
武
田
泰
淳
論

Ⅰ
僧
侶
か
ら
創
造
者
と
し
て
の
作
家
へ
　
ー

長

　

田

　

其

　

紀

敗
戦
、
そ
れ
は
日
本
と
い
う
国
が
、
焼
跡
の
廃
墟
と
化
し
た
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
あ
る
新
し
い
も
の
が
現

れ
始
め
る
時
で
も
あ
っ
た
。

文
学
の
世
界
で
は
、

①
政
治
か
ら
の
自
由

②
党
派
性
か
ら
の
自
由

③
私
小
説
の
伝
統
か
ら
の
脱
却

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

④
世
界
性
へ
の
志
向

と
い
っ
た
特
徴
を
も
つ
戦
後
派
作
家
た
ち
が
、
ぞ
く
ぞ
く
と
登
場
し
て
く
る
。
具
体
的
に
は
、
野
間
宏
、
樽
崎
春
生
、
中

村
真
一
郎
、
椎
名
麟
三
、
埴
谷
雄
高
、
武
田
泰
淳
、
堀
田
善
衛
、
大
岡
昇
平
、
三
島
由
紀
夫
、
安
部
公
房
、
島
尾
敏
雄
ら
で

あ
る
。

武
田
寮
淳
論



創
る

彼
ら
は
、
い
わ
ば
文
学
に
お
い
て
新
し
い
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
戦
後
派
作
家
の
一
人
で
あ
る
武
田
泰
淳
を
と
り
あ
げ
、
作
家
へ
の
階
梯
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
僧
侶
で

あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

武
田
泰
淳
は
、
明
治
四
十
五
年
二
月
十
二
日
、
東
京
・
本
郷
に
あ
る
潮
泉
寺
と
い
う
浄
土
宗
の
寺
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ

て
い
る
。
父
親
の
大
島
泰
信
は
、
愛
知
の
貧
農
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
東
京
帝
国
大
学
で
姉
崎
正
治
に
つ
い
て
宗
教
学
を

学
び
、
大
正
大
学
で
宗
教
学
の
教
授
を
勤
め
、
『
仏
教
読
本
』
や
『
浄
土
宗
全
書
』
第
二
十
巻
に
収
載
さ
れ
た
「
浄
土
宗
史
」

の
著
作
を
残
し
て
い
る
学
者
で
あ
る
。
一
方
、
武
田
の
母
親
つ
る
（
戸
籍
名
は
「
も
ヤ
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
）
は
、

後
に
述
べ
る
、
渡
連
海
旭
の
妹
で
あ
る
。
武
田
の
兄
弟
は
、
兄
の
大
島
泰
雄
（
東
京
大
学
の
水
産
学
の
教
授
を
勤
め
た
）
、
妹
の

マ
ユ
リ
が
い
た
。
年
譜
な
ど
で
、
武
田
は
一
般
に
は
次
男
と
さ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
、
長
男
泰
雄
と
武
田
の
間
に
信
也
と

い
う
、
早
世
し
た
男
児
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
た
び
あ
ら
た
に
判
明
し
た
。

家
族
の
な
か
で
武
田
だ
け
が
大
島
姓
で
は
な
い
の
は
、
父
の
師
僧
で
あ
る
武
田
芳
淳
の
姓
を
継
い
だ
こ
と
に
よ
る
。
武
田

芳
淳
は
、
知
恩
院
事
務
長
を
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
浄
土
宗
の
高
僧
で
、
大
島
泰
信
に
学
資
を
出
し
た
恩
人
で
あ
っ
た
。
独
身

僧
で
あ
っ
た
た
め
、
弟
子
の
泰
信
と
の
間
で
、
息
子
を
武
田
姓
に
す
る
約
束
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
武
田
は
、
誠
之
小
学
校
、
旧
制
京
北
中
学
校
、
旧
制
浦
和
高
等
学
校
と
進
む
が
、
浦
和
高
三
年
頃
か
ら
、
A
（
ア
ン
チ
・

ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
）
と
い
う
反
帝
反
戦
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
り
左
翼
運
動
に
足
を
突
っ
込
む
。
昭
和
六
年
に
浦
和
高
を
卒
業
し
、
東

京
帝
国
大
学
に
入
学
す
る
が
、
ま
す
ま
す
運
動
に
情
熱
を
傾
け
、
授
業
に
は
ほ
と
ん
ど
出
ず
、
「
第
二
無
産
者
新
聞
」
の
配
布



や
ビ
ラ
刷
り
に
奔
走
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
昭
和
六
年
五
月
三
十
日
、
武
田
十
九
歳
の
時
で
あ
る
が
、
東
京
大
手
町
の
東
京
中
央
郵
便
局
へ
ゼ
ネ
ス
ト
を
呼
び

か
け
る
ビ
ラ
を
撒
き
に
仲
間
の
学
生
二
人
と
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち
武
田
を
含
む
二
人
が
逮
捕
さ
れ
、
丸
ノ
内
署
、
本

富
士
署
に
一
カ
月
間
拘
置
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
中
央
郵
便
局
事
件
」
で
あ
る
。
当
時
の
当
局
側
の

資
料
や
新
聞
等
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
、
「
特
高
月
報
」
の
昭
和
六
年
五
月
分
の
号
に
は
、
武
田
の
名
が
実
名
で
記
載

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
「
読
売
新
聞
」
「
国
民
新
聞
」
「
都
新
聞
」
　
の
四
紙
に
は
、
仮
名
で
は
あ
る
が
事
件

が
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
武
田
は
こ
の
事
件
で
か
な
り
精
神
的
打
撃
を
受
け
た
よ
う
で
、
大
学
の
方
は
自
然

に
足
が
遠
の
き
、
中
退
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

武
田
が
左
翼
運
動
に
参
加
し
、
そ
し
て
挫
折
し
て
い
っ
た
こ
の
時
期
は
、
武
田
覚
と
い
う
寺
に
生
ま
れ
た
青
年
が
、
自
ら

も
僧
侶
の
道
を
選
び
と
つ
て
い
っ
た
時
期
に
重
な
る
。

武
田
は
昭
和
六
年
に
得
度
し
、
覚
か
ら
泰
浮
と
改
名
。
昭
和
八
年
、
二
十
一
歳
の
時
、
芝
の
増
上
寺
（
浄
土
宗
の
大
本
山
）

で
加
行
を
修
め
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
武
田
は
、
僧
侶
と
な
っ
た
こ
と
を
非
常
に
屈
折
し
た
思
い
で
受
け
と
め
る
。

「
異
形
の
者
」
と
い
う
の
は
、
人
間
で
は
あ
る
が
、
人
間
と
は
一
種
形
を
異
に
す
る
も
の
の
こ
と
で
す
。
わ
た
く
し
は

お
坊
さ
ん
に
な
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
自
分
は
異
形
の
者
に
な
る
の
で
あ
る
と
お
も
っ
た
。

（
「
文
学
と
仏
教
」
昭
和
三
十
八
年
四
月
「
在
家
仏
教
」
）

武
田
は
、
僧
侶
と
な
る
こ
と
が
異
形
の
者
と
な
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
増
上
寺
で
加
行
を
し
た
時
の
体
験
1
－
－
つ

武
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四

五



ん
掛
る

ま
り
自
分
の
僧
侶
と
し
て
の
出
発
点
を
　
『
異
形
の
者
』
と
い
う
題
で
小
説
に
し
て
い
る
。

す
で
に
俺
は
俗
人
で
は
な
い
、
と
私
は
感
じ
た
。
女
を
抱
き
、
家
庭
を
つ
く
り
、
名
を
挙
げ
、
国
力
を
増
進
し
、
こ

の
世
に
於
て
栄
え
る
一
般
人
と
は
か
ぎ
り
な
く
へ
だ
た
り
、
も
は
や
、
二
度
と
ふ
た
た
び
そ
の
仲
間
入
り
は
で
き
な
く

な
っ
た
。
今
日
以
後
、
私
は
人
間
で
あ
り
な
が
ら
人
間
以
外
の
何
も
の
か
で
あ
る
ら
し
き
、
う
す
気
味
わ
る
い
存
在
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
異
形
の
者
』
　
昭
和
二
十
五
年
四
月
「
展
望
」
）

武
田
に
と
っ
て
、
「
坊
主
で
あ
っ
た
と
い
う
体
験
は
実
に
恥
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
」
　
（
「
私
の
創
作
体
験
」
昭
和
二
十
九
年
八
月

『
現
代
文
学
と
創
作
方
法
H
』
　
新
評
論
社
）
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
恥
ず
か
し
さ
と
い
う
の
は
、
少
し
異
常
な
く
ら
い
で
あ
る
。

武
田
は
寺
の
子
に
生
ま
れ
育
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
僧
侶
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
羞
恥
心
を

も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
最
初
に
な
や
ん
だ
の
は
「
お
布
施
」
の
問
題
だ
。
社
会
主
幸
に
か
ぶ
れ
て
東
大
を
中
退
し
た
私
に
は
、
「
働
カ
ザ

ル
者
ハ
食
ウ
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
説
が
し
み
こ
ん
で
い
た
。
お
布
施
と
は
l
体
な
ん
だ
ろ
う
～
　
読
経
が
お
わ
っ
て
白

紙
に
つ
つ
ん
だ
モ
ノ
を
い
た
だ
く
と
き
、
手
先
が
こ
わ
ば
る
。
（
中
略
）

と
こ
ろ
が
悲
し
い
こ
と
に
、
私
は
や
は
り
オ
フ
七
の
中
身
が
気
に
な
っ
た
。
す
べ
て
を
棄
て
去
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、

ブ
ツ
ダ
は
乞
食
し
て
も
恥
し
く
な
か
っ
た
の
だ
。
ほ
と
ん
ど
何
l
つ
棄
て
よ
う
と
も
せ
ず
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
ほ
し
が

っ
て
い
る
私
に
は
、
乞
食
者
と
な
る
権
利
が
な
い
。
価
値
あ
る
も
の
を
産
み
出
す
労
働
者
な
ら
、
給
金
を
要
求
し
て
さ

し
っ
か
え
な
い
。
だ
が
、
私
は
何
を
産
み
出
し
て
い
る
の
か
。

（
「
私
は
菅
し
か
っ
た
「
－
1
わ
が
説
法
l
昭
和
四
十
年
五
月
二
日
　
大
阪
本
社
発
行
「
朝
日
新
聞
」
）



と
、
武
田
は
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
に
、

労
働
者
で
も
農
民
で
も
商
人
で
も
な
い
自
分
が
、
き
き
日
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
死
者
を
極
楽
・
地
獄
の
ど
ち
ら
へ

と
送
り
と
ど
け
ら
れ
る
の
か
、
一
切
不
明
の
ま
ま
、
白
紙
に
包
ん
だ
金
銭
を
受
け
と
り
、
あ
ま
つ
さ
え
普
通
人
と
同
じ

色
欲
を
も
満
喫
し
て
、
一
般
家
庭
よ
り
ひ
ろ
い
、
樹
木
も
庭
も
池
も
あ
る
仏
閣
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
が
、
こ
そ
ば
ゆ

か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
わ
が
思
索
わ
が
風
土
」
昭
和
四
十
六
年
三
月
十
五
日
～
十
九
日
「
朝
日
新
聞
」
）

と
述
べ
て
い
る
。
武
田
の
こ
れ
ら
の
発
言
の
な
か
に
は
、
左
翼
運
動
の
挫
折
を
経
験
し
た
者
の
負
い
目
の
よ
う
な
も
の
が
、

明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
。

僧
侶
は
、
普
通
の
人
の
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
他
人
の
家
庭
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
そ
こ
で
、
寺
と
庶
民
の
生

活
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
知
る
。
世
俗
的
欲
望
を
否
定
す
る
は
ず
の
寺
は
、
本
来
清
貧
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
ま
わ
り
の
人
々
の

生
活
と
く
ら
べ
る
と
、
す
こ
ぶ
る
豊
か
で
あ
っ
た
。
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
救
う
べ
き
と
こ
ろ
が
、
な
ん
ら
現
実
的
に
貧
し

い
人
々
の
救
済
に
役
立
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
現
実
の
寺
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
額
に
汗
す
る
こ
と
な
く
、
楽
々
と
生
活
を

し
て
い
る
と
武
田
は
感
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
寺
の
恩
恵
で
、
ぬ
く
ぬ
く
と
暮
ら
し
て
い
る
自
分
の
醜
さ
を
思
い

し
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
僧
侶
の
生
活
に
矛
盾
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
る
。

蔵
経
と
と
じ
こ
も
り
た
る
冬
二
階

と
い
う
旬
を
そ
の
頃
武
田
は
詠
ん
だ
と
い
う
。
俗
世
間
と
懸
け
離
れ
た
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
い
う
意
識
、
そ
し
て
「
二

階
」
と
い
う
語
に
は
、
l
般
民
衆
の
生
活
と
の
隔
絶
さ
れ
た
距
離
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
に
は
禁
欲
を
し
な
け
れ
ば
聖
職
者
と
言
え
な
い
と
い
う
考
え
方
が
頭
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
坊
さ
ん

武

田

泰

淳

論

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四

七



創

る
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八

と
い
う
の
は
お
布
施
を
も
ら
っ
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
い
っ
た
い
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
得
た
も
の
か
と
い
う
悩

み
が
あ
る
か
ら
な
ん
で
す
。
（
「
身
心
快
楽
　
加
入
禅
定
1
－
－
小
説
『
快
楽
』
　
に
つ
い
て
　
－
　
」
昭
和
四
十
七
年
十
月
「
波
」
）

お
布
施
と
い
う
収
入
に
よ
っ
て
生
活
を
営
む
こ
と
に
対
す
る
疑
問
と
屈
折
し
た
思
い
が
武
田
に
は
あ
り
、
そ
れ
を
打
ち
消

す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
厳
し
い
戒
律
を
生
き
る
こ
と
だ
と
武
田
は
感
じ
た
の
で
あ
る
。
性
欲
が
む
ら
が
り
起
こ
る
青
年
僧

に
と
っ
て
、
戒
律
と
は
す
な
わ
ち
、
女
人
に
た
い
す
る
不
犯
で
あ
る
。

「
と
に
か
く
寺
住
み
の
あ
い
だ
は
、
結
婚
は
し
な
い
。
そ
れ
が
唯
一
の
決
心
だ
っ
た
」
　
（
「
わ
が
思
索
わ
が
風
土
」
前
掲
）
、
「
私

の
性
格
と
し
て
は
、
寺
院
内
で
僧
と
し
て
夫
婦
生
活
を
い
と
な
む
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
堪
え
が
た
か
っ
た
」
（
「
私
は
菅
し
か

っ
た
丁
－
1
わ
が
説
法
⊥
前
掲
）
　
と
、
僧
侶
で
あ
る
間
は
妻
帯
し
な
い
決
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
後
年
、
繰
り
返
し
述
べ
て

い
る
。妻

帯
の
問
題
は
、
現
代
の
僧
侶
で
も
戒
律
に
素
直
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
一
度
は
ぶ
つ
か
る
問
題
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
武
田
の
場
合
は
特
に
度
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
間
題
は
、
武
田
自
身
が
僧
侶
と
な
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
萌
芽
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
僧
侶
の
子
と
し
て

寺
に
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
寺
に
生
ま
れ
て
お
坊
さ
ん
の
こ
ど
も
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
ふ
つ
う
の
人
と
は
ち
が
う
よ
う
に
、
わ
た

く
し
は
お
も
っ
て
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
文
学
と
仏
教
」
前
掲
）

と
、
僧
侶
の
子
と
い
う
存
在
の
異
質
性
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
説
『
冷
い
火
焔
』
　
（
昭
和
二
十
四
年
八
月
「
女
性
線
」
）
で

は
、
出
生
を
自
虐
嘲
笑
的
に
描
い
て
い
る
。



父
の
結
婚
に
つ
い
て
も
、
「
父
の
具
合
の
わ
る
さ
を
、
息
苦
し
さ
を
目
撃
し
て
い
た
」
（
「
P
R
あ
る
い
は
C
M
的
自
伝
」
昭
和

三
十
四
年
六
月
「
群
像
」
）
、
「
父
の
悩
み
を
身
に
し
み
て
知
っ
て
い
た
」
　
（
「
わ
が
心
の
風
土
」
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
十
七
日
「
読

売
新
聞
」
）
と
述
べ
て
い
る
。

大
島
泰
信
が
、
自
分
の
妻
帯
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
、
今
日
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
息
子
で
あ
る
武
田
の

日
に
は
、
父
が
恥
じ
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
い
て
い
た
と
見
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
武
田
は
、
父
の
そ
の
悩
み
を
、
己

の
悩
み
と
し
て
受
け
と
つ
た
。
父
の
悩
み
と
、
自
分
の
存
在
の
根
源
は
l
つ
と
こ
ろ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
僧
侶
の
子
と

し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
こ
と
が
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
、
自
分
の
存
在
の
根
本
を
恥
じ
、
否
定
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
、
さ
ら
に
、
武
田
が
僧
侶
と
な
っ
た
際
に
は
、
妻
帯
の
問
題
に
対
し
て
消
極
的
に
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
僧
侶
の
妻
帯
に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
悩
む
そ
の
精
神
的
背
景
に
は
、
本
人
の
潔
癖
さ
、
純
粋
さ
が
あ
っ
た
に

は
ち
が
い
な
い
が
、
も
う
ひ
と
つ
よ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
規
範
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
母
方
の
伯
父
、
渡
連
海
旭
の
存
在
で
あ
る
。
『
大
正
新
惰
大
蔵
経
』
の
監
修
を
し
た
こ
と
で
有
名
な
海
旭
は
、
禅

僧
と
し
て
一
生
不
犯
の
独
身
生
活
を
全
う
し
た
。
芦
川
博
道
民
の
『
渡
遽
海
旭
研
究
1
そ
の
思
想
と
行
動
　
－
　
』
　
（
昭
和
五

十
三
年
三
月
　
大
東
出
版
社
）
、
増
谷
文
雄
氏
の
『
近
代
の
宗
教
的
生
活
者
』
（
『
増
谷
文
雄
著
作
集
　
1
2
』
昭
和
五
十
七
年
八
月
　
角

川
書
店
）
、
海
旭
の
遺
稿
集
で
あ
る
『
壷
月
全
集
』
　
（
昭
和
八
年
十
二
月
　
壷
月
全
集
刊
行
会
）
等
に
よ
っ
て
、
海
旭
の
ひ
と
と
な

り
を
探
っ
て
み
る
と
、
独
身
主
義
の
理
由
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
「
女
房
を
も
ら
う
金
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
で
学
生
を
養
い
ま
す
」

と
語
っ
た
と
い
う
。
自
坊
の
西
光
寺
に
女
性
が
宿
泊
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
、
二
人
の
妹
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
最
期
の
病
床
に
就
い
た
時
も
、
看
護
婦
を
付
け
る
こ
と
を
ど
う
し
て
も
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
「
結
婚
は

武

田

泰

淳
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五

〇

し
な
い
、
少
く
と
も
寺
院
の
中
で
生
活
を
し
て
い
る
間
は
断
じ
て
し
な
い
」
と
、
自
ら
語
っ
た
言
葉
を
終
生
実
行
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
他
人
の
結
婚
に
は
き
わ
め
て
寛
大
で
、
自
ら
す
す
ん
で
僧
侶
の
結
婚
の
媒
酌
を
し
た
と
い
う
。

武
田
は
、
「
母
の
兄
は
、
檀
信
徒
の
女
性
に
人
気
の
あ
る
美
男
子
、
ド
イ
ツ
留
学
十
年
の
文
章
の
う
ま
い
学
者
だ
っ
た
が
、

完
全
な
独
身
者
と
し
て
一
生
を
お
わ
っ
た
」
（
「
わ
が
心
の
風
土
」
前
掲
）
、
「
私
の
伯
父
W
は
、
大
正
新
修
大
蔵
経
を
監
修
し
た
、

有
名
な
学
僧
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
檀
家
の
婦
女
に
人
気
の
あ
る
美
丈
夫
で
あ
っ
た
が
、
一
生
、
独
身
で
通
し
た
。
純
粋
の
独

身
で
あ
る
こ
と
が
、
一
そ
う
彼
の
人
気
を
高
め
た
」
　
（
「
私
の
中
の
地
獄
」
昭
和
四
十
六
年
八
月
二
十
二
日
「
読
売
新
聞
」
）
と
述
べ

て
お
り
、
小
説
『
快
楽
』
　
に
お
い
て
も
、
檀
家
の
宝
屋
の
主
人
に
同
様
の
こ
と
を
語
ら
せ
て
い
る
。
武
田
の
海
旭
に
対
す
る

畏
敬
の
念
が
十
分
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
明
治
五
年
四
月
二
十
五
日
、

自
今
僧
侶
肉
食
妻
帯
蓄
髪
等
可
為
勝
手
事

と
い
う
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
基
本
的
に
は
妻
帯
し
な
か
っ
た
僧
侶
が
、
妻
帯
を

始
め
る
過
渡
期
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
を
生
き
た
僧
侶
が
こ
の
間
題
で
真
剣
に
悩
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
か
た
く
な
い
。
一
方
は
妻
帯
せ
ず
、
終
生
独
身
を
貫
い
た
。
ま
た
l
方
は
妻
帯
し
た
。
前
者
は
渡
遽
海
旭
で
あ
り
、
後
者

は
、
武
田
の
父
大
島
泰
信
で
あ
っ
た
。
武
田
の
非
常
に
身
近
か
な
と
こ
ろ
に
両
者
の
存
在
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

武
田
は
、
「
真
面
目
に
坊
主
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
女
は
抱
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
僕
は
、
こ
の
問
題
さ
え
解
決
で
き
れ
ば
、

一
生
大
蔵
経
ば
か
り
読
ん
で
い
て
も
よ
い
、
と
思
っ
た
時
代
も
あ
る
。
」
　
（
「
《
作
家
に
聴
く
》
武
田
泰
淳
」
昭
和
二
十
七
年
十
月
「
文

学
」
）
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
武
田
は
、
僧
侶
で
あ
る
こ
と
と
妻
帯
の
問
題
は
解
決
で
き
ず
、
僧
侶
の
生
活
を
捨
て



て
、
鈴
木
百
合
子
と
い
う
女
人
を
選
び
と
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

武
田
の
「
僧
籍
簿
」
　
の
記
録
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
一
年
四
月
五
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
七
月
五
日
ま
で
、
深
川
に
あ
る

西
光
寺
の
住
職
を
勤
め
、
同
時
期
の
昭
和
二
十
一
年
五
月
二
十
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
七
月
五
日
ま
で
や
は
り
深
川
の
潮
江

院
と
い
う
寺
の
兼
務
住
職
を
勤
め
て
い
る
。
西
光
寺
は
、
渡
追
海
旭
が
第
十
六
世
住
職
に
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
名
刺
で

あ
る
。
海
旭
没
後
は
、
赤
尾
光
雄
と
い
う
海
旭
の
甥
、
つ
ま
り
武
田
の
従
兄
が
住
職
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
赤
尾
光
雄
が
中

国
で
戦
病
死
し
た
た
め
に
、
武
田
が
住
職
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

最
近
、
西
光
寺
か
ら
武
田
の
手
紙
が
一
通
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
手
紙
は
、
武
田
が
叔
母
の
か
め
ー
ー
1
武
田
の
母
の
妹
で
、

息
子
の
光
雄
の
亡
き
後
、
酉
光
寺
を
守
っ
て
い
た
　
ー
　
に
宛
て
た
も
の
で
、
内
容
は
、
酉
光
寺
の
住
職
を
辞
め
た
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
「
小
生
は
最
短
期
間
内
に
西
光
寺
住
職
を
辞
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
」
「
僕
は
今
の
と
こ
ろ
文
学
修
業
以
外
の

こ
と
を
考
へ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
何
と
か
し
て
l
生
の
う
ち
少
し
で
も
物
に
し
た
い
の
で
す
」
「
文
学
々
々
と
云
っ
て
も
一
旦
失
敗

す
れ
ば
ぺ
シ
ャ
ン
コ
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
現
在
の
心
境
で
は
こ
れ
は
あ
く
ま
で
い
つ
は
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
」

と
、
僧
侶
と
作
家
の
二
足
の
ワ
ラ
ジ
を
は
く
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
、
不
退
転
の
決
意
で
文
学
に
人
生
を
懸

け
よ
う
と
す
る
真
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
武
田
の
文
学
に
対
す
る
じ
つ
に
誠
実
で
其
撃
な
思
い
が
よ
く
わ
か
る
書
簡
で
あ

る。

と
こ
ろ
で
、
住
職
を
辞
め
た
い
理
由
と
し
て
、
文
学
と
の
両
立
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
水
面
下
に
は
、
筆
者
が
先
に
述
べ
て
き
た
僧
侶
で
あ
る
こ
と
の
矛
盾
、
苦
悩
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

手
紙
に
は
目
付
け
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
つ
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
鈴
木
百
合
子
と
同
棲

武

田
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一



創
る

を
は
じ
め
る
た
め
、
寺
を
出
た
昭
和
二
十
四
年
頃
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
職
業
と
し
て
の
僧
侶
か
ら
離
れ
た
と
い
っ
て
も
、
僧
籍
は
亡
く
な
る
ま
で
残
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
浄
土
宗
の

僧
侶
の
資
格
分
限
を
あ
ら
わ
す
僧
階
は
、
昭
和
二
十
二
年
三
月
一
日
に
大
僧
都
に
、
布
教
師
と
し
て
の
階
級
を
示
す
教
階
は
、

昭
和
十
七
年
四
月
二
日
に
准
輔
教
に
な
っ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
、
父
親
の
大
島
泰
信
は
、
僧
階
は
正
僧
正
、
学
階
は
勧
学
、
伯
父
の
渡
連
海
旭
は
、
大
僧
正
と
勧
学
を
授
与

さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
昭
和
二
十
四
年
に
寺
を
離
れ
た
後
、
武
田
は
僧
侶
で
あ
っ
た
自
分
を
み
つ
め
、
そ
の
体
験
を
客
観
視
し
た
作
品
を

書
く
。
昭
和
二
十
五
年
四
月
に
は
『
異
形
の
者
』
、
五
月
に
は
『
迷
路
』
、
二
十
八
年
十
月
に
は
『
遠
く
の
旗
』
を
発
表
す
る
。

こ
れ
ら
は
、
三
部
作
と
称
し
て
よ
い
自
伝
的
、
僧
侶
も
の
の
連
作
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
十
五
年
一
月
か
ら
は
、
大
作

『
快
楽
』
を
普
く
に
い
た
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
社
会
主
義
思
想
や
革
命
、
つ
ま
り
政
治
と
仏
教
の
問
題
、
愛
欲
と
仏

教
の
問
題
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
僧
侶
の
実
生
活
の
な
か
で
解
決
で
き
な
か
っ
た
問
題
を
、
作
品
に
お
い
て
解

決
し
ょ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
『
快
楽
』
で
は
、
す
べ
て
の
存
在
、
行
為
、
感
情
が
無
意
味
で
あ
る
が
た
め
に
、
も
し
か
し
た
ら
仏
教
で
は
、
か

え
っ
て
す
べ
て
が
全
面
的
に
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
、
問
い
か
け
て
い
る
。
社
会
主
義
や
革
命
、
混
沌

と
し
た
愛
欲
の
世
界
を
も
大
き
く
包
み
込
み
、
大
調
和
の
世
界
へ
の
到
達
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
実
世
界

が
絶
対
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
密
教
や
、
徹
底
し
た
現
実
肯
定
の
本
覚
思
想
の
よ
う
な
、
宇
宙
の
原
理
へ
と
統
l
さ

れ
て
い
く
大
き
な
肯
定
の
世
界
に
向
か
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
品
が
未
完
の
た
め
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い



が
、
そ
の
方
向
性
は
十
分
感
じ
取
れ
る
。

さ
て
寺
内
大
吉
氏
は
「
泰
淳
が
坊
主
社
会
を
飛
び
出
し
た
バ
ネ
は
、
あ
く
ま
で
も
カ
イ
ラ
ク
へ
の
安
住
を
捨
て
、
ケ
テ
ク

を
追
究
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
消
極
的
な
遁
走
で
は
な
く
、
勇
気
あ
る
〝
再
出
発
″
だ
っ
た
」
　
（
「
武
田
泰
淳
と
「
快
楽
」
」

昭
和
五
十
四
年
六
月
『
武
田
泰
淳
全
集
　
第
十
七
巻
』
月
報
1
7
）
と
い
み
じ
く
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
竹
中
信
常
民
も
「
武
田

氏
は
寺
を
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
の
意
味
の
「
出
家
」
を
し
た
の
で
あ
る
」
　
（
「
い
く
た
び
か
の
出
合
い
　
－
　
武
田
泰
淳
の
面

影
⊥
昭
和
五
十
三
年
五
月
「
聾
術
浄
土
」
）
　
と
語
っ
て
い
る
。

愛
知
の
貧
農
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
大
島
泰
信
は
、
学
問
が
し
た
い
が
た
め
に
僧
侶
と
な
っ
た
。
貧
し
い
家
に
生
ま
れ

て
、
博
文
館
の
店
員
を
し
て
い
た
渡
連
海
旭
も
や
は
り
学
問
の
た
め
に
僧
侶
と
な
っ
た
。
二
人
に
と
っ
て
僧
侶
と
は
、
自
分

の
努
力
に
よ
っ
て
勝
ち
取
っ
た
〝
花
園
″
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
武
田
は
、
求
め
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
選
ぶ
前
に
、
身
は
す
で
に
そ
の
な
か
に
あ
っ
た
。
純
粋
培
養
さ
れ

た
武
田
に
と
つ
て
は
、
寺
で
の
生
活
に
疑
問
と
苦
悩
し
か
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
捨
て
去
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

寺
に
い
た
あ
い
だ
、
信
仰
は
あ
た
た
か
く
私
を
包
ん
で
は
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
針
の
む
し
ろ
だ
っ
た
。
寺
の
外

部
で
、
信
仰
者
に
あ
る
ま
じ
き
行
為
を
積
み
か
さ
ね
た
あ
と
で
、
私
の
傷
の
上
に
、
信
仰
ら
し
き
も
の
は
わ
ず
か
に
、

ひ
そ
や
か
に
降
り
か
か
り
、
し
み
と
お
っ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
わ
が
思
索
わ
が
風
土
」
前
掲
）

と
、
武
田
は
述
懐
し
て
い
る
。

武
田
は
僧
侶
と
し
て
の
実
践
的
活
動
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
矛
盾
か
ら
作
家
の
道
が
開
け
、

文
学
で
そ
の
矛
盾
を
解
決
し
ょ
う
と
し
た
。

武
田
泰
浮
論



創
る

作
家
武
田
泰
浮
が
形
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
戦
争
体
験
や
竹
内
好
を
中
心
と
す
る
中
国
文
学
研
究
会
と
の
関
わ
り
を

ぬ
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
根
本
の
一
つ
に
、
僧
侶
で
あ
っ
た
こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を

本
稿
で
考
察
し
た
。


