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更
新

の
講
義
内
容

05

日
本
語
表
現
の
多
様
さ
、
美
し
さ
を
生
か
す

そ
の
１

「
手
書
き
」
そ
し
て
「
縦
書
き
」

０
，
日
本
語
で
綴
る
文
章

{

日
本
を
離
れ
て
外
国
で
暮
ら
し
、
再
び
日
本
に}

帰
っ
て
き
て
、
英
語
は
相
変
わ
ら
ず
だ
が
日
本
語
は
少
し
分
か
る
よ
う
に
な
っ

た
と
話
し
た
ら
、
友
人
が
う
ま
い
こ
と
を
言
っ
た
。
断
食
し
た
あ
と
で
食
物
の
味
が
分
か
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

外
国
で
は
日
本
語
を
読
む
機
会
が
少
な
か
っ
た
。
と
く
に
読
み
つ
け
て
い
た
新
聞
雑
誌
類
を
読
ま
な
か
っ
た
。
意
識
し
て
読
ま
な
か

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
最
初
は
読
み
た
か
っ
た
が
、
一
度
読
ん
で
み
て
読
む
の
が
い
や
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外
は
あ
る
が
、

そ
う
い
う
も
の
の
日
本
語
の
文
体
に
、
ま
ず
生
理
的
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

自
分
で
も
意
外
だ
っ
た
。
へ
た
な
文
章
だ
と
い
う

の
で
は
な
い
。
低
劣
な
文
章
だ
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
低
劣
と
感
じ
な
か
っ
た
数
ヶ
月
前
の
自
分
に
び
っ
く
り
し
た
の
で
あ
る
。

何
も
英
語
と
比
べ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
能
力
は
私
に
は
な
い
。
た
だ
そ
の
文
体
を
味
わ
う
力
も
な
く
、
抽
象
的
に
し
か
読
め
な

か
っ
た
英
語
か
ら
、
す
み
ず
み
ま
で
肌
で
感
じ
る
日
本
語
に
戻
っ
た
か
ら
、
シ
ョ
ッ
ク
は
よ
け
い
に
大
き
か
っ
た
と
は
言
え
よ
う
。

と
も
か
く
私
は
ま
ず
悪
い
日
本
語
、
み
に
く
い
日
本
語
に
気
づ
き
、
そ
れ
ら
を
平
気
で
書
い
て
い
る
日
本
人
、
そ
れ
ら
を
平
気
で

読
ん
で
い
た
私
に
思
い
至
っ
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
書
い
て
生
活
し
て
い
る
他
人
に
と
や
か
く
言
う
資
格
は
自
分
に
は
な
い
。
だ
が

お
れ
自
身
は
ち
っ
と
身
を
離
し
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
ぞ
と
思
っ
た
。

帰
国
以
来
、
私
は
新
聞
は
見
る
が
週
刊
誌
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
な
い
。
月
刊
誌
も
ご
く
限
ら
れ
た
文
章
だ
け
読
む
。
テ
レ
ビ
も
同

様
、
見
た
く
な
い
し
、
見
る
必
要
も
あ
ま
り
な
い
。
こ
う
い
う
態
度
に
肯
定
的
な
面
ば
か
り
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
危
険

だ
っ
て
堕
落
だ
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
第
一
そ
れ
ら
を
す
べ
て
否
定
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
私
に
は

仕
事
の
場
が
な
く
な
る
。
ど
ん
な
行
為
に
だ
っ
て
矛
盾
は
避
け
得
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
ま
あ
今
は
そ
う
し
た
い
か
ら
そ
う
し
て
い
る

だ
け
の
こ
と
で
、
同
時
に
私
は
た
と
え
ば
荷
風
や
鷗
外
の
文
章
の
美
し
さ
に
目
が
開
き
は
じ
め
た
。

か

ふ

う

お

う

が
い

新
し
い
と
こ
ろ
で
は
大
岡
昇
平
、
森
有
正
な
ど
の
人
た
ち
の
文
章
に
感
服
す
る
。
そ
し
て
若
い
こ
ろ
西
洋
へ
行
っ
た
荷
風
、
入
外
、

お
お
お
か
し
よ
う
へ
い

も
り
あ
り
ま
さ

そ
れ
に
金
子
光
晴
な
ど
が
日
本
に
感
じ
て
い
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
日
本
を
見
る
眼
の
正
確
さ
が
分
か
っ
て
き
た
よ

か

ね

こ

み

つ

は

る

う
な
気
が
す
る
。
ジ
ェ
ッ
ト
機
で
何
時
間
と
い
た
っ
て
、
そ
れ
は
運
搬
の
速
度
な
の
で
あ
っ
て
、
旅
の
速
度
で
は
な
い
、
交
流
の
速
度
で

も
な
い
と
私
は
思
う
。
技
術
の
交
流
は
知
ら
ず
、
人
間
の
心
の
交
流
の
速
度
は
今
も
昔
も
そ
う
変
わ
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
旅

と
い
う
も
の
の
速
度
も
そ
う
な
の
で
、
時
速
千
何
百
キ
ロ
で
運
搬
さ
れ
な
が
ら
も
、
人
の
心
は
ち
っ
と
も
動
い
て
は
ゆ
か
ぬ
も
の
で

あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
行
か
し
て
も
ら
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
が
分
か
ら
ず
、
日
本
の
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
と

い
う
の
は
妙
な
よ
う
で
い
て
、
別
に
妙
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
ま
だ
に
そ
う
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
私
は
自
分
の
島
国
性
を
あ
ら
た
め

て
発
見
し
て
驚
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
私
の
場
合
は
欧
米
に
比
べ
て
日
本
が
ど
う
だ
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
を
離
れ
て
、
遠
く
か
ら

見
て
み
た
ら
そ
う
見
え
た
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ
を
し
も
裏
返
し
の
文
明
開
化
と
ひ
が
む
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

わ
ず
か
八
ヶ
月
の
旅
で(

あ
る
い
は
不
在
で)

、
生
活
が
変
わ
る
と
い
う
の
も
日
本
人
ら
し
く
お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
な
話
だ
が
、
私
の

中
に
変
わ
り
た
い
と
い
う
要
素
は
前
々
か
ら
あ
っ
た
の
で
、
旅
は
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機
だ
っ
た
と
思
う
。
ほ
ん
と
う
に
変
わ
れ
る
か
ど

け

い

き

う
か
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
か
ら
に
か
か
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
新
聞
で
、
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ュ
ア
と
い
う
こ
と
ば
を
見
た
。
ど
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
は
知
ら
な
い
。
だ
が
私

は
勝
手
に
解
釈
し
て
、
た
と
え
ば
大
学
生
た
ち
の
つ
く
り
つ
つ
あ
る
文
化
、
あ
る
い
は
ま
た
い
わ
ゆ
る
ビ
ー
ト
と
い
わ
れ
る
一
群
の

芸
術
家
た
ち
の
つ
く
り
つ
つ
あ
る
文
化
を
想
定
し
て
み
る
。
そ
う
い
う
文
化
が
は
た
し
て
実
際
に
存
在
し
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
論

義
が
別
れ
よ
う
が
、
私
の
知
っ
た
範
囲
で
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
化
は
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
一
辺
倒
の
そ
れ
に
比
べ
て
ま
だ
し
も

い
つ
ぺ
ん

と

う

多
様
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

マ
ス
コ
ミ
に
依
存
し
な
く
て
も
、
そ
う
い
う
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ュ
ア
の
中
で
経
済
的
に
も
生
活
し
得
る
条
件
が
ア
メ
リ
カ
に
は
あ
る
の
で



は
な
い
か
。
フ
ォ
ー
ク
シ
ン
ガ
ー
が
キ
ャ
ン
パ
ス
め
ぐ
り
を
し
た
り
、
詩
人
が
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
で
生
活
で
き
た
り
す
る
こ
と
を
、
そ
う
す

ば
ら
し
い
こ
と
と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
そ
の
人
な
り
の
生
活
を
貫
く
自
由
が
、
ほ
ん
の
少
し
だ
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

つ
ら
ぬ

そ
れ
の
可
能
な
理
由
は
た
と
え
ば
メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
の
小
さ
な
町
エ
ル
パ
ツ
の
美
術
館
に
も
、
一
枚
の
ポ
チ
チ
ェ
ル
リ
が
あ
る
と
い

う
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
豊
か
さ
に
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
私
と
し
て
は
金
だ
け
が
理
由
だ
と
は
考
え
た
く
な
い
。
私
に
は
分

析
で
き
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
中
に
は
よ
い
に
つ
け
悪
い
に
つ
け
、
一
種
の
ひ
た
む
き
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
あ
の
国
土
の
広
大

さ
と
釣
り
あ
っ
て
い
る
。

変
わ
る
、
変
わ
り
た
い
と
私
の
言
う
そ
の
方
角
は
、
や
は
り
一
種
の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ュ
ア
の
ほ
う
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
う
い
う

も
の
の
育
つ
可
能
性
は
非
常
に
少
な
い
し
、
育
ち
か
け
て
も
す
ぐ
マ
ス
コ
ミ
文
化
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
本
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
っ

て
し
ま
う
の
が
日
本
だ
が
、
私
に
と
っ
て
は
ま
ず
私
一
個
の
心
が
問
題
な
の
だ
か
ら
、
も
う
大
げ
さ
な
物
言
い
は
や
め
る
。(
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＋
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B1

《
課
題
》
「
普
」
「
門
」
「
道
」
「
自
」
「
有
」
の
文
字
を
鑑
賞
し
て
、
あ
な
た
が
気
づ
い
た
こ
と
を
リ
ポ
ー
ト
用
紙
１
枚
に
ま
と
め
て
み

ま
し
ょ
う
。

永
平
寺
町

永
平
寺
蔵

普

勸

坐

禪

儀

入
宋
傳
法
沙
門
道
元
撰

原
ぬ
る
に
夫
れ
道
本
円
通
争
か
修

証
を
仮
ら
ん
、
宗
乗
自
在
何
ぞ
功
夫
を

た
ず

そ

ど
う
も
と
え
ん
ず
う
い
か
で

し
ゆ
し
よ
う

か

し
ゆ
う
じ
よ
う
じ
ざ
い
な
ん

く

ふ

う

費
さ
ん
。
況
ん
や
全
體
は
る
か
に
塵
埃
を
出
ず
、
孰
か
拂
拭
の
手
段
を
信
ぜ
ん
、

い
わ

ぜ
ん
た
い

じ
ん
あ
い

い

た
れ

ほ
つ
し
き

し
ゆ
だ
ん

大
都
當
處
を
離
れ
ず
、
豈
に
修

行
の
脚

頭
を
用
う
る
も
の
な
ら
ん
や
。

お
お
よ
そ
と
う
じ
よ

あ

し
ゆ
ぎ
よ
う

き
や
く
と
う

然
れ
ど
も
毫
釐
も
差
あ
れ
ば
、
天
地
懸
に
隔
り
、
違
順
わ
ず
か
に
起
れ
ば

し
か

ご

う

り

て

ん

ち

は
る
か

へ
だ
た

い
じ
ゆ
ん

紛
然
と
し
て
心
を
失
す
。
直
饒
い
會
に
誇
り
悟
に
豊
か
に
し
て
瞥
地
の
智
通
を

ふ
ん
ぜ
ん

し
ん

し
つ

た

と

え

ご

べ
つ

ち

ち

つ
う

獲
、
道
を
得
、
心
を
明
ら
め
て
衝

天
の
志
氣
を
挙
し
、
入
頭
の
邊
量
に
逍

遙
す

え

ど
う

え

し
ん

し
よ
う
て
ん

し

い
き

こ

に
つ
と
う

へ
ん
り
よ
う

し
よ
う
よ
う

と
雖
も
、
幾
ど
出
身
の
活
路
を
虧
闕
す
。

い
え
ど

ほ
と
ん

か

つ
ろ

き

け

つ

矧
ん
や
彼
の
祇
園
の
生
地
た
る
、
端
坐
六
年
の
蹤

跡
見
つ
べ
し
、
少
林
の
心
印

い
わ

か

ぎ

お

ん

し
よ
う
ち

た

ん

ざ

し
よ
う
せ
き

し
ん
い
ん

を
傳
う
る
、
面
壁
九
歳
の
声
名
尚
聞
こ
ゆ
、
古
聖
既
に
然
り
、
今
人
盍
ぞ
辨
ぜ

つ
た

め
ん
ぺ
き

く
さ

い

せ
い
め
い

こ
し
よ
う

し
か

こ
ん
じ
ん
な
ん

ざ
る
。
所
以
に
須
ら
く
言
を
尋
ね
語
を
逐
う
の
解
行
を
休
す
べ
し
。
須
ら
く

ゆ

え

す
べ
か

こ
と

ご

お

げ
ぎ
よ
う

す
べ
か

囘
光
返
照
の
退
歩
を
學
す
べ
し
。
身
心
自
然
に
脱
落
し
て
本
来
の
面
目
現
前
せ

え
こ
う
へ
ん
し
よ
う

た

い

ほ

が
く

し
ん
じ
ん
じ

ね

ん

と
つ
ら
く

め
ん
も
く

ん
。
恁
麼
の
事
を
得
ん
と
欲
せ
ば
急
に
恁
麼
の
事
を
務
め
よ
。

い
ん

も

じ

き
ゆ
う

い
ん

も

夫
れ
參
禪
は
静
室
宜
し
く
飲
食
節
あ
り
。
諸
縁
を
崩
捨
し
、
萬
事
を
休
息
し

そ

さ
ん
ぜ
ん

じ
よ
う
し
つ
よ
ろ

お
ん
じ
き

し
よ
え
ん

ほ
う
し
や

ば

ん

じ

て
善
悪
を
思
わ
ず
是
非
を
管
す
る
こ
と
莫
れ
。
心
意
識
の
運
轉
を
停
め
、

ぜ
ん
な
く

か
ん

な
か

し

ん

い
し

き

う
ん
て
ん

や

念
想
観
の
測

量
を
止
め
て
作
佛
を
圖
る
こ
と
莫
れ
、
豈
に
坐
臥
に
拘
わ
ら
ん
や
。

ね
ん
そ
う
か
ん

し
き
り
よ
う

や

は
か

あ

ざ

が

か
か

尋
常
坐
處
に
は
厚
く
坐
物
を
敷
き
、
上
に
蒲
團
を
用
う
、
或
い
は
結
跏
趺
坐
、

よ
の
つ
ね

ざ

し

よ

ざ

も

つ

ふ

と

ん

け

つ

か

ふ

ざ

或
い
は
半
跏
趺
坐
、
謂
く
結
跏
趺
坐
は
先
ず
右
の
足
を
以
っ
て
左
の
腿
の
上
に
安
じ
、
左
の
足
を
右
の
嘗
の
上
に
安
ず
。

は

ん

か

ふ

ざ

い
わ

け

つ

か

ふ

ざ

も
も

あ
し

も
も

半
跏
趺
坐
は
但
だ
左
の
足
を
以
て
右
の
嘗
を
圧
す
な
り
、
寛
く
衣
帶
を
繋
け
て
齊
整
な
ら
し
む
べ
し
。

は

ん

か

ふ

ざ

あ
し

も
も

お

ゆ
る

か

せ
い
せ
い



次
に
右
の
手
を
左
の
足
の
上
に
安
じ
、
左
の

掌

を
右
の

掌

の
上
に
安
じ
、
兩
の
大
拇
指
向
か
い
て
、
相
さ
そ
う
、
乃
ち

た
な
ご
こ
ろ

た
な
ご
こ
ろ

だ

い

ぼ

し

あ
い

す
な
わ

正
身
端
座
し
て
、
左
に
側
ち
右
に
傾
き
、
前
に
躬
り
後
に
仰
ぐ
こ
と
を
得
ざ
れ
、
耳
と
肩
と
対
し
鼻
と
臍
と
対
し
め
ん
こ
と

し
よ
う
し
ん
た
ん
ざ

そ
ば
だ

か
た
ぶ

く
ぐ
ま

し
り
え

み
み

か
た

た
い

は
な

ほ
ぞ

た
い

を
要
す
。
舌
、
上
の
顎

に
掛
け
て
唇
歯
相
著
け
、
目
は
須
ら
く
常
に
開
く
べ
し
、
鼻
息
微
か
に
通
じ
身
相
既
に
調
え
て

よ
う

し
た

あ
ぎ
と

し

ん

し

あ

い

つ

す
べ
か

つ
ね

び

そ

く

か
す

し
ん
そ
う

欠
気
一
息
し
、
左
右
揺
振
し
て
兀
兀
と
し
て
坐
定
し
て
箇
の
不
思
量
底
を
思
量
せ
よ
。
不
思
量
底
如
何
が
思
量
せ
ん
、
非
思
量
、

か
ん
き
い
つ
そ
く

さ
ゆ
う
よ
う
し
ん

ご
つ
ご
つ

ざ
じ
よ
う

こ

ふ
し
り
よ
う
ぞ
こ

し
り
よ
う

い
か

ん

此
れ
乃
ち
坐
禪
の
要
術
な
り
。

こ

ざ

ぜ

ん

よ
う
じ
ゆ
つ

所
謂
坐
禪
は
習

禅
に
は
非
ず
、
唯
だ
是
れ
安
樂
の
法
門
な
り
、
菩
提
を
究
盡
す
る
の
修

証
な
り
、
公
案
現
成
、
羅
籠
未
だ

い
わ
ゆ
る
ざ

ぜ

ん

し
ゆ
う
ぜ
ん

あ
ら

た

あ
ん
ら
く

ほ
う
も
ん

ぼ

だ

い

ぐ
う
じ
ん

し
ゆ
し
よ
う

こ
う
あ
ん
げ
ん
じ
よ
う

ら

ろ

う

い
ま

到
ら
ず
、
若
し
此
の
意
を
得
ば
龍

の
水
を
得
る
が
如
く
虎
の
山
に
靠
る
に
似
た
り
、
當
に
知
る
べ
し
正

法

自

ら
現
前
し
、

い
た

も

り
ゆ
う

う

と
ら

や
ま

よ

ま
さ

し
よ
う
ぼ
う
お
の
ず
か

昏
散
先
ず
僕
落
す
る
こ
と
を
、
若
し
坐
よ
り
立
た
ば
徐
徐
と
し
て
身
を
動
か
し
、
安

詳
と
し
て
起
つ
べ
し
。
卒
暴
な
る
べ
か
ら
ず
。

こ
ん
さ
ん

ま

ぼ
く
ら
く

も

じ
よ
じ
よ

あ
ん
じ
よ
う

た

そ
つ
ぼ
う

嘗
て
観
る
超
凡
越
聖
、
坐
脱
立
亡
も
此
の
力
に
一
任
す
る
こ
と
を
。
況
ん
や
復
指
竿
針
鎚
を
拈
ず
る
の
転
機
、
拂
拳
棒
渇

か
つ

ち
よ
う
ぼ
ん
お
つ
し
よ
う

ざ
だ
つ
り
ゆ
う
ぼ
う

い
ち
に
ん

い
わ

ま
た
し
か
ん
し
ん
つ
い

ね
ん

ほ
つ
け
ん
ぼ
つ
か
つ

を
挙
す
る
の
証
契
も
、
未
だ
是
れ
思
量
分
別
の
能
く
解
す
る
所
に
非
ず
、
豈
に
神
通
修

証
の
能
く
知
る
所
と
せ
ん
や
。
声

色
の

こ

し
よ
う
か
い

こ

し
り
よ
う
ふ
ん
べ
つ

よ

げ

あ

じ
ん
ず
う
し
ゆ
し
よ
う

よ

し
よ
う
し
き

外
の
威
儀
た
る
べ
し
、
那
ぞ
知
見
の
前
の
軌
則
に
非
ざ
る
者
な
ら
ん
や
。

ほ
か

い

い
ぎ

な
ん

ち

け

ん

さ
き

き

そ

く

然
れ
ば
則
ち
上
智
下
愚
を
論
ぜ
ず
、
利
人
鈍
者
を
簡
ぶ
こ
と
莫
れ
。
専
一
に
功
夫
せ
ば
正
に
是
れ
辨
道
な
り
。
修

証

自

し
か

す
な
わ

じ

よ

う

ち

か

ぐ

り

じ

ん
ど
ん
し
や

え
ら

な
か

せ
ん
い
つ

く

ふ

う

ま
さ

べ
ん
ど
う

し
ゆ
し
よ
う
お
の
ず
か

ら
染
汚
せ
ず
、
趣
向
更
に
是
れ
平

常
な
る
も
の
な
り
。

ぜ

ん

な

し
ゆ
こ
う
さ
ら

び
よ
う
じ
よ
う

凡
そ
夫
れ
自
界
他
方
、
西
天
東
地
、
等
し
く
佛
印
を
持
し
、
一
ら
宗
風
を

擅

に
す
、
唯
打
坐
を
務
め
て
兀
地
に
礙
え
ら
る
、

お
よ

そ

じ

か

い
た

ほ

う

さ
い
て
ん
と
う
ち

ぶ
つ
ち
ん

じ

も
つ
ぱ

ほ
し
い
ま
ま

た
だ

た

ざ

ご

つ
ち

さ

萬
別
千
差
と
謂
う
と
雖
も
、
祇
管
に
參
禪
辨
道
す
べ
し
、
何
ぞ
自
家
の
坐
牀
を
抛

却
し
て
謾
り
に
佗
國
の
塵

境
に
去
来
せ
ん
。

ま
ん
べ
つ
せ
ん
し
や

い

い
え
ど

し

か

ん

さ
ん
ぜ
ん
べ
ん
ど
う

じ

け

ざ
じ
よ
う

ぼ
う
き
や
く

み
だ

た

こ

く

じ
ん
き
よ
う

き
よ
ら
い

若
し
一
歩
を
錯
れ
ば
當
面
に
蹉
過
す
。

も

あ
や
ま

と
う
め
ん

し

や

か

既
に
人
身
の
機
要
を
得
た
り
、
虚
く
光
陰
を
度
る
こ
と
莫
れ
、
佛
道
の
要
機
を
保
任
す
。
誰
か
浪
り
に
石
火
を
楽
ま
ん
、

に
ん
し
ん

き

よ

う

む
な
し

こ
う
い
ん

わ
た

な
か

ぶ
つ
ど
う

よ

う

き

ほ

に

ん

た
れ

み
だ

せ

つ
か

加

以
、
形
質
は
艸
露
の
如
く
、
運
命
は
電
光
に
似
た
り
、
見
忽
と
し
て
便
ち
空
じ
須
臾
に
即
ち
失
す
。

し
か
の
み
な
ら
ず

ぎ
よ
う
し
つ

そ

う

ろ

で
ん
こ
う

し
ゆ
く
こ
つ

す
な
わ

し

ゆ

ゆ

す
な
わ

し
つ

冀

く
は
其
れ
參
學
の
高
流
、
久
し
く
模
象
に
習
っ
て
眞

龍
を
恠
し
む
こ
と
勿
れ
、
直
指
端
的
の
道
に
精

進
し
絶
学
無
為
の

こ
い
ね
が
わ

そ

さ
ん
が
く

こ

う

る

も

ぞ

う

し
ん
り
ゆ
う

あ
や

な
か

じ
き
し
た
ん
て
き

ど
う

し
よ
う
じ
ん

ぜ

つ
が

く

む

い

人
を
尊
貴
し
、
佛
佛
の
菩
提
に
合
沓
し
祖
祖
の
三
昧
を
嫡
嗣
せ
よ
。
久
し
く
恁
麼
な
る
こ
と
を
為
さ
ば

須

く
是
れ
恁
麼
な
る
べ

そ

ん

き

ぶ
つ
ぶ
つ

ぼ

だ

い

が
つ
と
う

そ

そ

ざ
ん
ま
い

て

き

し

い
ん

も

な

す
べ
か
ら

い
ん

も

し
、
宝
蔵

自

ら
開
け
て
受
用
如
意
な
ら
ん
。

ほ
う
ぞ
う
お
の
ず
か

ひ
ら

じ
ゆ
よ
う
に
よ
い

②
近
代
作
家
の
直
筆
原
稿
を
見
て

森
鷗
外
『
お
も
ひ
艸
の
序
』

A入
外(

島
根
県
津
和
野
町
出
身
、
一
八
六
二
～
一
九
二
二)

の
直
筆
原
稿
は
、
古
書
店
書
目
に
も
稀
で
あ
り
、
こ
の
資
料
も
『
近

代
作
家
自
筆
原
稿
』(

東
京
堂
出
版
刊
行)

の
最
初
一
二
頁
に
収
載
さ
れ
て
い
る

も
の
か
ら
採
録
し
た
。

「
世
界
通
用
ノ
名
ト
ナ
ル
」
鷗
外
、
孫
の
命
名
理
由
記
す

長
女
茉
莉
さ
ん
の
夫
山
田
珠
樹
氏
へ
の
書
簡
一
九
二
〇
年
十
一
月
「
命
名

典
故
」
と
し
、
「
躁
」
は
「
ス
ズ
メ
や
酒
器
の
意
味
を
持
つ
「
躁
」
の
語
源
に
触
れ
、

じ
や
く

ス
ズ
メ
は
か
わ
い
ら
し
く
、
酒
器
に
は
節
制
の
徳
に
通
じ
る
意
味
も
あ
る
、
と
説

明
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
ジ
ャ
ク
「Jaq

u
es

」
と
同
音
の
読
み
方
は
、
「
世
界
通
用
ノ
名
ト

ナ
ル
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
鷗
外
は
、
ド
イ
ツ
留
学
中
、
自
分
の
名
前
を
う
ま

く
発
音
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
経
験
か
ら
、
子
ど
も
に
茉
莉
、
於
菟
、
孫
に
富
と

お

と

と
む

西
洋
風
の
名
前
を
付
け
た
が
、
命
名
理
由
を
書
い
た
文
章
が
公
表
さ
れ
る
の
は

初
め
て
と
い
う
。
（
神
奈
川
近
代
文
学
館
「
森
鷗
外
展
」
読
売
新
聞2

0
0
9
.0
5
1
2

）



夏
目
漱
石
『木
屑
録
』
所
載
の
「
鯛
之
浦
」の
文
章

B



〈
課
題
２
〉
右
に
示
し
た
夏
目
漱
石
『
木
屑
録
』
の
文
章
を
翻
刻
し
て
み
よ
う
。

書
式
は

４
縦
書
き
文
章
と
し
、
手
書
き
原
稿
の
場
合
は
、
黒
鉛
筆

か
、
万
年
筆
の
黒
、
若
し
く
は
墨
毛
筆
を
使
用
す
る
こ

A

F

と
。
電
子
入
力
す
る
場
合
は
、
ワ
ー
ド
ソ
フ
ト
「
一
太
郎
」
を
使
用
し
、

ポ
イ
ン
ト
で
本
文
を
入
力
し
た
う
え
で
、
各
々
の
漢
字

14

に
傍
訓
を
付
け
て
、
右
に
示
し
た
道
元
禪
師
『
普
勸
坐
禪
儀
』
の
よ
う
に
書
き
下
し
て
み
よ
う
。
書
き
下
し
が
む
つ
か
し
い
人
は
、

原
文
を
忠
実
に
書
写
し
て
み
よ
う
。
（※
朱
書
は
、
漱
石
の
友
人
で
あ
っ
た
正
岡
子
規
に
よ
る
書
き
込
み
箇
所
で
あ
る
）

《
参
考
資
料
》石
川
九
楊
著
『
日
本
書
史
』(

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一)

「
縱
横
」の
問
題

石
川
九
楊
著
『
「
書
」で
解
く
日
本
文
化
』

第
１
章

写
経
の
効
力

第
２
章

女
手
＝
平
仮
名
の
発
明

第
３
章

禅
と
墨
蹟
、
漢
語
の
厚
み

第
４
章

解
放
さ
れ
る
文
字

第
５
章

寺
子
屋
の
手
習
い

第
６
章

遊
女
と
書

第
７
章

日
本
の
な
か
の
中
国
趣
味

第
８
章

書
の
巨
人
た
ち

第
９
章

近
代
化
が
も
た
ら
し
た
も
の

２
，
縦
書
き
〔
文
字
〕
の
文

○
「
縦
書
き
」
に
こ
だ
わ
る
…
「
天
に
向
か
っ
て
垂
直
に
話
し
て
水
平
に
書
く
西
洋
人
と
異
な
っ
て
、
天
に
対
し
て
垂
直
に
書
き
水

平
に
話
す
東
ア
ジ
ア
」(

石
川
九
楊
氏)

○
「
天
地
」の
概
念

『
古
事
記
』
の
初
句
「
天
地
ノ
初
發
之
時
」
〔
本
居
宣
長
『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
上
よ
り
〕
は
、
「
あ
め
つ
ち
の
は
じ
め
の
と
き
」
と
訓

ア
メ
ツ
チ

ハ

ジ

メ

ノ

ト
キ

む
。
師
で
あ
る
賀
茂
真
淵
の
『
万
葉
集
』
卷
五
・
八
一
四
の
古
歌
「
阿
米
都
知
の
共
に
久
し
く
言
ひ
継
げ
と
こ
の
奇
御
魂
敷
か
し
け

ア

メ

ツ

チ

こ
と

く

し

み

た

ま

ら
し
も<

山
上
憶
良>

」に
も
と
づ
き
、
「
天
地
」の
訓
を
「あ
め
く
に
」
か
ら
「あ
め
つ
ち
」
へと
訂
正
す
る
。

※
《
補
遺
》
「
天
地
」
の
語
を
「
あ
め
つ
ち
」
で
収
載
す
る
古
辞
書
は
、
室
町
時
代
の
古
辞
書
元
龜
二
年
本
『
運
歩
色
葉
集
』
に
「
天

地
」
〔
二
五
八
①
〕
静
嘉
堂
文
庫
藏
『
運
歩
色
葉
集
』
に
「
天
地
」
〔
二
九
一
⑤
〕
、
印
度
本
系
統
の
弘
治
二
年
本
『
節
用
集
』
「
天
―

ツ
チ

ア
メ
ツ
チ

ア
メ



地
」
〔
天
地
門
二
〇
一
③
〕
永
禄
二
年
『
節
用
集
』
「
天
地
」
〔
天
地
門
一
六
六
⑧
〕
尭
空
本
『
節
用
集
』
「
天
地
」
〔
天
地
門
一
五
五

ツ
チ

ア
メ
ツ
チ

ア
メ
ツ
チ

⑤
〕
及
び
饅
頭
屋
本
『
節
用
集
』
に
「
天
地
」
〔
天
象
部
一
二
一
②
〕
と
見
え
る
ま
で
そ
の
収
載
を
見
な
い
。
で
は
、
そ
れ
ま
で
ど
う
表

ア
メ
ツ
チ

記
し
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、
同
じ
く
室
町
時
代
の
古
辞
書
『
温
故
知
新
書
』
に
、
「
開

闢
」
〔
あ(

梵
字)

乾
坤

ア
メ
ツ
チ
ヒ
ラ
ク

門
上
三
③
〕
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
が
如
く
訓
読
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

○
「
十
」
の
文
字
を
書
く
。
「
｜
」
が
先
か
「
―
」
が
先
か
、
そ
し
て
こ
の
合
わ
さ
っ
た
の
が
「
十
」
と
な
る
。
古
代
、
粘
土
質
に
「
ヘ
ラ
」
で

文
字
を
書
く
と
、
ど
ち
ら
を
先
刻
し
た
か
は
、
そ
の
な
ぞ
り
状
況
で
確
認
で
き
る
。
「
ヘ
ラ
文
字
」
で
書
記
さ
れ
た
古
代
文
字
瓦
を

見
る
と
い
い
。
こ
こ
に
、
「
陸
奥
国
分
寺
址
」
出
土
の
「
千
」
〔
ｋ

番
〕
の
文
字
な
ど
は
、
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
參
考
に

152

成
る
で
あ
ろ
う
。

「
｜
」
が
先
で
「
―
」が
後
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
「
十
」
に
「
□
」
の
枠
を
施
す
と
「
田
」
の
文
字
に
成
る
。
日
本
で
最
古
の
墨
書
文
字
が
三
重
県
貝

蔵
遺
跡
で
出
土
し
た
土
器
か
ら
発

見
さ
れ
た
。
概
ね
二
世
紀
後
半
か
ら
末

の
時
代
の
土
器
（
残
存
高

セ
ン

チ
、
胴
部
最
大
径

セ
ン
チ
、
推
定
口
縁

18.0

17.8

径

セ
ン
チ
）
の
胴
部
に
「
田
」
（

セ

ン
チ
四
方
）
の
文
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

14.0

1.5

何
故
、
「
田
」
な
の
か
。
そ
し
て
、
こ
の

「
田
」
文
字
の
筆
順
は
、
現
在
の
中
国
と

日
本
で
筆
順
が
異
な
っ
て
い
る
文
字

で
も
あ
る
。
古
墳
文
化
時
代
、
列
島
に
は
、

邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
が
国
政
を
執

っ
て
い
た
時
代
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時

代
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
墨
書
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
書
記
言
語
た
る
漢
字
の
受
容
性
の
進
捗
か
ら
し
て
重
要
な
こ
と
と
い
え
よ

こ
と

う
。

こ
の
「
十
」
の
文
字
は
、
遺
教
で
は
「
十
字
架
」
の
象
徴
で
も
あ
る
。
石
川
九
楊
は
そ
の
著
『
書
字
ノ
ス
ス
メ
』
で
、
「
一
本
の
線
を
他
の

一
本
の
線
が
横
切
っ
た
時
、
そ
れ
ま
で
の
の
っ
ぺ
り
と
し
た
空
間
の
中
に
、
求
心
と
遠
心
、
収
束
と
放
射
の
中
心
で
あ
る
交
点
が
生

ま
れ
る
。
交
点
か
ら
光
が
発
し
、
空
間
の
意
味
を
劇
的
に
一
変
す
る
の
だ
。
こ
の
象
徴
が
「
十
」で
あ
り
、
こ
の
交
点
こ
そ
が
「
私
」
と

い
う
存
在
に
他
な
ら
な
い
」
〔新
潮
文
庫
二
七
二
頁
〕
と
表
現
す
る
。

《
余
談
義
》
『
万
葉
集
』
卷
一
・
九
の
「
幸
紀
伊
温
泉
之
時
額
田
王
作
歌
＝
紀
の
温
泉
に
幸
せ
る
時(

齊
明
天
皇
四
年)

、
額
田
王
の

い

で

ゆ

い
で
ま

ぬ
か
た
の
お
お
き
み

作
め
る
歌

莫
囂
圓
隣
之
大
相
七
兄
爪
謁
氣
吾
瀬
子
之
射
立
爲
兼
五
可
新
何
本
」
を
ど
う
訓
じ
て
い
る
か
ご
存
じ
で
す
か
？

よ

実
際
に
、
こ
の
歌
を
西
本
願
寺
本
『
万
葉
集
』
に
遵
っ
て
訓
読
し
て
み
ま
す
と
、
「
莫_

囂_

圓_

隣
ノ
之
大_

相_

七_
兄
爪
テ
謁
氣
吾

ユ

フ

ツ

キ

ア

フ

キ

ト

ヒ

シ

ワ
カ

瀬
子
之
射
立
爲
兼
五
可
新_

何_

夲
」で
す
か
ら
、
「
ゆ
ふ
づ
き
の

あ
ふ
ぎ
て
と
ひ
し

わ
が
せ
こ
が

い
た
た
せ
る
か
ね

い
つ
か

せ

コ

カ

イ

タ

ヽ

せ

ル
カ
ネ

イ

ツ

カ

ア

ハ
ナ

ム

あ
は
な
む
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
こ
れ
を
「
み
も
ろ
の
や
ま

み
つ
つ
ゆ
け

わ
が
せ
こ
が

い
て
た
た
し
け
む

い
つ
か

し
が
も
と
」と
訓
む
説
も
あ
る
の
で
す
。
い
わ
ば
、
こ
の
時
代
で
も
未
解
読
の
歌
と
な
っ
て
い
ま
す
。


