
6

わ
せ
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
詩
的
表
現
に
関
連
し
て
、
ペ
ル
シ
ア

詩
研
究
の
古
典
的
名
著
と
さ
れ
る
『
ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
け
る
詩
的
イ
メ
ー

ジ
』（
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
・
キ
ャ
ド
キ
ャ
ニ
ー
が
一
九
七
一
年
に
上
梓
）
の
中

で
、
文
学
上
の
「synæ

sthesia

（「
共
感
覚
」）」
の
ペ
ル
シ
ア
語
訳
と
し
て

「ḥiss-ām
īzī

（
詩
文
中
に
見
ら
れ
る
、
五
感
の
一
つ
を
他
の
感
覚
に
関
係
づ
け

る
表
現
」）」
と
い
う
ペ
ル
シ
ア
語
の
新
た
な
術
語
が
提
案
さ
れ
て
い
る

3
。

　

こ
の
研
究
書
は
、
そ
の
副
題
「
ペ
ル
シ
ア
詩
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
発
展

と
イ
ス
ラ
ー
ム
・
イ
ラ
ン
に
お
け
る
修
辞
理
論
の
変
遷
に
関
わ
る
批
判
的

研
究
」
が
示
す
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
伝
統
的
修
辞
学B

alāgha

と
現
代
世
界
の
文
学
理
論
と
を
批
判
的
に
融
合
さ
せ
つ
つ
、
西
暦
一
二
世

紀
ま
で
の
ペ
ル
シ
ア
詩
の
個
々
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
構
造
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
著
者
は
、
本
書
の
一
節
で
、
五
感
覚
の
な
か
で
も
視
覚
機
能

が
も
つ
重
要
な
役
割
に
注
目
し
、「
視
覚
」
に
関
わ
る
色
彩
表
現
を
軸
に
、

聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
か
ら
、
ア
ラ
ブ
詩
、
ペ
ル
シ
ア
詩
の
色
彩
に
係
る
表
現

上
の
構
造
の
特
徴
と
変
遷
を
記
述
す
る
中
で
、
西
暦
一
一
世
紀
（
ヘ
ジ
ラ

歴
五
世
紀
）
頃
ま
で
の
、
自
然
を
投
影
し
た
ペ
ル
シ
ア
詩
の
色
彩
に
関
わ

る
特
徴
的
な
表
現
が
、
徐
々
に
、
可
視
的
事
物
の
感
覚
的
次
元
を
超
え
て

拡
大
し
、
観
念
化
、
抽
象
化
、
さ
ら
に
、
思
想
・
思
惟
な
ど
の
文
化
的

要
素
の
表
象
表
現
と
し
て
発
展
す
る
経
緯
を
述
べ
て
い
る

4
。
一
三
世
紀

ペ
ル
シ
ア
詩
に
見
る
「
共
感
覚Ḥiss-ām

īzī

」
の
諸
相
─
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン・モ
ハ
ン
マ
ド・バ
ル
ヒ
ー・

ル
ー
ミ
ーJalāl al-D

īn M
u ḥam

m
ad Balkhī Rūm

ī

（
一
二
七
三
年
没
）
の
詩
作
を
読
み
解
く
た
め
の
一
つ
の
視
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
井
守
男

は
じ
め
に

　

西
暦
一
〇
世
紀
以
降
に
本
格
化
す
る
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
詩
作
の
過

程
に
は
、
詩
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
、
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
触

覚
の
五
感
が
、
本
来
の
感
覚
の
働
き
の
枠
を
超
え
て
自
在
に
組
み
合
わ
さ

れ
た
独
特
な
表
現
が
見
出
せ
る
。
西
暦
千
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
長
大
な
民

族
叙
事
詩
『
王
書Shāhnām

e

』
の
詩
句
、 

二
本
の
足
か
せ
か
ら
我
を
解
き
放
ち　

ま
ず
は
ホ
ス
ロ
ウ
に
こ
の
件
を
告

げ
よ

こ
の
言
葉
で
汝
の
謎
は
解
か
れ　

そ
の
耳
に
明
る
き
声raw

shan āw
āz

が

届
く

1　

に
あ
る
「
明
る
き
声
」
と
い
う
表
現
も
、
こ
の
種
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
隠
喩
的
表
現
と
さ
れ
る
。
イ
ラ
ン
の
現
代
詩

の
分
野
で
、「
視
覚
」
の
対
象
の
花
が
「
聴
覚
」
の
対
象
と
な
る
「
叫
び
」

と
結
び
つ
け
ら
れ
た
「
菫
の
叫
び
」
と
い
う
表
現
が
物
議
を
か
も
し
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い

2
。

　

本
来
の
働
き
か
ら
す
る
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
「
感
覚
の
組
み
合
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半
ば
に
登
場
す
る
中
世
イ
ラ
ン
最
大
の
神
秘
家
、
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
バ
ル
ヒ
ー
・
ル
ー
ミ
ー（
以
下
、一
般
的
慣
習
に
従
い「
ル
ー

ミ
ー
」
と
す
る
）
の
詩
作
に
は
、
彼
の
思
惟
が
詩
と
し
て
昇
華
す
る
過
程

で
無
意
識
の
内
に
生
ま
れ
た
「
共
感
覚
」
的
な
表
現
域
が
、
精
神
界
の
揺

ら
ぎ
の
濃
淡
の
中
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

5
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
一
見
、
隠
喩
的
表
現
と
し
て
の
相
貌
を
も

つ
「
共
感
覚
」
的
表
現
が
、
い
わ
ば
、
詩
作
に
現
れ
る
「
比
喩
」
自
体
が

生
成
さ
れ
る
過
程
を
映
し
出
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。「
共
感
覚
」
的
表

現
の
考
察
は
、
ペ
ル
シ
ア
詩
に
特
徴
を
与
え
る
多
様
な
詩
的
「
比
喩
」
表

現
が
生
ま
れ
る
表
現
の
場
自
体
へ
の
参
内
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り

得
る
。
そ
れ
は
神
秘
家
が
発
す
る
言
葉
の
表
現
上
の
矛
盾
を
解
明
す
る
一

つ
の
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

小
論
は
、「
共
感
覚
」
的
な
表
現
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
上
の
淵
源
に
係

る
議
論
の
枠
組
み
に
触
れ
た
う
え
で
、
文
学
上
の
「
共
感
覚
」
的
要
素
の

視
点
か
ら
、
後
世
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
詩
人
、
思
想
家
に
計
り
知
れ
な

い
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
の
源
泉
に
迫
ろ
う
と
い

う
試
み
で
あ
る
。

一
．
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
と
「
共
感
覚
」
と
の
接
点
を
め
ぐ
っ
て

　

イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
と
「
共
感
覚
」
と
の
接
点
に
関
わ
る
例
と
し
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
根
幹
で
あ
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ク
ル

ア
ー
ン
の
中
に
、
五
感
の
内
の
二
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
来
の
働
き
と
し

て
は
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
表
現
が
あ
り
、
ク
ル
ア
ー

ン
注
釈
を
通
し
て
そ
の
表
現
上
の
妥
当
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
、「
ナ
フ
ル
（
蜜
蜂
）」
章
、第
一
一
二
句
（
井

筒
訳
で
は
第
一
一
三
句
）
に
関
す
る
二
つ
の
邦
訳
を
挙
げ
て
み
る
。

「
神
は
あ
る
街
を
譬
え
に
ひ
き
た
も
う
た
。
そ
こ
は
平
穏
無
事
で
、
食
糧

は
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
豊
か
に
は
い
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
神
の
恩
恵

に
た
い
し
て
恩
知
ら
ず
の
態
度
を
と
っ
た
の
で
、
そ
の
悪
事
の
報
い
と
し

て
、神
は
そ
こ
に
飢
餓
と
恐
怖
と
を
、衣
を
着
せ
る
よ
う
に
味
わ
わ
せ
た
。」   

（『
コ
ー
ラ
ン
』
中
央
公
論
社
、
責
任
編
集　

藤
本
勝
次
）

「
ま
た
ア
ッ
ラ
ー
が
喩（
た
と
え
）を
お
引
き
に
な
っ
た
。
あ
る
邑（
ま
ち
）

が
あ
っ
た
。
な
ん
の
心
配
も
な
く
、
何
不
足
な
く
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の

物
資
が
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
集
ま
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

れ
ほ
ど
の
ア
ッ
ラ
ー
の
お
恵
に
忘
恩
の
態
度
を
と
り
お
っ
た
の
で
、
ア
ッ

ラ
ー
は
こ
れ
に
飢
餓
と
恐
怖
の
衣
を
（
す
っ
ぽ
り
被
せ
て
）、
人
々
の
し

た
（
悪
）
事
の
報
い
を
味
わ
せ
給
う
た
。」

（
岩
波
文
庫
版
『
コ
ー
ラ
ン
』
井
筒
俊
彦
訳
よ
り
）

　

井
筒
訳
に
は
、
神
が
不
信
仰
な
民
に
対
し
て
「（
飢
餓
と
恐
怖
の
）
衣
を

（
彼
ら
に
）
味
わ
せ
た adhāqa-hā A

llāhu libāsa  al-jū‘i w
a al-khaufi

」

と
い
う
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
ア
ラ
ビ
ア
語
原
文
の
構
造
が
、
よ
り
明
確
に
浮

か
び
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
の
問
題
の
所
在
は
、「
触

覚
」
に
関
わ
る
「
衣
」
に
、「
味
覚
」
に
関
わ
る
「
味
わ
う
」
と
い
う
表

現
の
組
み
合
わ
せ
が
、
通
常
の
感
覚
の
働
き
に
基
づ
く
表
現
と
し
て
は
矛

盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た

ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
と
し
て
、
古
来
、
確
た
る
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
ザ
マ
フ

シ
ャ
リ
ーJār A

llāh M
aḥm

ūd b.‘U
m

ar al-Zam
akhsharī

（
一
一
一
四
年
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没
）
の
『
啓
示
の
真
理
を
開
示
す
る
も
のal-K

ashshāf ‘an ḥaqā’iq al-
tanzīl

』
は
こ
の
句
の
隠
喩
に
関
し
て
、飢
餓
と
恐
怖
を
味
わ
う
こ
と
は
現

実
に
あ
り
え
る
喩
で
あ
り
、
人
を
覆
う
衣
は
、
何
か
を
「
包
み
込
む
」
隠

喩
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
、
と
注
釈
し
て
い
る
6

。
こ
の
句
の
「
触
覚
」

に
続
く
「
味
覚
」
の
組
み
合
わ
せ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
総
じ
て
、
こ

の
「
共
感
覚
」
的
な
組
み
合
わ
せ
に
積
極
的
な
意
味
合
い
を
見
出
す
解
釈

は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が

7
、「
共
感
覚
」
の
問
題
が
聖
典
に
も
そ
の
関

わ
り
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。

　

聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
の
一
部
に
も
見
出
さ
れ
る
「
共
感
覚
」
の
主
題
は
、

人
間
の
感
覚
に
関
す
る
神
学
的
な
理
解
の
道
筋
の
中
で
、
よ
り
明
確
で
具

体
的
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
影
響
下
、
神
の

唯
一
性
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
ク
ル
ア
ー
ン
を
神
の
永
遠
性
か
ら
切
り
離

し
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
被
造
性
を
説
き
、
人
間
の
側
の
行
為
の
選
択
権
を
主

張
す
る
な
ど
、
啓
示
的
事
象
の
解
釈
に
理
性
を
持
ち
込
む
合
理
的
傾
向
を

示
し
た
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
神
学
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
合
理
的
な
ク
ル

ア
ー
ン
解
釈
へ
の
理
解
を
残
し
な
が
ら
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
神
の
言
葉
と
し

て
み
と
め
、
神
の
全
能
性
を
重
視
す
る
立
場
を
と
っ
た
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派

神
学
（
及
び
、マ
ー
ト
リ
ー
デ
ィ
ー
派
神
学
）
の
洞
察
に
は
、図
ら
ず
も
、「
共

感
覚
」
の
問
題
が
顕
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
正
統
派

の
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
の
「
感
覚
」
に
関
す
る
教
義
論
的
見
解
を
知
る
た

め
、
こ
こ
で
は
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
聖
法
学
者
で
神
学
上
は
マ
ー
ト
リ
ー

デ
ィ
ー
派
に
属
す
ナ
ジ
ュ
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ブ
ー
・
ハ
フ
ス
・
ナ
サ

フ
ィ
ーN

ajm
 al-D

īn A
bū ḥaf  al-N

asafī al-M
āturīdī

（
一
一
四
一
／
二
年

没
）
が
執
筆
し
た
『
信
条
』al-‘Aqā’id al-N

asafīya

に
関
し
て
、
一
四

世
紀
後
半
、
タ
フ
タ
ー
ザ
ー
ニ
ーṢa‘d al-D

īn al-Taftāzānī

（
一
三
八
九

／
九
〇
年
没
）
が
独
自
の
解
釈
を
展
開
し
た
『
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
「
信
条
」

注
釈Sharḥ al-‘Aqā’id al-N

asafīya

』
に
お
け
る
「
感
覚
」
に
関
す
る

注
釈
に
注
目
す
る
。
タ
フ
タ
ー
ザ
ー
ニ
ー
が
『
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
「
信
条
」

注
釈
』
の
中
で
展
開
す
る
教
義
論
に
お
い
て
、
正
統
派
の
ア
シ
ュ
ア
リ
ー

派
、
お
よ
び
マ
ー
ト
リ
ー
デ
ィ
ー
派
の
神
学
上
の
考
え
方
の
典
型
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

8
。

　

注
釈
で
は
、
ま
ず
、
創
造
に
対
す
る
知
識
の
原
因
に
は
、
健
全
な
る
感

覚
、
正
し
き
伝
承
、
理
性
、
の
三
つ
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
に
対
す

る
疑
義
に
こ
た
え
る
教
義
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
、「
感
覚
」
に
つ
い
て
、
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
本
文
に
そ
っ
て
、

以
下
の
よ
う
に
釈
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。（「　
」
内
は
、『
ナ
サ
フ
ィ
ー
の

信
条
』
の
本
文
を
示
す
。）
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
本
文
自
体
の
内
容
と

い
う
よ
り
、
本
文
に
注
釈
を
加
え
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
タ
フ
タ
ー
ザ
ー

ニ
ー
の
説
く
内
容
で
あ
る
。

「
諸
感
覚ḥaw

āss

は
」
す
な
わ
ち
、
感
覚ḥāssa

の
複
数
形
、
感
覚
機
能

の
意
味
。

「
五
つ
あ
る
。」
そ
の
存
在
の
必
然
性
を
決
定
す
る
理
性
の
意
味
で
あ
る
。

哲
学
者
た
ち
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
内
的
感
覚ḥaw

āss al-bāṭina

に
つ

い
て
い
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
理
に
応
じ
た
証
明
は
不
十
分
で
あ
る
。

　

タ
フ
タ
ー
ザ
ー
ニ
ー
は
、
こ
の
前
段
の
部
分
で
、
神
的
世
界
に
関
わ
る

事
象
に
関
し
て
、
徹
底
し
て
詳
細
に
ま
で
記
述
す
る
哲
学
者
の
方
法
に
否

定
的
で
あ
っ
た
初
期
の
神
学
者
の
意
見
を
紹
介
す
る
際
に
「
共
通
感
覚

ḥiss m
ushtarak

」
な
ど
の
内
的
感
覚
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
正
統
派
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に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
、
哲
学
者
の
説
く
五
つ
の
内
的
感
覚
と
は
、

「
共
通
感
覚
」、「
事
物
形
象
の
保
持
力m

uṣaw
w

ara

」、「
直
観
的
推
察
力

w
ahm

」、「
形
象
統
合
力
（
想
像
力m

utakhayyala

）」、「
記
憶
力ḥāfiẓa

」

の
五
つ
で
あ
る

9
。

　

ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
で
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
、
五
感

に
つ
い
て
は
、「
外
的
感
覚
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
注
釈
が
付
さ
れ
る
。

　
「
す
な
わ
ち
、
聴
覚
」
は
、
耳
の
聴
道
に
広
が
る
神
経
に
付
与
さ
れ
た

機
能
で
あ
り
、
音
質
を
構
成
す
る
空
気
と
聴
道
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ

り
音
が
知
覚
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
は
、神

―
至
高
で
あ
ら
れ
る

―
が
、

そ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の
内
面
に
知
覚
を
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

　
「
さ
ら
に
視
覚
」は
、脳
内
で
相
互
に
結
び
つ
い
て
か
ら
双
方
に
分
か
れ
、

二
つ
の
目
に
向
か
う
、二
つ
の
窪
み
の
神
経
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
あ
る
。

こ
の
機
能
を
通
じ
て
、光
の
輝
き
、事
物
の
色
彩
、形
、嵩
（
か
さ
）、動
き
、

も
の
の
美
醜
そ
の
他
を
知
覚
さ
れ
る
。
至
高
な
る
神
は
、
神
の
下
僕
（
被

造
物
）
が
こ
の
機
能
を
使
う
度
に
人
間
の
内
面
に
こ
れ
を
創
造
な
さ
る
。

「
さ
ら
に
嗅
覚
」
は
、
前
頭
部
に
突
き
出
て
い
る
、
動
物
の
乳
首
に
似
た
、

二
つ
の
盛
り
あ
が
っ
た
突
起
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
、
香
り
の
質
を
決
め

る
空
気
と
鼻
孔
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
香
り
が
知
覚
さ
れ
る
。

「
さ
ら
に
味
覚
」
は
、
舌
の
器
官
に
広
が
る
神
経
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
、

口
の
中
で
味
わ
わ
れ
る
も
の
と
共
に
あ
る
唾
液
と
混
ざ
り
あ
い
、
そ
れ
が

神
経
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
り
味
わ
い
が
知
覚
さ
る
。「
さ
ら
に
触
覚
で

あ
る
。」
こ
れ
（
触
覚
）
は
、
体
全
体
に
広
げ
ら
れ
た
機
能
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
熱
、
寒
さ
、
湿
気
、
乾
き
が
知
覚
さ
れ
る
。
何
か
に
触
れ

た
り
、
接
触
す
る
際
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
知
覚
さ
れ
る
。

　
「
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
に
よ
っ
て
」
す
な
わ
ち
、
五

つ
の
感
覚
は
、「
知
ら
さ
れ
る
。」
す
な
わ
ち
、
知
識
を
与
え
ら
れ
る
、「
そ

の
お
の
お
の
が
定
め
ら
れ
た
世
界
に
対
応
し
て
」
す
な
わ
ち
、
個
々
の
感

覚
（
の
対
応
）。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
神

―
至
高
な
る
お
方
に

栄
光
あ
れ

―
は
、
こ
れ
ら
の
感
覚
を
そ
れ
ぞ
れ
に
特
定
さ
れ
る
事
物
の

知
覚
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
聴
覚
は
音
の
た
め
に
、
味
わ

わ
れ
る
も
の
の
た
め
に
は
味
覚
、
香
り
の
た
め
に
嗅
覚
、
と
い
う
よ
う
に
。

他
の
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
を
通
し
て

知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
の
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
か
（
可
能
か
）、
あ
る
い
は
、
可
能
で
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
異

な
る
見
解
が
あ
る
が
、
正
し
い
見
解
は
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
至
高
な
る
神
の
創
造
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
り
、
神
の
創
造
に
よ
る
諸
感
覚
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の

な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
神
が
、
視
覚
に
対
応
し

た
感
覚
に
続
い
て
音
の
知
覚
を
創
造
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ
る

10
。

　　
「
外
的
感
覚
」
に
関
わ
る
注
釈
の
最
後
の
部
分
で
、
あ
る
感
覚
が
「
他

の
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
神
の
全

能
を
背
景
と
し
て
「
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
正
統
派

神
学
の
教
義
論
が
、
文
学
上
の
「
共
感
覚
」
の
議
論
に
直
接
関
わ
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
が
、
正
統
派
神
学
の
考
え
方
で
は
、「
外
的
感
覚
」
の
相

互
が
交
代
す
る
可
能
性
は
神
の
全
能
を
背
景
と
し
て
否
定
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
「
共
感
覚
」
の
神
学
的
土
台
と
も
い

え
る
考
え
方
で
あ
る
。
合
理
的
な
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
神
学
の
立
場
か
ら
は

導
き
出
さ
れ
な
い
結
論
で
あ
ろ
う
。
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冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、ペ
ル
シ
ア
詩
の
世
界
、と
り
わ
け
、ル
ー

ミ
ー
の
詩
作
に
見
出
せ
る
「
共
感
覚
」
的
表
現
は
、
可
視
的
・
感
覚
的
次

元
の
枠
組
み
を
破
砕
し
、
観
念
化
と
抽
象
化
に
関
わ
る
思
惟
の
領
域
に
ま

で
拡
大
し
た
。
こ
れ
は
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
が
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
「
内
的
感
覚
」
が
、
哲
学
的
思
惟
の
世
界
の
文
学
的
表
現
と
し
て

ペ
ル
シ
ア
語
の
知
的
伝
統
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
一
二

世
紀
後
半
に
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ーIbn Sīnā

（
一
〇
三
七
年
没
）
の
哲
学

的
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
哲
学
的
命
題
と
神
秘
主
義
的

内
的
経
験
と
の
結
合
を
試
み
た
シ
ハ
ー
ブ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ヤ
フ
ヤ
ー
・
ス

フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ーShihāb al-D

īn Yaḥyā Suhraw
ardī

（
一
一
九
一
年
没
）

が
、
五
つ
の
「
外
的
感
覚
」
と
五
つ
の
「
内
的
感
覚
」（
一
〇
感
覚
）
の

比
喩
を
用
い
て
、
能
動
知
性
と
人
間
の
合
体
を
ペ
ル
シ
ア
語
で
著
し
た
表

象
的
物
語
の
題
名
『
赤
い
知
性‘Aql-i Surkh
』

11
に
も
、
そ
う
し
た
隠
喩

表
現
の
変
遷
の
反
映
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

二
．
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
に
見
る
「
共
感
覚
」
と
「
感
覚
の
統
合
」
の
問
題 

　

神
の
全
能
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、「
神
の
慣
習
」
の
中
で
天
命
の
実

現
に
よ
っ
て
運
行
す
る
世
界
観
を
受
け
入
れ
る
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学

の
教
義
の
展
開
を
背
景
と
し
て
、
詩
的
経
験
と
世
界
存
在
の
波
動
を
感
知

す
る
感
性
か
ら
表
出
す
る
想
像
力
は
、
詩
人
の
「
共
感
覚
」
的
表
現
の
可

能
性
を
押
し
広
げ
た
。
ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
け
る
そ
う
し
た
表
現
の
典
型
は

ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
に
見
出
せ
る
。

　

ル
ー
ミ
ー
の
代
表
的
詩
作
品
に
は
、
ル
ー
ミ
ー
が
霊
的
存
在
と
し
て
心

酔
し
た
ス
ー
フ
ィ
ー
、
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
が
姿
を
消
し
て
以
降
、

彼
へ
の
思
慕
と
熱
情
が
詩
と
し
て
奔
出
し
た
膨
大
な
抒
情
詩
群
（『
シ
ャ

ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集
』
現
在
で
も
真
作
を
土
台
と
す
る
校
訂
の
決
定
版
は

な
い
た
め
総
句
数
は
明
言
で
き
な
い
と
さ
れ
る
）
と
、後
に
、一
二
五
八
（
九
）

年
以
降
の
精
神
的
静
謐
の
中
で
口
述
筆
記
さ
れ
た
精
神
的
叙
事
詩
集
『
マ

ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』（
約
二
五
〇
〇
〇
句
）
が
あ
る
。

　
「
共
感
覚
」
的
表
現
が
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
の
中
に
も
つ
意
味
は
、
通
常

の
語
句
連
想
の
枠
を
超
え
る
、
い
わ
ば
、
一
種
の
「
異
化
作
用
」
の
機
能

を
通
じ
て
、
ル
ー
ミ
ー
の
複
雑
に
波
動
す
る
内
面
の
世
界
を
、
よ
り
如
実

に
「
感
じ
さ
せ
る
」
こ
と
に
あ
ろ
う
。
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た

表
現
世
界
は
、「
聴
覚
に
視
覚
を
付
与
し
、
視
覚
に
聴
覚
を
授
け
る
」
神

の
全
能
へ
の
信
頼
を
そ
の
背
景
と
し
て
も
つ
こ
と
を
前
提
に
読
み
解
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集
』
の
例
（
フ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
版
の

巻
数
と
句
番
号
を
付
す

12
）

も
う
十
分
に
も
十
分
の
境
地　

そ
こ
で
私
は
息
を
す
る
こ
と
や
め
た　
　

あ
と
は
恋
人
（
神
）
が
語
る
だ
ろ
う　

耳
に
眼
（
視
覚
）
を
与
え
る
恋
人

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（vol.II.605)

わ
れ
は
鏡　

鏡
の
わ
れ
は　

言
葉
の
徒
に
あ
ら
ず

耳
が
あ
な
た
の
目
と
な
れ
ば　

わ
が
境
地
が
見
え
る
と
い
う
も
の　（vol.I.38

）

甘
い
調
べtarāna-hā-yi shīrīn

金
色
の
言
い
繕
いbahāna-hā-yi  zarrīn

で
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麗
し
き　

美
貌
の
月
の
家
に
導
か
れ

（vol.I.63

）

蒼
穹
の
嗚
咽
か
ら
生
ま
れ
る
は

黄
金
の
微
笑
みkhanda-yi  m

udhahhab

を
湛
え
る　

百
の
庭
園（vol.I.297

）

知
恵
の
言
葉
は　

彼
（
神
）
の
神
秘
の
熱
情
の
中
で　

耳
と
な
る

彼
の
神
秘
に
は　

別
の
通
訳
者
が
い
る
の
で
あ
る
か
ら

（vol.I.384

）

　

ま
た
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』（
以
下
、N

icholson

版
の
巻
数
と
句
番
を
付

す
13)

に
も
、
こ
れ
ら
に
類
し
た
表
現
が
あ
る
。

 

（
だ
が
）
彼
（
そ
の
薪
運
び
は
）
の
方
は　

心
の
内
面
を
読
み
取
っ
て
い

た
彼
の
耳
は　

神
の
前
の
ろ
う
そ
く
か
ら　

光
を
得
て
い
た
の
だ
か
ら 

（vol.IV.694

）

知
る
が
よ
い　

肉
体
か
ら
解
き
放
た
れ
れ
ば

耳
と
鼻
は　

眼
に
な
り
得
る
と

か
の
甘
美
な
る
言
葉
の
王
（
神
秘
家
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
と
さ
れ
る
）
が
語
っ

た
こ
と
は　

正
し
い

神
秘
家
は　

髪
の
毛
一
本
一
本
が　

そ
の
ま
ま
眼
と
な
る
と　

（vol.IV.2400-2401

）

　

ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
の
神
学
教
義
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー

派
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
哲
学
者
が
説
く
「
内
的
感
覚
」
に
否
定
的
な

認
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
一
方
で
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
に
近
い
立
場
と
さ

れ
る
ル
ー
ミ
ー
は
、
特
に
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
と
の
出
会
い
に
よ
る

新
た
な
精
神
世
界
へ
の
没
入
以
降
は
、
そ
う
し
た
神
学
教
義
に
よ
る
呪
縛

か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ー
ミ
ー
に
あ
っ
て
は
、
神
秘

道
の
修
養
の
過
程
で
「
外
的
五
感
」
へ
の
拘
泥
は
消
滅
し
、
外
的
・
内
的

五
感
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
の
枠
を
超
え
、「
感
覚
の
統
合
（
調
和
）」
に

向
か
う
。
通
常
の
感
覚
の
超
越
へ
と
意
識
が
純
化
し
、
真
な
る
実
在
の
直

観
的
把
握
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
新
た
な
生
の
自
覚
の
過
程
で
、「
感
覚
の

統
合
」
の
境
地
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
可
視
的
感
覚
界
の
感
覚
の

超
越
が
説
か
れ
て
い
る
。

五
つ
の
感
覚
（
訳
註
：
こ
こ
で
は
個
々
の
内
的
知
覚
力
を
内
的
五
感
と
喚

ん
で
い
る
）
は

互
い
に　

結
び
つ
い
て
い
る

五
感
そ
れ
ぞ
れ
は　

唯
一
な
る
根
源
か
ら　

生
ま
れ
る
も
の

知
覚
力
は　

他
の
知
覚
力
の
力
と
な
る

個
々
の
力
が　

他
を
充
溢
さ
せ
る　
　
　

眼
で
見
る
こ
と
は　

話
す
力
を
増
し

話
す
こ
と
が　

眼
に　

神
を
見
通
す
力
を
与
え

神
の
姿
の
洞
察
こ
そ
が　

そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
を
目
覚
め
さ
せ

神
秘
的
感
性
と　

内
的
感
覚
は　

親
密
な
友
と
な
る

（vol.II.3236-3239

）

　

さ
ら
に
、「
神
秘
家
が
不
可
視
界
を
透
視
す
る
光
に
よ
っ
て
輝
き
だ
す
」
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と
題
し
た
個
所
で

　
　
　
　

一
つ
の
感
覚
が
広
が
る
中
で　

物
質
の
束
縛
の
枷
を
取
り
払
う
と

他
の
感
覚
も　

な
べ
て
変
容
す
る

一
つ
の
感
覚
が
非
感
覚
世
界
を
経
験
す
る
と

不
可
視
界
が　

す
べ
て
の
感
覚
に　

現
れ
る

一
頭
の
羊
が
群
れ
を
離
れ　

小
川
を
飛
び
越
そ
う
と
す
れ
ば

そ
れ
を
追
っ
て　

次
か
ら
次
に　

群
れ
が
動
き
出
す

己
の
感
覚
の
羊
を　

感
覚
界
か
ら
追
い
や
れ

神
の
「
緑
の
牧
草
萌
え
た
た
せ
」［Q

87:4

］
の
牧
草
地
で
草
を
食
め

か
の
地
で　

そ
の
感
覚
が　

不
可
視
界
の
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
と
黄
水
仙
を
食
み

真
理
の
庭
園
に
参
内
す
る
の
だ

そ
う
な
れ
ば　

感
覚
は　

そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
感
覚
の
使
者

物
質
界
の
感
覚
は　

す
べ
て　

天
国
へ
と
誘
う

物
質
界
を
超
え
た
諸
感
覚
は　

汝
の
感
覚
に
神
秘
を
語
る

言
葉
も
な
く　

真
理
も
な
く　

比
喩
も
な
い　

沈
黙
の
言
葉
で

（vol.II.3240-3246

）

聞
け　

こ
の
葦
笛
が　

い
か
に
語
る
か

幾
多
の
別
離
を　

嘆
く
そ
の
こ
と
ば
を

で
始
ま
る
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
冒
頭
の
一
八
句
（「
葦
笛
の
調
べ
」）
は
、

人
間
存
在
の
本
源
的
始
原
へ
の
回
帰
を
語
っ
て
お
り
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』

全
体
の
主
題
を
象
徴
す
る
重
要
な
句
で
あ
る
。
こ
の
一
八
句
の
中
の　

わ
が
神
秘
は　

呷
吟
と
と
も
に
あ
る
の
に

目
と
耳
に
は　

深
奥
の
神
秘
に
い
た
る
光
が
な
い　
　
　

の
意
味
に
関
し
て
も
、
一
七
世
紀
イ
ン
ド
（
ム
ガ
ー
ル
朝
イ
ン
ド
）
の

マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
注
釈
書M

ukāshifāt-i R
azaw

ī

（M
uḥam

m
ad R

izā L
āhōrī ̄

一
六
七
三
年
頃
没

─
著
）
で
、
こ
こ
に
い
う
「
目
」
と
「
耳
」
の
間
に

等
位
接
続
詞
を
入
れ
る
意
味( chashm

 u gū/osh

「
目
と
耳
」)

に
対
し
て
、

「
耳
」
を
直
前
の
「
目
」
に
そ
の
ま
ま
結
び
付
け
「
耳
と
い
う
目gū/osh-

i chashm

」
と
す
る
読
解

―
耳
の
目
に
は　

深
奥
に
い
た
る
光
が
な
い

―
の
妥
当
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
同
句
は
、
よ
り
普
遍
化

し
た
「
耳
に
は
神
秘
を
見
る
目
が
な
い
」
の
意
味
と
な
る
点
が
報
告
さ
れ

て
い
る

14
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
に
は
、

耳
が
通
れ
ば　

目
に
変
わ
る

さ
も
な
く
ば　
（
神
の
）
言
葉
は
耳
の
中
で
絡
み
合
う

（II.865

）

　

と
い
う
句
が
あ
る
点
か
ら
も
、
こ
う
し
た
「
共
感
覚
」
的
解
釈
は
『
マ

ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
本
質
的
理
解
に
あ
る
程
度
妥
当
性
が
あ
る
点
が
指
摘
で

き
る
。
こ
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
一
八
世
紀
イ
ン
ド
の
ワ
リ
ー
・
ム
ハ
ン

マ
ド
・
ア
ク
バ
ラ
ー
バ
ー
デ
ィ
ーW

ali M
uḥannm

ad A
kbarābādī 

が
、

自
身
の
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
注
釈
書
（M

akhzan al-Asrār

）
で
、
そ
の
よ

う
な
理
解
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
意
味
の
美
を
感
じ
取
る
動
作
の
持
ち

主
は
ま
れ
に
し
か
い
な
い
、
と
し
て
否
定
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る

15
。



13

———　感覚の組織化　———

　

ル
ー
ミ
ー
の
「
共
感
覚
」
的
な
表
現
を
通
常
の
固
定
化
し
た
文
学
的
比

喩
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
ル
ー
ミ
ー
の
詩
的
世
界
の
理
解
に
必

ず
し
も
繋
が
ら
な
い
点
を
理
解
す
る
た
め
、
こ
こ
で
、
ル
ー
ミ
ー
の
弟
子

筋
で
ル
ー
ミ
ー
の
生
前
の
事
績
を
、
ル
ー
ミ
ー
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
中
心

に
記
述
し
た
『
神
秘
家
た
ち
の
美
徳M

anāqib al-‘Ārifīn

』
の
中
か
ら
一

つ
の
事
例
を
挙
げ
る
。
本
書
は
、筆
者
の
ア
フ
ラ
ー
キ
ー（
一
三
六
〇
年
没
）

が
一
三
一
八
年
か
ら
執
筆
を
開
始
し
た
と
さ
れ
、
ル
ー
ミ
ー
と
そ
の
一
族

の
側
か
ら
試
み
ら
れ
た
「
伝
記
」
で
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
特

有
の
誇
張
し
た
記
述
ぶ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ル
ー
ミ
ー
の
詩
の
言

葉
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
を
知
る
上
で
は
不
可
欠
な
文
献
で
あ
る
。

聖
な
る
代
理
者
の
ス
ル
タ
ー
ン
（
ル
ー
ミ
ー
二
代
目
の
後
継
者
フ
サ
ー

ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
へ
の
尊
称
）、
フ
サ
ー
ム
ル
・
ハ
ッ
ク
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン

―
神
よ
、
彼
の
堅
固
な
る
神
秘
で
我
ら
を
清
め
賜
え

―
は
述
べ
た
。

　

あ
る
日
、
我
ら
の
導
師
（
ル
ー
ミ
ー
の
こ
と
）

―
神
よ
、
彼
の
精
妙

な
る
身
を
清
め
賜
え

―
が
我
ら
の
家
を
訪
れ
、
蒸
し
風
呂
部
屋
に
一
人

で
入
っ
た
き
り
十
日
の
間
、
全
く
食
事
を
と
ら
ぬ
ま
ま
戸
も
閉
じ
、
窓
穴

を
覆
う
よ
う
に
、
さ
ら
に
、
バ
グ
ダ
ー
デ
ィ
ー
用
紙
を
数
束
用
意
す
る
よ

う
命
じ
た
。
神
か
ら
授
か
る
神
秘
の
意
味
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ペ

ル
シ
ア
語
で
導
師
が
語
り
始
め
、
私
は
そ
れ
を
書
き
と
め
た
。
私
は
大
き

な
声
で
、書
き
と
め
た
も
の
を
一
枚
一
枚
読
み
上
げ
て
か
ら
脇
に
置
い
た
。

そ
れ
が
終
わ
る
と
、
導
師
は
、
か
ま
ど
に
火
を
つ
け
る
よ
う
命
じ
、
百
枚

ほ
ど
あ
ろ
う
か
と
い
う
紙
の
束
を
、
一
枚
づ
つ
掴
ん
で
は
か
ま
ど
に
放
り

込
ん
で
言
っ
た
、「
見
よ
、
す
べ
て
の
も
の
は
最
後
に
は
ア
ッ
ラ
ー
の
み

も
と
に
帰
り
ゆ
く
。」［
ク
ル
ア
ー
ンQ

42: 53

］
火
が
炎
を
あ
げ
、
紙
が

燃
え
る
と
、
導
師
は
笑
み
を
う
か
べ
て
言
っ
た
、
あ
の
言
葉
は
、
隠
さ
れ

た
世
界
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
、
再
び
、
不
可
視
な
る
世
界
へ
と
戻
っ
て

い
く
の
だ
。
チ
ャ
ラ
ビ
ー（
フ
サ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
こ
と
）は
彼
に
向
っ

て
言
っ
た
、
神
の
御
恵
と
し
て
、
あ
の
紙
を
隠
し
て
お
こ
う
と
し
た
の

で
す
が
。
導
師
は
声
を
あ
げ
て
言
っ
た
、
い
や
、
そ
れ
は
あ
っ
て
は
な
ら

ぬ
行
為
。
誰
に
も
触
れ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
神
秘
の
世
界
は
、
現
世
の
領

域
の
善
良
な
る
者
た
ち
の
耳
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
神
に
選
ば
れ
し
選

良
の
霊
魂
に
こ
そ
、
こ
の
言
葉
を
聞
き
取
る
能
力
が
備
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
あ
の
書
き
と
ら
れ
た
言
葉
は
そ
う
し
た
選
良
た
ち
の
糧
食
と
な
る
の

だ
16

。　

　

誇
張
に
満
ち
た
逸
話
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ル
ー
ミ
ー
の
発
す
る
詩
句
が
霊
的
世
界
と
通
底
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。「
共
感
覚
」
的
な
表
現
が
生
ま
れ
る
世
界
は
、
感
覚
的
世
界

の
矛
盾
を
ろ
過
し
て
表
出
す
る
。
ル
ー
ミ
ー
の
雅
号
「
沈
黙kham

osh 
(khām

ūsh)

」
が
示
す
通
り
、
可
視
的
世
界
の
沈
黙
は
ル
ー
ミ
ー
の
言
語
的

実
体
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。

三
．
ル
ー
ミ
ー
に
見
る
思
惟
と
詩
的
形
象

　

ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
け
る
「
共
感
覚
」
に
関
連
し
て
、
ル
ー
ミ
ー
の
詩
行

が
単
な
る
言
葉
の
奇
異
な
組
み
合
わ
せ
の
工
夫
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い

な
い
点
を
理
解
す
る
た
め
、
さ
ら
に
、
ル
ー
ミ
ー
の
言
葉
の
背
景
に
あ
る

も
の
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
思
惟
の
軌
跡
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
全

能
な
る
絶
対
者
か
ら
恵
ま
れ
た
存
在
そ
の
も
の
を
感
得
す
る
鋭
敏
な
直

観
と
狂
気
と
も
と
れ
る
陶
酔
へ
の
沈
潜
が
も
た
ら
す
詩
的
体
験
が
言
葉
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と
な
っ
て
奔
流
す
る
世
界
が
ル
ー
ミ
ー
の
文
学
の
根
底
に
あ
る
。
絶
対
者

の
生
み
出
す
存
在
の
諸
相
は
ル
ー
ミ
ー
を
通
じ
て
よ
う
や
く
そ
の
実
相

を
示
す
。
単
な
る
言
葉
の
遊
戯
は
深
い
情
念
の
経
験
を
通
し
て
生
み
出
さ

れ
る
ル
ー
ミ
ー
の
詩
行
と
は
無
縁
で
あ
る
。

　
『
神
秘
家
た
ち
の
美
徳
』
に
あ
る
以
下
の
逸
話
の
中
に
、
彼
の
思
惟
と

詩
作
と
の
関
係
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
誇
張
さ
れ
た
物
語
と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
逸
話
全
体
が
醸

し
出
す
雰
囲
気
は
、
ル
ー
ミ
ー
の
詩
が
生
ま
れ
る
生
々
し
い
瞬
間
、
表
現

衝
動
の
深
層
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
、
尊
敬
さ
る
べ
き
、
栄
光
あ
る
友
、
喜
ば
し
き
聖
域
（
メ
ッ
カ
）

の
近
親
者
た
ち

―
神
よ
彼
ら
の
記
憶
に
栄
光
を
与
え
た
ま
え

―
は
述

べ
た
。
時
の
王
女
、
世
界
の
淑
女
、
ス
ル
タ
ー
ン
（
君
主
）
の
妻
ゴ
ル

ジ
ー
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
（
注
釈
：
グ
ル
ジ
ア
の
王
女
の
娘
で
キ
リ
ス
ト
教

徒
。
ア
フ
ラ
ー
キ
ー
は
本
書
で
の
記
述
で
は
、
王
女
と
娘
を
混
同
し
て
い

る
）

―
彼
女
に
神
の
憐
れ
み
を

―
は
、
モ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
（
ル
ー
ミ
ー

の
敬
称
）の
一
族
の
純
正
な
支
持
者
、親
密
な
弟
子
で
あ
り
、絶
え
ず
、ル
ー

ミ
ー
へ
の
熱
い
思
い
に
そ
の
身
を
焦
が
し
て
い
た
。
た
ま
た
ま
、
彼
女
は

カ
イ
サ
リ
ー
（
地
名
）
に
行
く
こ
と
に
し
た
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
に
は
、
抜

き
ん
で
た
人
物
で
、
確
か
な
見
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
彼
女
が
そ
ば
に
い

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
っ
た
。
だ
が
、
彼
女
は
、
か
の
お
方
（
ル
ー
ミ
ー
）

と
の
別
離
の
劫
火
の
重
荷
に
耐
え
ら
れ
え
な
か
っ
た
。
当
時
、
肖
像
画
と

姿
か
た
ち
の
描
写
で
第
二
の
マ
ー
ニ
ー
（
訳
注
：
マ
ニ
教
の
始
祖
の
マ
ニ

は
熟
達
の
絵
描
き
と
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
）
と
呼
ば
れ
た
画
家
が
い
た
。

そ
の
画
家
は
、
自
ら
の
描
く
技
量
に
つ
い
て
、
マ
ー
ニ
ー
さ
え
も
面
目
を

失
う
で
あ
ろ
う
と
豪
語
し
て
い
た
。
彼
は
ア
イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
イ
ェ
・
ル
ー

ミ
ー（
ル
ー
ム
出
身
の
意
味
）と
呼
ば
れ
て
い
た
。ゴ
ル
ジ
ー
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー

ン
は
、
画
家
を
厚
遇
し
た
上
で
、
ル
ー
ミ
ー
の
顔
を
紙
の
上
に
、
こ
の
上

な
く
美
し
く
描
く
よ
う
に
命
じ
た
の
だ
っ
た
、
そ
の
絵
が
彼
女
の
旅
の
伴

侶
と
な
る
よ
う
に
。

　

そ
こ
で
、
ア
イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
は
、
信
頼
で
き
る
も
の
た
ち
数
名
と
わ
れ

ら
の
師
（
ル
ー
ミ
ー
）
の
許
に
出
向
き
、
こ
の
件
を
伝
え
た
。
画
家
は
、

頭
を
下
げ
た
ま
ま
、
ル
ー
ミ
ー
か
ら
離
れ
て
立
っ
て
い
た
が
、
彼
が
話
を

し
よ
う
と
す
る
前
に
、
我
ら
が
師
が
言
葉
を
発
し
た
、「
も
し
そ
れ
が
で

き
る
な
ら
結
構
で
す
」
と
。
素
描
用
の
マ
フ
ザ
ニ
ー
紙
を
取
り
出
し
た
ア

イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
は
筆
を
取
り
、
彼
（
ル
ー
ミ
ー
）
の
方
を
向
い
た
。
我
ら

が
師
は
す
で
に
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。画
家
は
彼
に
一
度
視
線
を
お
く
り
、

そ
の
顔
を
描
き
始
め
た
。
紙
の
上
に
は
、
究
極
の
優
美
さ
で
そ
の
姿
が
描

か
れ
た
。
二
度
目
に
彼
（
ル
ー
ミ
ー
）
を
見
る
と
、
最
初
に
見
た
姿
と
は

別
の
も
の
で
あ
っ
た
。
別
の
紙
に
別
の
素
描
を
行
っ
た
。
素
描
が
終
わ
っ

て
み
る
と
再
び
違
う
姿
で
あ
っ
た
。結
局
の
と
こ
ろ
、二
〇
枚
の
紙
に
様
々

な
姿
を
描
い
た
が
、
何
度
繰
り
返
し
て
見
て
も
別
の
姿
の
絵
画
を
見
る
こ

と
に
な
っ
た
。
画
家
は
困
惑
し
、
叫
び
声
を
あ
げ
て
気
を
失
い
、
絵
筆
を

折
っ
た
。
無
力
の
様
子
で
蹲
り
祈
り
さ
さ
げ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の

時
、
我
ら
が
師
が
、
こ
の
抒
情
詩
を
歌
い
始
め
た
の
だ
っ
た
。

あ
あ　

色
も
な
く
、
徴
も
な
き　

わ
が
身
よ

わ
が
姿
を　

こ
の
わ
が
身
が

い
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

汝
は
語
る　

神
秘
を　

わ
が
内
に　

持
ち
込
め
よ
と

こ
の
わ
が
内
の　

内
な
る
我
は　

い
ず
こ
に
在
る
と
い
う
の
か

わ
が
霊
魂
の　

静
穏
な
る
と
き
は　

い
つ
の
こ
と
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動
き
つ
つ
あ
る　

静
止
の
姿
こ
そ　

わ
れ
な
り

わ
が
大
海
は　

己
自
身
の
内
に
こ
そ　

沈
め
り

岸
辺
な
き　

驚
嘆
の
海
こ
そ　

わ
が
姿

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
は
泣
き
な
が
ら
部
屋
を
後
に
し
、

一
方
で
、
絵
が
描
か
れ
た
紙
は
ゴ
ル
ジ
ー
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
の
許
に
届
ら

れ
た
。
彼
女
は
絵
を
す
べ
て
荷
物
箱
に
入
れ
て
、旅
で
あ
れ
自
宅
で
あ
れ
、

身
か
ら
離
さ
ず
保
持
し
て
い
た
。
か
の
お
方
（
ル
ー
ミ
ー
）
へ
の
熱
情
が

彼
女
を
覆
い
尽
く
す
と
き
、
か
の
お
方
は
、
す
ぐ
さ
ま
、
そ
の
姿
を
見
せ
、

彼
女
は
平
安
を
得
る
の
で
あ
っ
た

17
。

　

不
可
視
界
の
生
々
し
い
内
的
体
験
を
通
じ
て
、
ル
ー
ミ
ー
は
、
こ
の
世

界
が
刻
々
と
し
て
変
容
す
る
姿
を
感
じ
取
る
。
定
ま
る
こ
と
な
く
瞬
間
ご

と
に
新
た
な
世
界
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
消
滅
し
、
再
生
す
る
。
こ
う
し
た

世
界
存
在
の
実
相
を
感
得
す
る
過
程
で
、「
動
き
つ
つ
あ
る　

静
止
の
姿

こ
そ
」
の
よ
う
な
逆
説
表
現
が
生
ま
れ
る
。「
共
感
覚
」
的
な
矛
盾
す
る

比
喩
的
表
現
と
同
様
な
位
相
で
、
ル
ー
ミ
ー
の
思
惟
は
、
世
界
の
矛
盾
す

る
二
項
対
立
を
克
服
す
る
存
在
論
的
思
惟
へ
と
発
展
す
る
。
こ
の
逸
話
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
詩
は
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集
』
に
所
収
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
思
惟
の
向
か
う
道
筋
は
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
に

も
様
々
な
形
で
現
れ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
（
単
語
）
と
音
な
る
も
の
は　

思
惟
か
ら
浮
か
び
た
つ

汝
は
知
る
か　

思
惟
の
海baḥr-i andīsha

の
い
ず
く
に
あ
る
や

言
葉
の
波m

auji-i sakhun

を
優
美
と
見
る
や　

そ
の
海
は
高
貴
な
も
の
と
知
ろ
う

知
に
よ
っ
て　

思
惟
の
波
が
起
こ
り

言
葉
と
音
で　

思
惟
は　

そ
の
姿
を
現
す

言
葉
か
ら
形
が
生
ま
れ　
　

波
は
再
び　

海
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
る

形
は　

形
な
き
姿
か
ら　

出
現
し

「
ま
こ
と
に
我
々
は
ア
ッ
ラ
ー
の
も
の
。
我
々
は
や
が
て
ア
ッ
ラ
ー
の
お

傍
に
還
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
身
」［Q

2:156

］
へ
と
戻
る

な
れ
ば　

汝
に
は　

瞬
時
瞬
時
に　

死
と
生
へ
の
帰
還
が
訪
れ
る

預
言
者
は
言
葉
を
残
し
た　

現
世
は
一
時
の
も
の
と

我
ら
の
思
考
は　

至
高
な
る
お
方
か
ら　

大
気
に
は
な
た
れ
る
矢
に
似
る

空
気
の
な
か
に　

い
か
に
留
ま
ろ
う
や　

矢
は
神
へ
と
戻
る

現
世
は　

瞬
間
ご
と
に　

新
た
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

我
ら
は　

新
た
な
姿
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず　

そ
の
ま
ま
の
姿

で
い
る
と
思
い
込
み

（vol.I.1137-1144

）

　

さ
ら
に
、

刻
々
と　

新
た
な
形ṣ ūratī naw　

新
た
な
美
が
生
ま
れ
る

新
た
に
生
ま
れ
る
形
と
美
に　

倦
怠
は
失
せ
る

（vol.IV. 3264

）

　

本
稿
で
は
主
と
し
て
「
共
感
覚
」
的
な
要
素
に
絞
っ
て
ル
ー
ミ
ー
の
詩

作
を
考
察
し
た
が
、
感
覚
に
関
わ
る
ル
ー
ミ
ー
の
言
葉
に
限
定
さ
れ
た
議

論
と
は
い
え
、
彼
の
思
惟
そ
の
も
の
の
広
大
な
世
界
へ
の
視
座
な
く
し
て
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は
そ
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

四
．
お
わ
り
に

　

以
上
、
こ
こ
で
見
た
ペ
ル
シ
ア
詩
に
み
る
「
共
感
覚
」
的
な
比
喩
表
現

は
、
中
世
期
に
は
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
中
に
そ
の
詩
的
世
界
と
の
豊
饒
な
結

び
付
き
の
諸
相
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
点
を
述
べ
た
。

　

一
方
で
、「
共
感
覚
」
に
か
か
わ
る
詩
的
表
現
と
し
て
は
、
こ
こ
で
二

人
の
詩
人
の
名
を
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

一
人
は
、
ム
ガ
ー
ル
朝
最
大
の
ペ
ル
シ
ア
語
詩
人
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
ブ

ド
ゥ
ル
・
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ベ
ー
デ
ィ
ル
（
一
七
二
〇
年
没
）
で
、
ペ
ル
シ

ア
詩
の
代
表
的
詩
形
「
イ
ン
ド
・
ス
タ
イ
ル
」
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。

今
一
人
は
、現
代
イ
ラ
ン
の
ソ
フ
ラ
ー
ブ
・
セ
ペ
フ
リ
ー
（
一
九
八
〇
年
没
）

で
あ
る
。

　

ベ
ー
デ
ィ
ル
の
「
イ
ン
ド
・
ス
タ
イ
ル
」
で
の
詩
作
は
、
ま
さ
に
「
共

感
覚
」
表
現
と
呼
ぶ
べ
き
比
喩
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
詩
は
、

イ
ン
ド
亜
大
陸
ば
か
り
か
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ペ
ル
シ
ア
語
詩
人
へ
の
深
い

影
響
が
知
ら
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
的
な
主
題
な
ど
も
含
め
て
自
然
界
を

独
自
の
比
喩
で
表
現
す
る
境
地
は
、
他
者
を
圧
倒
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

特
に
ベ
ー
デ
ィ
ル
に
つ
い
て
は
、「
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
ペ
ル
シ
ア
語
文
学
の
展

開
」

18
と
し
て
こ
の
詩
人
に
も
若
干
触
れ
て
い
る
が
、
ベ
ー
デ
ィ
ル
の
詩

作
に
見
る
「
共
感
覚
」
的
比
喩
表
現
の
淵
源
に
こ
こ
で
見
た
ル
ー
ミ
ー
の

詩
的
世
界
か
ら
の
連
想
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な

い
。

　

セ
ペ
フ
リ
ー
の
特
異
な
比
喩
表
現
は
イ
ラ
ン
の
現
代
詩
の
圧
巻
と
い

え
る
も
の
で
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ペ
ル
シ
ア
詩
研
究
が
本
格
化
す
る
中
で

「
共
感
覚ḥiss-ām

īzī

」
的
比
喩
表
現
の
典
型
と
し
て
分
析
の
対
象
に
な
っ

て
い
た
の
は
、
と
り
わ
け
、
こ
の
詩
人
の
詩
行
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
考

察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
こ
う
し
た
詩
人
た
ち
の
詩
作
の
「
比
喩
」
に
つ

い
て
も
、「
喩
」
が
詩
と
し
て
生
成
さ
れ
る
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
が
必

要
な
点
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

本
稿
で
は
感
覚
に
関
わ
る
「
共
感
覚
」
的
な
側
面
を
中
心
に
論
じ
た

が
、「
感
覚
」
も
含
め
た
多
様
な
要
素
を
包
含
し
た
「
喩
」
は
ル
ー
ミ
ー

の
詩
的
世
界
の
一
つ
の
特
徴
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う

19
。
特
に
、
神
秘

的
境
地
の
た
だ
中
で
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩

集
』
に
は
、「
選
ば
れ
し
お
方
（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
）
の
御
光
が
嘆
き
の

柱
を
撫
で
る
」( vol.V.2131)

、「
知
性
は
愛
の
掌
か
ら
阿
片
を
飲
み
」( vol.

IV.1931) 

の
類
い
の
人
間
の
五
感
に
関
わ
る
擬
人
法
的
な
比
喩
表
現
が
敷

き
詰
め
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
五
感
に
関
連
し
た
隠
喩
的
な
表
現
と
い

う
点
で
は
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
第
一
巻
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、「
心

の
口
」（l994

）、「
信
仰
の
匂
い
」（2882

）、「
髪
の
毛
一
本
づ
つ
、
こ
れ

に
耳
を
か
た
む
け
よ
」（2595

）
と
い
っ
た
表
現
が
見
出
さ
せ
る
が
、
抽

象
と
具
象
が
そ
の
ま
ま
結
び
付
い
た
「 

知
性
の
海
」（1109

）、「
抑
圧
の

牧
場
」（1705

）、「
精
神
の
大
海
」（755

）、 「
精
神
の
茂
み
の
猟
で
」（2219

）、

「
意
味
な
き
茨
」（2922

）
な
ど
の
表
現
は
ル
ー
ミ
ー
の
真
骨
頂
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
の
「
喩
」
も
独
自
の
宗
教
意
識
の
深
遠
と
無
意
識
の
境
涯
に
踏
み

込
ん
だ
ル
ー
ミ
ー
の
詩
的
経
験
の
深
層
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
も
の
で

あ
る
点
が
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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