性
を

問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
や
や
「
隠
者
」
の
語
義
を
固
定
的
に
捉
え
す
ぎ
た
感
が
あ
り
、
隠
者
文
学
へ
の
関
心
自
体

が
薄
れ
た
今
日
で
は
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、
具
体
的
な
作
品
研
究
に
お
い
て
は
ま
だ
そ
の
残
影
が
揺
曳
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
隠
者
文
学
の
概
念
構
成
に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
内
容
面
か
ら
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
隠
者
文
学
の
代
表
と
も
さ
れ
る
『
方
丈

記
』
に
つ
い
て
は
、
作
者
鴨
長
明
の
隠
遁
行
為
に
思
想
上
の
自
家
撞
着
が
あ
る
と
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
方
丈
記
』
の
末

尾
に
綴
ら
れ
た
内
省
の
言
葉
を
受
け
て
、
長
明
の
思
想
の
矛
盾
性
を
発
見
し
批
判
す
る
よ
う
な
見
方
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
『
方
丈
記
』
研

究
で
は
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
隠
遁
の
身
で
文
芸
に
携
わ
る
こ
と
に
根
本
的
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
視
角
か
ら
作
品
を
理
解
し
、
伊
藤

博
之
『
隠
遁
の
文
学　

妄
念
と
覚
醒
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
）
で
『
方
丈
記
』
を
「
妄
念
の
文
学
」
と
定
位
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
よ
う
な
隠
者
文
学
や
『
方
丈
記
』
鴨
長
明
に
対
す
る
批
評
の
根
底
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

一
つ
は
隠
者
と
著
述
と
の
背
反
性
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
は
仏
教
的
隠
遁
（
原
文
に
従
え
ば
「
遁
世
）
（
（

」）
と
文
芸
的
営
為
の
不
調
和
性
に
つ
い

て
で
あ
る
。
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隠
者
は
隠
遁
を
実
践
す
る
生
活
者
で
あ
る
。
隠
者
と
関
連
を
持
つ
用
語
の
中
で
、
隠
遁
・
隠
逸
・
隠
棲
は
意
味
的
に
大
同
小
異
の
関
係
で
、

朝
廷
に
仕
え
ず
民
間
な
い
し
山
野
に
隠
れ
住
む
点
で
共
通
す
る
）
（
（

。
だ
か
ら
文
脈
に
よ
り
互
い
に
置
き
換
え
て
も
と
く
に
差
し
支
え
な
い
の
で

あ
る
。
隠
者
が
書
物
に
登
場
す
る
最
初
は
『
論
語
』
微
子
篇
で
あ
り
、
ま
た
史
伝
と
し
て
は
『
史
記
』
に
「
伯
夷
叔
斉
列
伝
」
な
ど
の
よ
う

な
隠
者
の
伝
記
も
す
で
に
あ
っ
た
が
、
正
史
に
隠
者
の
列
伝
部
門
が
設
け
ら
れ
た
嚆
矢
は
『
後
漢
書
』「
逸
民
伝
」
で
あ
る
。
以
後
、
皇
甫

謐
『
高
士
伝
』
な
ど
の
伝
記
作
品
も
現
わ
れ
、『
芸
文
類
聚
』
巻
三
十
六
に
「
隠
逸
上
下
」
の
部
門
が
立
て
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
中
国
の
隠

者
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
隠
遁
の
動
機
や
隠
者
生
活
の
内
容
、
隠
者
を
支
え
る
思
想
系
統
な
ど
を
細
か
く
追
及
す
る
と

多
岐
に
亘
る
が
、
自
由
自
適
を
求
め
て
山
水
林
野
と
い
う
自
然
の
中
で
清
貧
孤
独
な
生
活
を
送
る
様
式
が
常
に
中
心
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ

が
隠
者
自
身
あ
る
い
は
他
人
の
手
に
よ
っ
て
詩
文
に
記
さ
れ
、
中
国
文
学
に
お
け
る
隠
者
像
は
早
く
も
六
朝
時
代
に
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
日
本
で
は
、
奈
良
後
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
王
朝
貴
族
が
『
文
選
』『
世
説
新
語
』
な
ど
の
六
朝
文
学
を

通
し
て
、
陶
淵
明
や
竹
林
七
賢
な
ど
の
隠
者
生
活
、
そ
し
て
「
大
隠
隠
朝
市
」
な
ど
の
隠
逸
思
想
に
憧
れ
を
持
っ
た
こ
と
は
、『
懐
風
藻
』

お
よ
び
後
続
の
勅
撰
漢
詩
文
集
『
凌
雲
集
』『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』
の
作
品
か
ら
よ
く
窺
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
（
（

。
後
の
白
楽
天
詩

文
の
伝
来
は
、
貴
族
文
人
の
間
の
隠
逸
憧
憬
に
拍
車
を
か
け
た
よ
う
に
、
白
氏
の
「
中
隠
」
生
活
の
模
倣
と
も
い
え
る
漢
詩
文
が
平
安
後
期

ま
で
多
く
作
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
に
お
い
て
は
、
漢
詩
文
で
描
写
さ
れ
る
よ
う
な
隠
遁
へ
の
憧
れ
が
残
り
つ
つ
も
、「
隠
者
」
は
一

般
化
し
た
言
葉
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
孤
独
な
草
庵
生
活
を
送
る
長
明
、
兼
好
ら
の
人
々
は
、
自
他
と
も
に
「
遁
世
者
」
と
呼
ん
で
い
た
と

見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
隠
者
文
学
は
正
確
に
は
遁
世
者
文
学
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
）
（
（

。

で
は
、
遁
世
そ
し
て
遁
世
者
は
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
遁
世
と
い
う
語
は
単
純
に
は
世
間
を

遁
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
も
と
も
と
隠
遁
と
さ
ほ
ど
の
差
は
な
い
。
日
本
で
も
中
世
以
前
は
隠
遁
の
意
味
で
使
わ
れ
た
例
が
あ
る
。『
経
国

集
』
所
収
の
嵯
峨
上
皇
の
詩
に
は
、「
遁
世
明
皇
出
帝
畿
」（
巻
十
「
和
藤
是
雄
舊
宮
美
人
入
道
詞
」）
や
、「
遁
世
詩
情
放
隠
淪
」（
巻
十
三
「
除

夜
」）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
法
と
中
世
的
遁
世
と
の
最
大
の
違
い
は
、
後
者
が
「
仏
教
的
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
（（
（

。
つ

慣
用
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
前
掲
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
⑥
、
一
七
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
曖
昧
性
ゆ

え
に
文
学
研
究
に
お
け
る
使
用
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
「
隠
者
文
学
」
と
い
う
用
語
の
持
つ
不
確
定
性
に
鑑
み

て
、
本
書
で
は
、「
隠
者
文
学
」
で
は
な
く
「
遁
世
文
学
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

二

も
っ
と
も
、『
方
丈
記
』『
徒
然
草
』
な
ど
の
作
者
が
隠
者
を
自
称
し
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
さ
ほ
ど
異
論
が
唱
え
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
隠
者
文
学
と
比
定
し
て
き
た
の
は
、
中
国
の
隠
逸
文
化
の
長
き
に
わ
た
る
影
響
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

従
来
の
隠
者
文
学
論
に
お
け
る
類
義
語
の
豊
富
さ
と
意
味
の
混
同
に
も
現
わ
れ
て
い
よ
う
。
た
と
え
ば
隠
者
の
「
隠
」
と
い
う
行
為
を
表
す

の
に
、
隠
遁
・
隠
逸
・
隠
棲
・
遁
世
・
出
家
な
ど
の
表
現
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
中
国
か
ら
伝
来
し
た
漢
語
で
あ
る
。
中
国
語
と
し
て
は
上
記

五
つ
の
類
義
語
の
う
ち
、
出
家
は
仏
教
的
色
合
い
の
濃
い
言
葉
で
他
の
四
語
と
明
ら
か
に
意
味
が
違
う
。
一
方
、
日
本
で
は
、
ま
さ
に
中
世

と
い
う
時
代
を
経
て
か
ら
、
出
家
遁
世
と
い
う
熟
語
が
で
き
た
よ
う
に
、
出
家
に
も
「
隠
遁
」
の
意
味
合
い
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
深
草
元
政
『
扶
桑
隠
逸
伝
』（
一
六
六
四
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
各
種
隠
逸
伝
か
ら
二
十
世
紀
の
中
頃
過
ぎ
に
盛

ん
に
な
っ
た
隠
者
文
学
研
究
ま
で
、
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
同
じ
範
疇
内
の
言
葉
と
し
て
細
別
せ
ず
大
雑
把
に
用
い
る
歴
史
は
久
し
い
。
そ
こ
に
は

編
者
や
論
者
個
人
に
よ
る
用
語
の
好
み
や
理
解
の
相
違
も
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
本
書
で
は
「
隠
者
文
学
」

を
見
直
し
、
そ
の
代
わ
り
に
「
遁
世
文
学
」
と
い
う
枠
組
み
の
構
築
を
試
み
る
の
で
、
ま
ず
は
用
語
表
現
の
適
確
性
と
客
観
性
を
期
し
て
、

鴨
長
明
や
兼
好
法
師
ら
の
こ
と
を
遁
世
者
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
文
化
の
水
脈
で
見
る
「
遁
世
」
は
極
め
て
複
雑
で
、
そ

の
語
義
形
成
に
中
国
の
隠
逸
文
化
と
中
世
の
仏
教
と
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
用
語
の

関
係
を
ま
ず
明
確
に
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
遁
世
者
は
隠
者
と
仏
者
（
出
家
者
）
と
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
区
別
す
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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遁
世
僧
の
よ
う
な
、
自
利
利
他
の
菩
薩
行
を
重
ん
じ
る
仏
者
と
は
明
白
に
一
線
を
画
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
入
道
に
も
な
お
、
在
家
の
者
と
遁

世
の
者
の
二
種
類
が
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
清
盛
と
長
明
・
兼
好
が
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
格
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
遁
世
者
と
仏
者
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
仏
者
の
中
に
お
い

て
、
遁
世
僧
と
遁
世
し
た
入
道
を
合
せ
て
「
遁
世
者
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

む
ろ
ん
、
入
道
に
よ
る
「
遁
世
」
と
い
っ
て
も
、
意
味
は
や
や
曖
昧
で
捉
え
に
く
い
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
と
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
山
林
や
市
井
に
身
を
潜
め
何
人
に
も
知
ら
れ
ず
孤
独
な
修
行
を
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
入
道
の
遁
世
者
は

仏
道
修
行
に
打
ち
込
ん
で
も
、
そ
の
先
に
自
己
の
往
生
を
目
的
と
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
点
は
他
者
救
済
に
も
慈
悲
の
眼
差
し
を
向
け
る
仏

者
と
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
（（
（

。
た
と
え
ば
、
長
明
は
遁
世
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
閑
居
友
』
の
作
者
証
月
房
慶
政
は
、
か
つ

て
は
『
方
丈
記
』
に
示
さ
れ
た
閑
居
生
活
に
憧
れ
て
遁
世
を
志
し
て
い
た
が
、
法
華
山
寺
建
立
や
渡
宋
な
ど
を
経
歴
す
る
間
、
護
法
弘
法
の

自
覚
が
強
ま
り
、
遁
世
者
・
隠
者
の
立
場
か
ら
徐
々
に
利
他
的
な
仏
者
へ
の
道
を
歩
む
方
向
に
転
じ
た
、
と
先
学
は
論
じ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
れ
は

慶
政
が
官
僧
出
身
の
遁
世
僧
で
、
再
び
他
者
救
済
を
心
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
一
方
の
長
明
は
日
野
山
中

の
孤
独
な
草
庵
生
活
で
仏
道
修
行
に
打
ち
込
み
、
浄
土
往
生
の
願
望
を
切
に
抱
い
て
い
る
の
に
、
や
は
り
後
世
か
ら
閑
居
を
楽
し
む
隠
者
と

目
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
隠
者
と
仏
者
（
遁
世
者
を
含
め
て
）
の
近
し
い
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
元
来
、
隠
遁
の

生
活
方
式
と
仏
道
修
行
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
互
い
に
プ
ラ
ス
に
な
る
存
在
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
仏
道
修

行
が
隠
者
生
活
の
飾
り
と
な
っ
た
り
、
逆
に
隠
者
的
生
活
が
仏
者
の
精
神
鍛
練
を
助
け
た
り
す
る
例
は
、
東
晋
の
慧
遠
を
中
心
と
す
る
盧
山

白
蓮
社
の
活
動
や
禅
浄
双
修
と
い
わ
れ
る
白
楽
天
、
更
に
は
出
家
前
の
慶
滋
保
胤
に
も
見
ら
れ
る
が
、
中
世
の
遁
世
者
に
な
る
と
、
往
生
を

願
う
あ
ま
り
、
そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
修
行
を
生
活
の
主
目
的
と
す
る
積
極
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
伝
統
的
な
隠
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
だ
い
ぶ

削
が
れ
た
こ
と
も
否
め
な
い
と
思
う
。

総
じ
て
遁
世
者
が
隠
者
と
仏
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
遁
世
者
＝
隠
者
＝
仏
者
と
い
う
等
式
は
必
ず
し

ま
り
、
中
世
の
遁
世
者
は
、
ま
ず
出
家
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
遁
世
者
を
出
家
し
た
仏
者
と
完
全
同
一
の
概

念
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
法
を
崇
め
生
死
の
輪
廻
か
ら
の
脱
出
を
目
指
し
て
精
進
修
行
す
る
点
か
ら
い
う
と
、
遁
世

者
は
確
か
に
仏
者
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
の
特
殊
な
社
会
事
情
に
よ
り
、
仏
者
と
い
っ
た
階
層
の
構
成
が
か
な
り
複
雑
に
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
仏
法
に
帰
依
し
仏
道
修
行
に
携
わ
る
者
に
は
、
官
僧
・
遁
世
僧
・
入
道
の
三
種
類
の
人
間
が
存
在
し
た

の
で
あ
る
。
以
下
、
主
に
松
尾
剛
次
『
鎌
倉
新
仏
教
の
誕
生
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
年
）
と
大
隅
和
雄
「
遁
世
に
つ
い
て
」（『
北

海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
十
三
巻
二
号
、
一
九
六
五
年
一
月
）
に
依
拠
し
な
が
ら
、
三
種
の
仏
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

官
僧
と
は
、
東
大
寺
戒
壇
を
は
じ
め
と
す
る
四
つ
の
国
立
戒
壇
）
（（
（

で
の
授
戒
を
経
て
一
人
前
と
な
っ
た
僧
侶
（
尼
僧
も
含
む
）
で
あ
る
。
官

僧
は
一
般
的
に
、
寺
院
に
止
住
し
、
朝
廷
の
公
請
を
受
け
れ
ば
国
家
的
法
会
に
参
加
し
、
貴
族
ら
の
私
請
を
受
け
れ
ば
個
人
の
た
め
に
加
持

祈
祷
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
中
世
に
入
っ
て
、
官
僧
世
界
の
俗
化
が
進
む
中
、
元
々
住
ん
で
い
た
寺
か
ら
離
れ
、
官
僧
の
身
分
を
返
上
す
る

僧
侶
が
現
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
遁
世
僧
で
あ
る
。
遁
世
僧
の
場
合
、
在
俗
か
ら
出
家
し
て
一
旦
入
っ
た
寺
院
を
、
さ
ら
に
捨
て
る
と
い
う
再

出
家
）
（（
（

の
こ
と
を
「
遁
世
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
遁
世
僧
は
決
し
て
世
間
と
隔
絶
し
た
孤
独
な
修
行
生
活
に
入
る
わ
け
で
は
な
い
。
遁
世
僧

た
ち
は
別
所
と
い
う
と
こ
ろ
に
集
ま
り
、
共
同
修
行
生
活
を
営
む
な
ど
し
て
、
社
会
的
救
済
事
業
に
も
励
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、

天
皇
を
代
表
と
す
る
国
家
の
た
め
か
、
ま
た
は
社
会
の
底
辺
に
暮
ら
す
庶
民
の
た
め
か
と
い
う
相
違
こ
そ
あ
れ
、
官
僧
と
遁
世
僧
は
、
己
が

解
脱
の
た
め
に
修
行
す
る
と
同
時
に
、
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
の
弘
法
に
も
努
め
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

官
僧
と
遁
世
僧
に
見
出
せ
る
こ
の
共
通
点
は
、
ま
さ
し
く
入
道
と
区
別
す
る
一
つ
の
指
標
で
あ
る
。
大
隅
和
雄
に
よ
れ
ば
、
入
道
は
本
来

出
家
と
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、「
中
世
以
降
、
一
旦
俗
世
間
で
活
動
し
た
人
が
出
家
し
た
場
合
、
世
俗
の
生
活
を
経
ず
に
出
家
し
た
僧
侶
と

区
別
し
て
」（『
国
史
大
辞
典
』）
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
本
書
で
取
り
上
げ
る
予
定
の
『
方
丈
記
』

の
作
者
長
明
や
『
徒
然
草
』
の
作
者
兼
好
は
入
道
の
部
類
に
入
る
。
こ
の
両
人
は
お
よ
そ
『
平
家
物
語
』
で
入
道
と
称
さ
れ
る
平
清
盛
と
同

じ
性
格
の
仏
者
で
、
彼
ら
の
仏
道
修
行
が
も
っ
ぱ
ら
己
一
人
の
往
生
を
念
じ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
見
た
官
僧
・



8序論　なぜ遁世文学なのか9 序論　なぜ遁世文学なのか

文
学
」
を
題
に
掲
げ
て
、
諸
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
遁
世
の
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
。

ま
た
、
本
書
の
考
察
は
、
方
法
論
的
に
は
廣
田
哲
通
『
中
世
仏
教
説
話
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
七
年
）
と
渡
辺
貞
麿
『
仏
教
文
学
の

周
縁
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
両
書
は
い
ず
れ
も
仏
教
と
文
学
の
関
わ
り
の
追
求
を
主
軸
と
し
て
展
開
さ

れ
た
研
究
で
あ
る
。
と
く
に
廣
田
書
の
第
一
章
第
一
節
「
仏
教
文
学
研
究
の
方
法
私
見
」
に
お
い
て
、
仏
教
文
学
研
究
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
局

面
に
お
け
る
仏
教
と
文
学
の
緊
張
関
係
の
実
態
を
検
証
す
る
こ
と
を
企
図
す
べ
き
で
あ
る
」、
ま
た
説
話
が
「
原
質
的
な
性
格
を
有
し
て
お

り
、
そ
れ
だ
け
、
他
の
文
体
、
思
想
、
内
容
と
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
く
傾
向
を
も
っ
て
」
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
、
お

よ
び
渡
辺
書
に
お
け
る
「
教
理
の
文
学
化
」
の
指
摘
か
ら
多
大
な
示
唆
を
受
け
て
、
本
書
は
「
遁
世
文
学
」
を
一
つ
の
経
路
と
し
て
、
仏
教

ひ
い
て
は
思
想
と
文
学
と
の
関
係
解
明
に
挑
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
遁
世
の
目
的
は
ど
の
辺
に
あ
る
の
か
、
遁
世
者
像
は

如
何
な
る
も
の
か
、
中
世
的
遁
世
観
は
ど
う
で
あ
る
の
か
、
そ
の
思
想
的
土
台
と
な
っ
た
も
の
は
な
に
か
、
と
い
う
一
連
の
問
い
に
答
え
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
、
複
数
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
共
通
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
遁
世
文

学
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
作
者
の
思
想
構
造
と
表
現
世
界
と
の
関
連
の
探
究
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

結
論
を
先
取
り
し
て
提
示
す
る
と
、
中
世
の
遁
世
者
は
す
べ
て
「
澄
心
（
心
を
澄
ま
す
）」
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
大
概
の
遁
世
者
に
は
極
楽
往
生
と
い
う
目
的
が
あ
る
。
往
生
の
前
提
は
臨
終
正
念
で
あ
り
、
正
念
の
た
め
に
は
心
を
澄
ま
す
の
が
重
要

で
あ
っ
た
。
世
を
遁
れ
て
如
何
に
し
て
心
を
澄
ま
す
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
遁
世
者
た
ち
に
と
っ
て
肝
心
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

儒
教
・
仏
教
・
老
荘
思
想
な
ど
様
々
な
思
想
体
系
の
中
に
己
の
信
念
と
行
動
を
支
え
る
根
拠
を
求
め
つ
つ
、
僻
地
へ
出
奔
す
る
者
、
深
山
に

閑
居
す
る
者
、
市
井
で
佯
狂
す
る
者
、
数
奇
に
耽
溺
す
る
者
が
現
わ
れ
、
遁
世
文
学
を
か
つ
て
な
い
ほ
ど
豊
か
に
彩
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四

本
書
は
四
編
か
ら
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
論
各
編
の
内
容
を
簡
単
に
提
示
し
て
お
く
。

も
成
立
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
独
特
な
性
格
を
有
し
て
い
る
遁
世
者
が
、
中
世
の
文
学
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
人
物
像
に
造
形
さ
れ
て

い
る
の
か
が
本
書
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
。

三

キ
ー
ワ
ー
ド
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
右
記
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
た
め
、
本
書
に
お
い
て
は
「
隠
者
文
学
」
で
は
な
く
、「
遁
世
文
学
」
と
い

う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。「
遁
世
文
学
」
と
い
う
概
念
に
は
、
当
然
「
遁
世
者
文
学
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
遁
世
者
が
作
っ

た
文
学
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
や
す
い
「
遁
世
者
文
学
」
に
比
べ
る
と
、「
遁
世
文
学
」
は
作
者
に
対
す
る
限
定
か
ら
比
較
的
自
由
で
あ
り
、

よ
り
広
い
外
延
を
有
し
て
い
る
た
め
、
成
立
背
景
の
多
様
的
な
作
品
を
考
察
の
視
野
に
入
れ
る
本
書
に
は
相
応
し
い
表
現
な
の
で
あ
る
。

本
書
の
主
な
研
究
対
象
と
な
る
の
は
、『
方
丈
記
』『
発
心
集
』『
沙
石
集
』『
徒
然
草
』『
閑
居
友
』『
撰
集
抄
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

作
品
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
挙
げ
る
と
、
三
点
あ
る
。
一
、
作
者
自
身
が
遁
世
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
二
、

ど
の
作
品
も
遁
世
者
の
生
き
方
を
記
述
し
、
文
学
的
完
成
度
の
高
い
遁
世
者
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
三
、
作
者
が
遁
世
の
あ
り
方
や
遁
世

者
の
あ
る
べ
き
姿
勢
に
つ
い
て
深
く
思
索
し
、
自
ら
の
確
乎
た
る
遁
世
観
を
持
っ
て
い
る
。

右
記
の
諸
作
品
に
は
、「
記
」
の
文
体
で
書
か
れ
た
『
方
丈
記
』
や
随
筆
集
と
さ
れ
る
『
徒
然
草
』
も
あ
れ
ば
、
仏
教
説
話
の
類
い
も
あ

る
。
た
だ
、
た
と
え
ば
随
筆
と
仏
教
説
話
と
の
間
に
は
、
ジ
ャ
ン
ル
が
異
な
り
な
が
ら
も
、
親
縁
性
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。
こ

れ
ら
の
作
品
を
「
遁
世
文
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
分
け
の
壁
を
突
き
破
っ
て
、
比
較
研
究
を
行
う
た
め
の
よ
り
広
い
空
間

が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、
文
学
史
上
伝
統
あ
る
「
隠
者
文
学
」
の
概
念
を
踏
襲
す
れ
ば
、
同
語
が
本
書
の
研
究
対
象
の
す

べ
て
を
規
定
し
き
れ
な
い
（『
沙
石
集
』
な
ど
の
場
合
）
ば
か
り
で
な
く
、
従
来
、
典
型
的
な
隠
者
文
学
と
さ
れ
て
き
た
『
方
丈
記
』『
徒
然

草
』
が
表
現
す
る
遁
世
の
意
味
に
齟
齬
が
生
じ
る
な
ど
の
問
題
を
免
れ
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
隠
者
文
学
」
と
い
う
命
名
の
限
界
が
露
呈

す
る
と
と
も
に
、「
遁
世
」
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
捉
え
方
の
曖
昧
さ
も
考
察
の
行
方
を
阻
む
こ
と
と
な
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
本
書
は
「
遁
世
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注（
1
）	

同
論
文
は
一
九
二
七
年
に
初
出
、『
隠
岐
本
新
古
今
和
歌
集
』（
岡
書
院
）
の
巻
首
に
置
か
れ
た
が
、
後
に
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻
（
中
央
公
論
社
、
一

九
六
五
年
）
に
再
録
。

（
2
）	

久
松
潜
一
・
市
古
貞
次
編
『
新
版
日
本
文
学
史
3　

中
世
』（
至
文
堂
、
一
九
七
三
年
）、
加
藤
周
一
『
日
本
文
学
史
序
説
上
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
）、

久
保
田
淳
・
北
川
忠
彦
編
『
日
本
文
学
史
3　

中
世
の
文
学
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
な
ど
。

（
3
）	

桜
井
好
朗
『
隠
者
の
風
貌
』（
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
）、
石
田
吉
貞
『
隠
者
の
文
学
』（
塙
新
書
、
一
九
六
九
年
）、
伊
藤
博
之
『
隠
遁
の
文
学　

妄
念
と
覚

醒
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
）、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
⑥
『
中
世
の
隠
者
文
学
』（
学
生
社
、
一
九
七
六
年
）、
広
畑
譲
『
中
世
隠
者
文
芸
の
系
譜
』

（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）	「
遁
世
」
は
本
書
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
扱
う
研
究
対
象
の
文
献
に
現
わ
れ
て
い
る
用
語
で
あ
る
。
中
世
に
い
た
る
と
、
こ
の
語
に
は
す
で
に
仏
教
的

行
為
と
い
う
意
味
合
い
が
付
随
し
て
い
る
た
め
、
本
来
な
ら
「
仏
教
的
」
と
い
う
限
定
語
が
必
要
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
『
方
丈
記
』
批
判

に
倣
い
、
仏
教
と
文
芸
の
関
係
に
ズ
ー
ム
イ
ン
す
る
た
め
に
あ
え
て
限
定
を
加
え
る
。

（
5
）	

前
掲
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
⑥
の
討
論
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
の
隠
遁
者
は
ま
ず
も
の
を
書
く
か
書
か
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
格
高

潔
な
人
と
し
て
一
般
的
に
尊
敬
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
生
活
の
な
か
で
は
自
由
に
筆
を
振
る
っ
て
詩
文
や
随
筆
、
さ
ら
に
は
伝
記
小
説
の
制
作
に
打

ち
込
む
人
さ
え
い
た
。
文
筆
活
動
は
む
し
ろ
隠
遁
者
の
高
い
教
養
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
隠
遁
生
活
を
構
成
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
）	

渡
辺
貞
麿
『
仏
教
文
学
の
周
縁
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
）
所
収
の
「
物
語
精
神
と
仏
教
と
の
関
連
」
は
、「
物
語
精
神
」
と
「
仏
教
」
を
相
容
れ
な
い

も
の
と
し
て
扱
い
相
反
す
る
命
題
と
捉
え
る
従
来
の
見
方
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
氏
の
い
う
「
物
語
精
神
」
も
本
質
的
に
は
文
芸
精
神
、
文
学
と
同
一
概

念
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

（
7
）	

た
だ
、
言
葉
の
用
法
史
に
お
い
て
や
は
り
微
妙
な
違
い
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
隠
逸
の
一
語
を
見
て
も
、
神
楽
岡
昌
俊
『
中
国
に
お
け
る
隠
逸
思

想
の
研
究
』（
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
と
、『
論
語
』
の
時
代
か
ら
魏
晋
ま
で
は
、
隠
逸
は
隠
と
逸
と
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
隠
は
道
家
的
色

彩
が
強
く
、
逸
は
儒
家
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
『
後
漢
書
』「
逸
民
伝
」
は
、
儒
家
思
想
に
よ
る
名
節
重
視
の
背
景
が
顕
著
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
六
朝
以
降
、
老
荘
思
想
の
流
行
が
そ
れ
ま
で
の
儒
家
的
価
値
観
を
大
き
く
変
え
る
に
従
い
、
隠
逸
は
一
つ
の
概
念
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

隠
と
逸
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

第
一
編
で
は
『
方
丈
記
』
を
は
じ
め
、
鴨
長
明
が
著
わ
し
た
作
品
に
お
い
て
、
遁
世
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
遁
世
者
が
ど
の
よ
う
な

人
物
像
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
一
・
二
章
は
『
方
丈
記
』
論
で
、
遁
世
者
と
し
て
の
長
明
の
自
画
像
を
解
析
す

る
も
の
で
あ
る
。
第
三
章
は
そ
の
歌
論
書
『
無
名
抄
』
と
仏
教
説
話
集
『
発
心
集
』
を
考
察
し
、
両
書
に
描
か
れ
た
様
々
な
遁
世
者
像
か
ら
、

長
明
の
遁
世
一
般
に
対
す
る
思
索
を
読
み
取
り
た
い
。
自
己
の
遁
世
生
活
へ
の
視
線
と
他
の
遁
世
者
へ
の
関
心
・
観
察
、
対
自
と
対
他
の
二

面
か
ら
長
明
の
遁
世
観
に
迫
っ
て
み
た
い
。

第
二
編
は
『
沙
石
集
』
を
中
心
に
、
作
者
無
住
道
暁
の
思
想
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
遁
世
者
の
自
覚
を
持
ち
、

遁
世
の
在
り
方
に
対
し
て
、
妥
協
せ
ぬ
自
説
を
持
っ
て
い
た
無
住
の
遁
世
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
形
成
に
あ
ず
か
っ
た

思
想
的
な
契
機
は
何
か
。
こ
れ
に
よ
り
、
無
住
に
お
け
る
当
代
の
遁
世
へ
の
批
判
、
本
地
垂
迹
思
想
を
構
築
す
る
論
理
、
お
よ
び
唐
宋
の
禅

仏
教
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
三
編
は
『
徒
然
草
』
論
で
あ
る
。
作
者
兼
好
の
遁
世
論
に
も
、
儒
仏
老
荘
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
老
荘

思
想
の
典
籍
、
禅
宗
灯
史
の
『
景
徳
伝
灯
録
』、
乱
世
の
書
と
し
て
の
『
世
説
新
語
』
な
ど
と
の
関
係
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
如
何

に
し
て
兼
好
の
精
神
世
界
を
充
実
さ
せ
た
か
を
考
え
る
。

第
四
編
は
中
世
に
お
け
る
遁
世
者
像
を
総
合
的
か
つ
立
体
的
に
把
握
す
べ
く
、
複
数
の
仏
教
説
話
を
対
象
と
し
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

『
発
心
集
』『
沙
石
集
』
の
ほ
か
、
慶
政
『
閑
居
友
』
と
西
行
仮
託
『
撰
集
抄
』
も
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
に
描
か
れ
た
遁
世
者
を
横

断
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
人
が
持
っ
て
い
た
遁
世
者
の
平
均
像
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。
中
世
的
な
遁
世
者
像
の
特
徴
と
し
て

は
、
閑
居
ま
た
は
逐
電
の
生
活
形
態
、
隠
徳
や
佯
狂
の
実
践
、
往
生
と
い
う
目
的
意
識
の
保
持
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
遁
世
者

像
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
考
え
る
の
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
中
世
的
な
遁
世
が
後
世
の
人
に
は
ど
の
よ
う
に

受
け
取
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
角
度
か
ら
、
近
世
の
文
人
僧
深
草
元
政
が
撰
し
た
『
扶
桑
隠
逸
伝
』
に
つ
い
て
の
考
察
も
加
え
、
同
書
が
中

世
的
な
遁
世
者
像
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
次
第
に
近
世
的
な
「
遁
世
文
学
」
と
な
っ
て
い
く
こ
と
も
確
認
す
る
。
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（
8
）	

拙
稿
「
早
期
日
本
漢
詩
文
に
み
る
隠
逸
憧
憬
」（
中
国
語
、
北
京
・
対
外
経
済
貿
易
大
学
『
日
語
学
習
と
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
四
期
号
）
で
や
や
詳
し
い

考
察
を
し
た
。

（
9
）	
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
⑥
『
中
世
の
隠
者
文
学
』
一
三
～
一
四
頁
、
伊
藤
博
之
の
発
言
に
よ
る
。

（
10
）	

遁
世
の
語
義
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
小
林
昇
『
中
国
・
日
本
に
お
け
る
歴
史
観
と
隠
逸
思
想
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
三
年
）、
五
「
遁
世
と
遁
世

者
」
に
詳
論
が
あ
り
参
考
に
な
る
。
本
書
で
は
第
四
編
第
一
章
に
要
約
し
て
あ
る
。

（
11
）	

七
五
五
年
に
作
ら
れ
た
日
本
最
初
の
国
立
戒
壇
で
あ
る
東
大
寺
戒
壇
と
下
野
薬
師
寺
戒
壇
（
七
六
一
年
）、
筑
紫
観
世
音
寺
戒
壇
（
同
前
）
は
通
称
、
南
都

戒
壇
。
こ
れ
に
対
し
、
最
澄
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
延
暦
寺
戒
壇
（
八
二
二
年
以
降
）
は
北
嶺
戒
壇
と
称
さ
れ
る
。

（
12
）	

僧
侶
が
解
脱
の
世
界
へ
の
精
神
集
中
を
求
め
て
所
属
の
寺
院
か
ら
抜
け
だ
し
て
遁
世
す
る
行
為
を
、
二
重
出
家
・
再
出
家
と
捉
え
る
大
隅
和
雄
「
遁
世
に
つ

い
て
」
は
、
中
世
日
本
の
遁
世
の
特
質
を
際
立
た
せ
た
比
較
的
早
い
研
究
で
あ
る
。
こ
の
類
の
遁
世
は
、
後
に
二
重
出
家
・
再
出
家
な
い
し
再
遁
世
な
ど
、

研
究
者
の
間
で
も
区
々
な
呼
び
方
を
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
「
再
出
家
」
で
統
一
す
る
。

（
13
）	

こ
の
点
は
世
俗
的
倫
理
観
の
独
善
・
兼
済
思
想
と
引
き
合
わ
せ
て
考
え
る
と
興
味
深
い
。
大
曽
根
章
介
「「
兼
済
」
と
「
独
善
」
─
隠
逸
思
想
の
一
考
察
─
」

（『
大
曽
根
章
介
日
本
漢
文
学
論
集
』
第
一
巻
所
収
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
、
伝
源
信
作
『
観
心
略
要
集
』
よ
り
「
然
而
志
深
二
弘
闡
一、
思

切
二
兼
済
一
」
な
ど
が
引
か
れ
「
源
信
は
衆
生
の
済
度
、
即
ち
精
神
的
な
救
済
を
「
兼
済
」
の
語
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
来
世
の
往
生
を
説
く
仏
教
と
、

現
世
の
生
活
向
上
を
目
的
と
す
る
儒
教
と
は
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
が
、「
兼
済
」
の
語
を
人
民
の
救
済
と
考
え
る
点
で
は
相
通
ず
る
も
の
が
存
す
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
あ
る
の
は
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
。

（
14
）	

原
田
行
造
『
中
世
説
話
文
学
の
研
究
上
・
下
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
二
年
）
第
一
章
第
二
節
参
照
。
同
書
で
は
入
道
し
た
長
明
と
遁
世
僧
慶
政
の
差
異
が
鋭

く
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
遁
世
者
と
隠
者
が
い
ま
だ
使
い
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
二
つ
の
語
を
同
一
視
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

（
15
）	

早
く
は
西
尾
光
一
『
中
世
説
話
文
学
論
』（
塙
書
房
、
一
九
六
三
年
）
は
説
話
文
学
と
『
徒
然
草
』
の
如
き
随
筆
文
学
と
の
親
縁
性
に
注
目
し
て
い
る
。
具

体
的
な
作
品
論
に
は
、『
方
丈
記
』
と
『
閑
居
友
』
の
関
係
に
言
及
し
た
原
田
行
造
『
中
世
説
話
文
学
の
研
究
上
・
下
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
二
年
）
や
小
林

保
治
『
説
話
集
の
方
法
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
）、
古
橋
恒
夫
「『
沙
石
集
』
と
『
徒
然
草
』
─
仏
法
と
世
法
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
聖
徳
大
学
研
究
紀

要
短
期
大
学
部
』
第
四
十
三
号
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
な
ど
が
あ
る
。
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