
17

———　となり合う〈遠き〉アジア　———

阮
攸
の
生
誕
二
五
〇
周
年
に
あ
た
り
、
八
月
八
日
に
は
ハ
ノ
イ
に
お
い

て
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
翰
林
院
と
、
阮
攸
の
故
郷
に
あ
た
る
ハ
テ
ィ
ン

省
の
人
民
委
員
会
の
主
催
で
「
大
詩
豪
阮
攸
生
誕
二
五
〇
周
年
記
念
国
際

会
議
」
と
い
う
国
際
学
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
国
内
外
の
阮
攸
と
『
翹

伝
』
の
研
究
者
が
参
加
、
一
〇
〇
以
上
の
発
表
論
文
の
応
募
が
あ
り
、
当

日
は
選
出
さ
れ
た
代
表
二
十
数
名
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
た
。
国
内
的
に

は
国
威
を
発
揚
し
、
対
外
的
に
は
ベ
ト
ナ
ム
文
化
を
宣
伝
す
る
政
治
的
意

図
も
垣
間
見
え
る
催
し
で
は
あ
っ
た
が
、
ひ
と
り
の
詩
人
を
巡
っ
て
の
こ

れ
ほ
ど
大
規
模
で
盛
大
な
文
学
会
議
は
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
他
に
は
あ
り
え

な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
実
の
と
こ
ろ
筆
者
は
、
阮
攸
作
品
も
そ
の
範
囲
に
含
ま
れ

る
ベ
ト
ナ
ム
古
典
文
学
で
は
な
く
、
近
現
代
文
学
を
中
心
に
研
究
し
て
き

た
。特
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
さ
な
か
の
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
サ
イ
ゴ
ン（
現

ホ
ー
チ
ミ
ン
市
）
の
文
壇
に
現
れ
た
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ンPhạm

 
C

ông Thiện

（
一
九
四
一
─
二
〇
一
一
。
以
下
、
テ
ィ
エ
ン
と
略
）
と
い
う
詩

人
に
し
て
仏
教
思
想
家
で
も
あ
る
人
物
に
つ
い
て
の
研
究
に
長
く
時
間

を
費
や
し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
そ
れ
ま
で
の
研
究
を
ま
と
め
た
『
新
し
い

意
識　

ベ
ト
ナ
ム
の
亡
命
思
想
家
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン
』
を
出
版

し
た

2
。
そ
の
テ
ィ
エ
ン
も
実
は
、
阮
攸
に
関
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
に

心
の
叡
智
（
Ⅱ
）　　

フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
阮
攸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
平
宗
弘

 

浮
生
、
泡
影
の
ご
と
し
／
万
境
皆
空
の
句
あ
り
／        

    
仏
を
も
っ
て
心
と
な
さ
ば
皆
／
お
の
ず
か
ら
輪
廻
よ
り
超
脱
す

（
阮
攸
「
十
類
衆
生
祭
文
」）

一
．
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
の
中
で
ベ
ト
ナ
ム
を
最
も
代
表
す
る

作
品
を
一
つ
だ
け
選
ぶ
と
す
る
な
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
作
家
、
詩
人
、
文

学
研
究
者
の
多
く
は
、阮

グ
エ
ン
・
ズ
ー攸N

guyễn D
u

（
一
七
六
五
─
一
八
二
〇
）
の
『
翹

伝
』Truyện K

iều

（
一
八
世
紀
末
〜
一
九
世
紀
初
頭
頃
）
を
き
っ
と
選
ぶ
に

違
い
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
文
学
そ
の
も
の
が
世
界
的
に
有
名
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
も
の
の
、
こ
の
『
翹
伝
』
は
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

中
国
語
、
日
本
語
、
そ
の
他
の
外
国
語
に
も
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

フ
ァ
ム
・
ク
ィ
ンPhạm

 Q
uỳnh

（
一
八
九
二
─
一
九
四
五
）
の
有
名
な
言
葉
、

「
翹
伝
が
あ
る
限
り
、
我
々
の
言
葉
は
あ
り
、
我
々
の
言
葉
が
あ
る
限
り
、

我
々
の
国
は
あ
る
」

1
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
国
ベ
ト
ナ
ム
が
世

界
に
誇
る
長
編
韻
文
作
品
で
あ
る
。

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
五
年
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
作
者
で
あ
る
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当
時
の
サ
イ
ゴ
ン
で
出
版
さ
れ
た
幾
つ
か
の
書
物
の
中
で
言
及
し
、
そ
の

後
、
一
九
九
六
年
に
は
亡
命
先
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
、『
阮
攸　

民
族

的
大
詩
豪
』
と
い
う
、
四
五
〇
ペ
ー
ジ
近
く
に
及
ぶ
、
阮
攸
お
よ
び
『
翹

伝
』
に
関
す
る
論
考
を
一
冊
出
版
し
て
い
る
。
拙
著
で
は
、
テ
ィ
エ
ン
の

作
品
お
よ
び
思
想
の
す
べ
て
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
の
、
し

か
し
な
が
ら
率
直
に
言
え
ば
、
彼
の
思
想
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
の
に

十
分
な
力
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
拙
著
で
は
十
分
に
議
論
で
き
な
か
っ

た
未
解
明
の
問
題
の
一
部
に
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
を
い
か
に
読
み
、
ど

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
十
分
に
論
ず
る
こ
と
の
で
き
な

い
ま
ま
で
い
た
「
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
阮
攸
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
も

う
一
度
テ
ィ
エ
ン
の
著
作
を
読
み
直
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
本
稿

の
構
成
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
テ
ィ
エ
ン
が
二
〇
代
の
頃
の
著
作
の
内
容

の
考
察
と
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
失
踪
し
亡
命
者
の
立
場
に
な
っ
て
以
降
の
著

作
、
と
り
わ
け
『
阮
攸　

民
族
的
大
詩
豪
』（
以
下
、『
阮
攸
』
と
略
）
の

内
容
の
考
察
に
大
き
く
二
分
し
、さ
ら
に
、『
阮
攸
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

テ
ィ
エ
ン
に
よ
る
阮
攸
の
評
価
を
、
詩
作
面
と
思
想
面
と
に
分
け
、
彼
が

阮
攸
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
考
察
を
進
め
て
い
く
。

な
お
、
本
稿
の
題
名
を
「
心
の
叡
智
（
Ⅱ
）」
と
し
た
の
は
、
上
述
の

拙
著
の
終
章
章
題
が
「
心
の
叡
智
」
で
、
本
稿
が
そ
れ
を
継
承
す
る
考
察

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

二
．
一
九
六
〇
年
代
の
テ
ィ
エ
ン
の
著
作
に
お
け
る
阮
攸

一
九
六
四
年
に
評
論
集
『
文
芸
と
哲
学
に
お
け
る
新
し
い
意
識
』
を
出

版
し
て
サ
イ
ゴ
ン
の
文
壇
に
本
格
的
に
登
場
し
て
か
ら
、
一
九
七
〇
年
に

突
然
、
南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
失
踪
し
て
し
ま
う
ま
で
の
間
に
、
テ
ィ
エ
ン
は

詩
、
小
説
、
思
想
書
、
そ
し
て
翻
訳
ま
で
合
わ
せ
れ
ば
二
〇
冊
近
く
の

本
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
阮
攸
に
最
も
言
及
し
て
い
る
著
作
は

一
九
六
七
年
出
版
の
思
想
書
『
深
淵
の
沈
黙
』
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
書

か
れ
た
阮
攸
あ
て
の
献
辞
を
見
れ
ば
、
す
ぐ
に
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
阮

攸
の
存
在
の
重
要
性
が
分
か
る
。

雲
突
き
抜
け
る
鴻
山
に
黙
し
て
坐
し
、
秋
風
と
と
も
に
老
い
、
東
洋
に

お
け
る
最
も
偉
大
な
五
人
の
詩
人
の
う
ち
の
一
人
と
な
っ
た
、
ベ
ト
ナ
ム

の
思
想
と
詩
歌
の
白
髪
の
父

グ
エ
ン
・
ズ
ー
に
送
る

一
九
六
六
年
五
月
二
二
日
、
パ
リ

フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン

3

こ
こ
で
テ
ィ
エ
ン
が
形
容
し
て
い
る
、「
鴻
山
に
黙
し
て
坐
し
、
秋
風

と
と
も
に
老
い
」
た
「
白
髪
」
の
人
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
阮
攸
が
父

親
の
郷
里
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
僊
田
村
で
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
頃
に
作

ら
れ
た
漢
詩
の
描
写
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
阮
攸
は
、
黎
朝
の
宰

相
で
あ
っ
た
父
親
、
阮
儼
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
一
九
歳
の
時
に
郷
試
を

受
け
て
三
場
に
合
格
し
、
官
吏
の
道
を
進
む
は
ず
だ
っ
た
も
の
の
、
二
一

歳
の
時
に
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
か
ら
興
っ
た
西
山
阮
氏
に
よ
っ
て
黎
朝
は
滅

ぼ
さ
れ
、
二
三
歳
の
時
に
は
昇
龍
（
現
在
の
ハ
ノ
イ
）
を
離
れ
て
、
最
初

は
妻
の
故
郷
に
身
を
潜
め
、
一
七
九
六
年
頃
、
彼
が
三
〇
代
に
入
っ
た
頃

か
ら
一
八
〇
二
年
に
な
っ
て
阮
朝
に
仕
え
る
ま
で
、
僊
田
村
で
隠
遁
生
活

を
送
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
隠
遁
暮
ら
し
の
三
〇
代
初
め
に
は
阮
攸
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は
す
で
に
白
髪
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
気
に
し
て
い
た
様
子
が
彼
の
当

時
の
多
く
の
漢
詩
か
ら
う
か
が
え
る
。
地
元
の
連
山
で
、
九
九
の
頂
が
あ

る
と
言
わ
れ
る
鴻
嶺
に
入
っ
て
の
狩
猟
を
好
ん
で
い
た
こ
と
も
、
号
の
ひ

と
つ
が
「
鴻
山
猟
戸
」
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
漢
詩
の
中
か
ら
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

献
辞
に
戻
れ
ば
、「
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
と
詩
歌
の
白
髪
の
父
」
と
い
う

表
現
か
ら
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
の
詩
歌
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
思
想
に
つ

い
て
も
「
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
し
、「
東
洋
に
お
け
る
最
も
偉
大
な
五
人
の
詩
人
の
う
ち
の
一
人
」

と
い
う
表
現
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
テ
ィ
エ
ン
の
阮
攸
評
価
が
単
に
絶

大
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
阮
攸
の
詩
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
思
想
表

明
で
あ
り
、
そ
の
思
想
性
も
詩
人
と
し
て
の
偉
大
さ
を
保
証
す
る
も
の
だ

と
お
そ
ら
く
テ
ィ
エ
ン
が
捉
え
て
い
た
こ
と
、
要
す
る
に
詩
人
阮
攸
の
詩

作
品
に
現
れ
て
い
る
思
想
性
を
テ
ィ
エ
ン
が
大
い
に
評
価
し
て
い
た
こ

と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
鴻
山
の
頂
に
黙
っ
て
坐
っ
て
い
る
（
と
テ
ィ
エ
ン
が
想
像
し
た
）

阮
攸
の
姿
は
、
こ
の
献
辞
の
次
ペ
ー
ジ
に
置
か
れ
た
、「
深
淵
と
高
峰
の

は
ざ
ま
を
行
く
」
と
い
う
題
の
序
文
相
当
の
文
章
冒
頭
に
引
か
れ
て
い
る

一
二
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
の
禅
僧
、
空
路
（
？
─
一
一
一
九
）
の
、「
有
時
直
上

孤
峯
頂
／
長
嘯
一
声
寒
太
虚
」
と
い
う
偈
に
基
づ
き
語
ら
れ
る
、
孤
峯
の

頂
き
に
立
っ
て
叫
び
上
げ
る
姿
と
、「
沈
黙
」
と
「
叫
び
」
と
の
対
極
性

を
示
し
つ
つ
も
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
印
象
を
読
者
に
与
え
る
だ
ろ

う
。『

深
淵
の
沈
黙
』
本
論
で
は
、
第
一
章
「RED

U
CTIO

 AD
 IM

PO
SSIBLE

　

弁
証
法
破
壊
の
道
」
の
中
の
、「
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
は
、〈
性
〉Tính

と
〈
越
〉V

iệt

の
思
想
で
あ
る
。〈
性
〉
と
〈
越
〉
は
李
朝
時
代
に
最
も

強
烈
に
完
成
し
、
阮
攸
と
阮
秉
謙
〔
一
四
九
一
─
一
五
八
五
。
莫
氏
時
代
の

官
僚
、
文
人
〕
に
お
い
て
最
も
輝
か
し
く
体
現
さ
れ
た
」

4
と
い
う
一
文

か
ら
始
ま
る
段
落
に
お
い
て
、
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想

で
あ
る
〈
性
〉
と
〈
越
〉
の
思
想
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
阮
攸
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

阮
攸
は
〈
性
〉
を
〈
命
〉
に
返
し
た
。（cf.

『
清
軒
詩
集
』。
性
成
鶴
脛

何
容
断
、
命
等
鴻
毛
不
自
知
）。
荘
子
は
老
子
を
裏
切
り
、
そ
し
て
老
子

の
思
想
を
破
壊
し
た
。
荘
子
こ
そ
が
、
老
子
の
思
想
を
廃
滅
に
至
ら
せ
る

道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。『
南
華
経
』
に
お
い
て
、荘
子
は
〈
性
〉
を
〈
生
〉

に
落
と
し
、〈
生
〉
は
性
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
（cf. 

「
徳
充
符
」、
幸
能

正
生
、
以
正
衆
生
）。〔
中
略
〕

阮
攸
こ
そ
が
〈
性
〉
を
〈
命
〉
に
返
し
た
。〈
性
〉
を
〈
生
〉
か
ら
〈
命
〉

に
返
し
た
の
で
あ
る
。
阮
攸
は
荘
子
を
転
化
し
、
そ
し
て
荘
子
を
越
え
た
。

〈
性
〉
と
〈
越
〉
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
生
〉
を
破
毀
し
た
。

阮
攸
の〈
性
〉は
、〈
命
〉の〈
性
〉で
あ
る
。
阮
攸
の〈
越
〉は（
グ
エ
ン
・
ズ
ー

自
身
が
千
回
以
上
も
読
ん
だ
と
言
う
）『
金
剛
経
』
か
ら
生
ま
れ
た
〈
禅
〉

の
〈
越
〉
で
あ
る
。

5

概
念
の
羅
列
と
論
の
圧
縮
で
分
か
り
に
く
い
一
節
だ
が
、
こ
こ
に
呈
示

さ
れ
て
い
る
個
々
の
概
念
の
意
味
解
釈
に
は
深
く
入
り
込
ま
ず
、
形
式
的

に
テ
ィ
エ
ン
の
思
考
を
追
っ
て
い
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
確
認
で
き
る
の

は
、
老
子
の
思
想
に
は
元
来
あ
っ
た
〈
性
〉
を
、
荘
子
が
〈
生
〉
へ
と
下

落
さ
せ
た
、
と
い
う
よ
う
に
テ
ィ
エ
ン
が
荘
子
を
批
判
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
荘
子
の
思
想
は
、〈
性
〉
を
忘
却
し
た
〈
生
〉
の
思
想
で
あ
る
、

と
テ
ィ
エ
ン
は
言
い
た
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
参
照
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さ
れ
て
い
る
の
が
、『
荘
子
』「
徳
充
符
篇
」
の
一
節
で
、確
か
に
こ
の
『
荘

子
』
の
一
節
に
は
、「
性
」
と
い
う
語
は
現
れ
ず
、「
生
」
の
字
が
「
正
生
」

と
し
て
「
正
し
い
」
価
値
が
付
加
さ
れ
て
現
れ
て
い
る
。

一
方
、
阮
攸
に
つ
い
て
は
、『
荘
子
』「
駢
拇
篇
」
の
一
節
「
鶴
脛
雖
長
、

断
之
則
悲
、
故
性
長
非
所
断
」（
鶴
の
足
は
長
く
て
も
そ
れ
を
短
く
た
ち
切
ら

れ
た
ら
悲
し
む
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
生
ま
れ
つ
き
長
い
も
の
は
〔
長
い
か
ら
と

い
っ
て
〕
た
ち
切
る
べ
き
で
は
な
〔
い
〕）6
を
、阮
攸
が
自
ら
の
漢
詩
の
中
で
、

「
性
成
鶴
脛
何
容
断
、
命
等
鴻
毛
不
自
知
」（
性
は
鶴
の
脛
を
成
す
、
何
ぞ
断

つ
を
容
す
。
命
は
鴻
毛
に
等
し
く
も
、
自
ら
は
知
ら
ず
）

7
と
い
う
よ
う
に
取

り
込
み
、
荘
子
と
同
じ
く
「
性
」
と
い
う
語
を
用
い
な
が
ら
も
阮
攸
は
荘

子
と
は
異
な
る
意
味
で
「
性
」
と
い
う
語
を
使
用
し
、
荘
子
の
（
小
文
字

の
）「
性
」
の
意
味
を
変
容
さ
せ
て
、〈
性
〉
の
思
想
を
呈
示
し
て
い
る
の
だ
、

と
テ
ィ
エ
ン
は
見
な
す
。
ま
た
、「
性
」
と
「
命
」
と
が
並
列
的
に
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、荘
子
の
〈
生
〉
の
思
想
で
は
（
小
文
字
の
）
性
（
個

別
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
格
、性
質
と
解
し
た
い
）
へ
と
意
味
が
変
容
し
て
〈
命
〉

か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
〈
性
〉
を
、〈
命
〉
へ
と
引
き
戻
し
た
、
の

だ
と
テ
ィ
エ
ン
は
考
え
て
い
る
。
補
足
し
て
お
け
ば
、
テ
ィ
エ
ン
の
参
照

し
た
『
荘
子
』「
徳
充
符
篇
」
の
一
節
の
前
に
は
、「
受
命
於
天
、
唯
舜
独

也
正
」（
命
を
天
に
受
く
る
は
、
唯
だ
舜
の
み
独
り
正
し
）

8
と
あ
り
、
こ
の

一
節
か
ら
は
、
荘
子
の
「
命
」
は
天
に
お
け
る
命
と
し
て
、
天
と
関
連
付

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
「
命
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
が
、
舜

の
正
し
い「
生
」で
あ
っ
た
の
だ
、と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の「
徳

充
符
篇
」
の
一
節
で
は
、
字
面
だ
け
見
れ
ば
確
か
に
「
性
」
は
不
在
で
あ

る
た
め
、「
命
」
と
は
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
駢
拇
篇
」
に
つ

い
て
は
、
そ
の
引
用
部
分
の
前
後
ま
で
確
認
す
る
と
、「
性
」
そ
し
て
「
性

命
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
が
、
テ
ィ
エ
ン
の
考
え
で
は
、
そ
の
荘
子
の

「
性
」
は
、
大
文
字
の
〈
性
〉
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
小
文
字
の
「
性
」

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
や
は
り
〈
性
〉
と
〈
命
〉
と
は
離
れ
て

い
る
と
見
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、阮
攸
の
漢
詩
で
は
、「
性
」と「
命
」

と
を
並
列
さ
せ
、
対
句
表
現
に
よ
っ
て
両
者
を
同
じ
意
味
範
囲
内
に
関
連

付
け
て
い
る
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、『
深
淵
の
沈
黙
』
で
の
鍵
概
念
で
あ
る
〈
性
〉
の
意
味
を
確

認
し
て
お
く
と
、
そ
こ
に
は
多
重
の
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
最

も
重
要
な
二
つ
の
意
味
は
、（
一
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のbhāva

の
漢

訳
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
語
源
学
的
に
ド
イ
ツ
語sein

動
詞
の

bin, bist

と
梵
語
のbhāva

が
同
根
の
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に

し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
のSein

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、（
二
）
禅
の
「
見
性
」
の
「
性
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
だ

9
。「
性
」
を
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
意
味
で
捉
え
て
、
阮

攸
の
先
の
漢
詩
の
一
節
を
い
わ
ば
存
在
論
的
に
読
む
な
ら
、
確
か
に
哲
学

的
意
味
解
釈
の
可
能
性
は
広
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、こ
こ
で
、テ
ィ

エ
ン
の
荘
子
評
価
の
妥
当
性
に
関
す
る
議
論
は
別
の
機
会
に
回
す
と
し

て
、
阮
攸
の
漢
詩
だ
け
に
問
題
を
絞
り
、
そ
れ
を
虚
心
に
読
む
な
ら
、
阮

攸
の
記
し
た
「
性
」
が
、
テ
ィ
エ
ン
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
〈
性
〉
の
意

味
と
し
て
素
直
に
読
め
る
か
と
い
う
と
甚
だ
疑
問
で
、
テ
ィ
エ
ン
の
読
み

は
、
偶
々
阮
攸
の
漢
詩
の
一
節
に
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
鍵
概
念
で
あ

る
「
性
」
と
「
命
」（『
深
淵
の
沈
黙
』
で
は
「
性
命
」
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
のdas 

G
eschick des Seins

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
）
と
が
併
記
さ
れ
て

い
た
た
め
に
、
そ
れ
を
自
身
の
思
想
に
当
て
は
め
取
り
込
ん
だ
、
か
な
り

強
引
で
性
急
す
ぎ
る
読
み
な
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
え
な
く
も

な
い
。
テ
ィ
エ
ン
が
引
く
阮
攸
の
漢
詩
の
一
節
は
、
隠
遁
暮
ら
し
の
時
代

に
作
ら
れ
た
「
自
嘆
（
一
）」
と
い
う
題
の
一
首
に
あ
る
も
の
な
の
だ
が
、
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そ
の
作
品
は
、
題
名
か
ら
も
推
測
が
つ
く
よ
う
に
、
行
方
の
定
か
で
な
い

人
生
を
嘆
き
、
自
ら
の
運
命
に
対
し
て
不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
阮
攸
の
厭

世
的
な
思
い
を
吐
露
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
阮
攸
の
「
自
嘆
」
の
中

の
消
極
的
な
「
性
」
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
序
文
に
お
い
て
、
空
路
禅
師

が
山
頂
で
叫
ん
だ
と
き
に
響
い
た
、「
深
淵
の
沈
黙
」
か
ら
起
ち
上
が
る

初
源
的
な
〈
性
〉
と
〈
越
〉
の
響
き
と
は
、
性
質
が
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
阮
攸
の
漢
詩
「
自
嘆
」
に
は
人
生
、
運
命
に
対

す
る
深
い
嘆
き
と
悲
し
み
は
あ
る
も
の
の
、
空
路
の
（
そ
し
て
空
路
そ
の

も
の
と
な
っ
た
テ
ィ
エ
ン
の
）
叫
び
に
感
じ
ら
れ
る
、
絶
望
と
虚
無
の
ど
ん

底
を
突
き
抜
け
た
よ
う
な
、
そ
の
「
底
抜
け
」
が
、
少
な
く
と
も
筆
者
に

は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
阮
攸
の
「
自
嘆
」
の
一
節
に
対

す
る
テ
ィ
エ
ン
の
解
釈
の
強
引
さ
の
証
左
と
な
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な

い
が
、
そ
の
一
節
を
テ
ィ
エ
ン
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』

の
先
の
引
用
の
一
箇
所
の
み
で
、
そ
の
他
の
テ
ィ
エ
ン
の
著
作
に
は
見
当

た
ら
な
い
こ
と
も
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
対
し
、
先
の
引
用
の
中
で
よ
り
重
要
な
の
は
、「
阮
攸
の
〈
越
〉

は
（
グ
エ
ン
・
ズ
ー
自
身
が
千
回
以
上
も
読
ん
だ
と
言
う
）『
金
剛
経
』
か
ら

生
ま
れ
た〈
禅
〉の〈
越
〉で
あ
る
」と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
文
の「（
グ

エ
ン
・
ズ
ー
自
身
が
千
回
以
上
も
読
ん
だ
と
言
う
）『
金
剛
経
』」
と
い
う
表

現
は
、
阮
攸
の
漢
詩
「
梁
昭
明
太
子
分
経
石
台
」（
以
下
、「
石
台
」
と
略
）

の
一
節
「
我
読
金
剛
千
遍
零
」
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。
先
の
「
自
嘆
」

と
は
異
な
り
、「
石
台
」
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
そ
の
他
の
著
作
で
も
何
度
も

言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
重
要
性
が
分
か
る
。
た
だ
、
こ
の
詩

の
内
容
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
漢

詩
「
石
台
」
が
、
阮
攸
の
思
想
の
中
核
に
仏
教
思
想
と
り
わ
け
禅
の
思
想

が
あ
る
こ
と
を
テ
ィ
エ
ン
に
確
信
さ
せ
た
詩
で
あ
り
、
す
で
に
こ
の
頃
か

ら
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
の
中
の
仏
教
思
想
を
論
ず
る
際
の
大
き
な
根
拠
と

な
っ
て
い
る
詩
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
留
め
た
い
。

『
深
淵
の
沈
黙
』
の
他
に
も
、『
思
想
の
深
淵
』

10
や
そ
の
他
の
著
作
で

も
阮
攸
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
阮
攸
の
最
高

傑
作
『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
テ
ィ
エ
ン
の
阮
攸
に
対

す
る
評
価
は
、
す
べ
て
阮
攸
の
漢
詩
作
品
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。『
翹

伝
』
か
ら
の
引
用
は
、
筆
者
が
確
認
し
た
か
ぎ
り
で
は
、『
新
し
い
意
識
』

第
四
版
で
サ
ロ
ー
ヤ
ン
に
つ
い
て
書
か
れ
た
章
の
末
尾
に
新
た
に
書
き

加
え
た
文
章
に
一
句
あ
る
の
み
に
と
ど
ま
る

11
。『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用

が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
ま
だ
こ
の
時
点
で
、
ベ
ト
ナ
ム
語

そ
の
も
の
を
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
で
は
、「
性
」、「
越
」
と
い
う
語
で
も
っ
て
ベ

ト
ナ
ム
思
想
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
く
る
。
概
念
を
表
す

の
に
漢
字
は
非
常
に
有
用
で
あ
る
と
い
う
、
よ
く
言
わ
れ
る
漢
字
と
い

う
文
字
固
有
の
性
質
を
除
け
ば
、『
深
淵
の
沈
黙
』
が
出
版
さ
れ
た
頃
に

は
、
テ
ィ
エ
ン
は
ま
だ
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
の
中
で
漢
語
を
無
意
識
裡
に
権

威
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
重
ん
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
い
く
ら
「
ベ
ト
ナ
ム
思
想
」
な
る
も
の
を
唱
え
て
も
、
そ
の
思

想
を
表
現
す
る
語
が
漢
語
起
源
の
語
で
あ
れ
ば
、「
純
粋
な
ベ
ト
ナ
ム
思

想
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
断
っ
て
お
け
ば
、
混

淆
に
よ
っ
て
こ
そ
文
化
は
豊
穣
に
な
る
と
考
え
て
い
る
筆
者
自
身
は
、
そ

の
よ
う
な
排
他
的
な
「
純
粋
性
」
に
は
賛
同
し
な
い
し
、
テ
ィ
エ
ン
の
思

想
も
古
今
東
西
の
「
混
淆
性
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
普
遍
へ
と
突
き
抜
け

て
い
く
力
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
テ
ィ
エ
ン
は
『
深

淵
の
沈
黙
』
執
筆
以
降
に
、
ベ
ト
ナ
ム
思
想
を
「
純
粋
な
」
ベ
ト
ナ
ム
語

で
語
る
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
し
て
、
ド
イ
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ツ
語
そ
の
も
の
で
思
想
し
て
い
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
熱
心
な
読
者
で
も

あ
っ
た
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。『
深
淵
の
沈
黙
』
出
版
後
ま
も
な

く
、
一
九
七
〇
年
に
出
た
『
新
し
い
意
識
』
第
四
版
で
新
た
に
加
え
ら
れ

た
序
文
で
は
、
英
語
で
言
え
ば a

や the

の
よ
う
な
冠
詞
的
用
法
も
あ
る

類
別
詞
と
呼
ば
れ
る
品
詞
で
も
あ
り
、
日
常
的
な
ベ
ト
ナ
ム
語
で
ご
く
当

た
り
前
に
用
い
ら
れ
るcái

〔
母
、
事
物
〕 

やcon

〔
子
、
動
物
〕、
そ
し
て
、

chảy

と
言
え
ば
「
流
れ
る
」
の
意
味
に
な
り
、 cháy

な
ら
ば
「
燃
え
る
」

の
意
味
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
に
あ
る
六
つ
の
声
調
の

違
い
だ
け
で
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
持
つchay

と
い
う
語
を
挙
げ
て
、

「
簡
単
な
二
、三
の
ベ
ト
ナ
ム
語
に
お
い
て
、
す
で
に
人
類
の
最
も
高
超
な

哲
理
道
理
の
一
切
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
し
て
、
私
た
ち
が
愚
か
に
も
忘

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
思
惟
す
べ
き
他
の
数
多
く
の
事
柄
を
見
出
す
の

で
あ
る
」

12
と
述
べ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
エ
ン
は
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に

固
有
の
思
想
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
し
、テ
ィ
エ
ン
が
一
九
七
〇
年
に
突
然
南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
失
踪
せ
ず
、

執
筆
を
続
け
て
い
た
な
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
こ
の
よ

う
な
傾
向
は
、
阮
攸
の
漢
詩
の
み
で
は
な
く
『
翹
伝
』
で
用
い
ら
れ
て
い

る
ベ
ト
ナ
ム
語
の
評
価
へ
も
向
か
っ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
が
、彼
は
、

一
九
七
〇
年
に
ベ
ト
ナ
ム
を
捨
て
去
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
ベ
ト
ナ
ム
語

で
の
執
筆
も
長
い
間
放
棄
し
て
し
ま
う
。
彼
が
阮
攸
に
つ
い
て
再
び
本
格

的
に
語
り
、『
翹
伝
』
の
ベ
ト
ナ
ム
語
表
現
に
つ
い
て
も
論
究
す
る
の
を

読
者
が
目
に
す
る
に
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
冒
頭
の
阮
攸
へ
の
献
辞
が
書

か
れ
て
か
ら
三
〇
年
後
、
一
九
九
六
年
出
版
の
『
阮
攸
』
を
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
．『
阮
攸
　
民
族
的
大
詩
豪
』
と
阮
攸
の
ベ
ト
ナ
ム
語

一
九
八
七
年
に
、
テ
ィ
エ
ン
は
約
一
七
年
の
沈
黙
を
破
り
、
亡
命
先
の

ア
メ
リ
カ
で
ベ
ト
ナ
ム
語
で
の
執
筆
を
再
開
す
る
。
そ
れ
は
、
故
郷
の
言

葉
ベ
ト
ナ
ム
語
の
呼
び
か
け
に
傾
聴
し
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
書
き
綴
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に
自
ら
の
故
郷
を
求
め
、
失
わ
れ
た

故
郷
に
回
帰
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

一
九
九
六
年
出
版
の
『
阮
攸
』
も
、「
序
文
」
で
「
こ
の
著
作
は
、
ベ

ト
ナ
ム
の
話
し
言
葉
の
、
そ
し
て
〈
哲
理
思
想
〉
と
〈
民
族
道
理
〉
に
お

け
る
超
越
的
な
秘
密
の
基
礎
と
無
尽
の
可
能
性
を
回
復
す
る
た
め
に
必

要
な
数
歩
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
」（N

D
 14-15

）
13

と
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
の
執
筆
再
開
以
降
の
、
ベ
ト
ナ
ム
語
と
い
う
故

郷
へ
の
回
帰
の
途
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

14
。

序
文
冒
頭
に
は
、
本
稿
で
も
先
に
紹
介
し
た
『
深
淵
の
沈
黙
』
冒
頭
の

阮
攸
へ
の
献
辞
が
再
び
引
か
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
「
三
〇
年
が
経
ち
、
一

切
の
事
柄
が
全
面
的
に
変
化
し
た
が
、
阮
攸
は
ま
だ
そ
こ
に
い
る
、
雲
突

き
抜
け
る
鴻
山
に
黙
し
て
坐
し
て
い
る
…
」（N

D
 13

）
と
記
し
て
い
る
。

し
か
も
、
今
は
東
洋
に
お
け
る
五
人
の
偉
大
な
詩
人
の
一
人
で
は
な
く
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
並
ぶ
、
人
類
で
最
も
偉
大
な
詩
人
三

人
の
う
ち
の
一
人
だ
と
阮
攸
を
讃
え
て
も
い
る（N

D
 13

）。『
深
淵
の
沈
黙
』

の
献
辞
を
『
阮
攸
』
冒
頭
に
再
び
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
議

論
を
前
者
か
ら
後
者
へ
と
継
承
さ
せ
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
、
三
〇
年
前
の

『
深
淵
の
沈
黙
』
で
は
十
分
に
論
じ
尽
く
せ
て
い
な
か
っ
た
阮
攸
に
再
び

向
き
合
お
う
と
す
る
、
否
、
後
で
詳
述
す
る
が
、
阮
攸
の
心
の
中
に
ま
で

入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
テ
ィ
エ
ン
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

形
式
的
な
面
か
ら
こ
の
本
を
最
初
に
説
明
す
れ
ば
、
テ
ィ
エ
ン
は
た
っ
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た
一
ヶ
月
半
で
こ
の
『
阮
攸
』
を
書
き
上
げ
た
と
述
べ
て
い
る
が
（N

D
 

14
）、
活
字
は
大
き
め
だ
と
は
い
っ
て
も
分
量
は
四
五
〇
ペ
ー
ジ
近
く
に

及
ぶ
。
構
成
は
、
序
お
よ
び
「
簡
言
大
意
」
と
い
う
名
の
概
要
の
後
に
、

三
部
七
章
に
分
割
さ
れ
た
平
均
三
─
四
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
本
論
を
構
成
す

る
項
目
が
第
一
一
〇
項
ま
で
続
き
、
そ
の
後
に
結
論
部
が
来
る
。

表
紙
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
標
題
紙
の
題
名
の
下
に
は
「「
心

lòng

」と
い
う
語
と「
糸tơ

」と
い
う
語
に
関
す
る
ベ
ト
ナ
ム
哲
理
」（N
D

 I

）

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
「
心
」
と
「
糸
」
を
主
軸
に

し
て
（
そ
し
て
最
終
的
に
は
す
べ
て
が
〈
心
〉
へ
と
収
斂
し
て
い
く
）、
テ
ィ

エ
ン
の
議
論
は
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
で
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
三
〇

年
前
の
『
深
淵
の
沈
黙
』
の
主
軸
語
は
〈
性
〉
と
〈
越
〉
と
い
う
漢
越
語

で
あ
っ
た
が
、
今
回
も
同
じ
く
二
つ
の
主
軸
語
を
挙
げ
て
は
い
て
も
、
二

語
と
も
ベ
ト
ナ
ム
語
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
『
翹
伝
』
の
中
の
言
葉
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
を
注
視
し
、
そ
こ
に

民
族
的
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
テ
ィ
エ
ン
の
姿
勢
の
変
化
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
主
軸
語
を
手
が
か
り
と
し
て
、「
糸
」
と
い

う
言
葉
が
象
徴
的
に
示
す
阮
攸
の
詩
作
、
言
葉
遣
い
を
テ
ィ
エ
ン
が
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
ま
ず
見
て
い
き
、
そ
れ
か
ら
、「
心
」
の
一
語

で
示
さ
れ
る
阮
攸
の
思
想
に
つ
い
て
テ
ィ
エ
ン
が
い
か
に
考
え
て
い
た

の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

阮
攸
の
「
糸
」

「
阮
攸
の
詩
歌
芸
術
の
す
べ
て
は
、
唯
一
の
語
、
糸tơ

と
い
う
字
の
中

に
存
在
す
る
」（N

D
 171

）
と
大
胆
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ィ
エ

ン
に
と
っ
て
、
阮
攸
の
詩
作
と
そ
の
芸
術
性
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き

も
の
の
一
つ
はtơ

（
糸
）
と
い
う
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
の
語
と
の
組

み
合
わ
せ
や
現
れ
る
文
脈
に
よ
っ
て
、
意
味
が
微
細
に
変
化
し
て
い
き
な

が
ら
、「
心
は
、
糸tơ

を
通
じ
て
密
か
に
表
現
さ
れ
る
」（N

D
 171

）
と

い
う
よ
う
に
、「
心
」
の
動
き
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
糸tơ

」
が

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
テ
ィ
エ
ン
が
第
四
七
節
「
翹
伝
に
お

け
る
「
糸
」
と
い
う
語
の
軽
や
か
な
転
運
〔
変
化
変
移
〕」
で
挙
げ
て
い

る
も
の
を
こ
こ
で
も
列
挙
し
て
み
よ
う
。
テ
ィ
エ
ン
が
注
目
す
る
の
は
、

彼
が
「
第
一
の
転
脈
」
と
呼
ぶ
物
語
の
流
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
段
、
第

五
七
三
段
の
前
後
ま
で
、
つ
ま
り
、
最
初
に
物
語
の
女
主
人
公
で
あ
る
翹

と
最
初
の
恋
人
で
あ
る
金
重
と
が
出
会
い
、
恋
仲
と
な
っ
て
将
来
を
誓
い

合
う
も
の
の
、
金
重
は
叔
父
の
葬
儀
に
旅
立
ち
、
こ
こ
で
二
人
は
離
れ
ば

な
れ
と
な
り
、
一
方
の
翹
は
、
親
の
た
め
に
身
売
り
を
し
て
一
五
年
間
に

及
ぶ
流
落
の
悲
劇
も
幕
を
開
け
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。

橋
辺
の
糸0

柳
、斜
陽
に
垂
るB

ên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha

（170

）、

糸0

髪
は
未
だ
償
わ
ず
父
母
の
養
生D

ưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền

（228

）、
断
ち
て
ほ
ど
か
ん
相
思
の
糸0 Đ

ố ai gỡ m
ối tơ m

ành cho xong

（244

）、筆
先
乾
き
絃0

弛
むTrúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím

 loan

（254

）、

心
中
、
糸0

髪
の
ご
と
く
〔
こ
と
細
か
く
〕
打
明
け
てTóc tơ căn vặn tấc 

lòng

（451

）、〔
愛
情
の
〕
糸0

を
渡
す
一
言
交
す
縁
も
な
くD

uyên đâu 
chưa kịp m

ột lời trao tơ

（540

）、
い
か
で
憎
む
や
糸0

結
び
〔
縁
結
び
〕

の
神ông tơ ghét bỏ chi nhau

（549

）、
生
涯
糸0

心
は
変
ら
ざ
りD

ẫu 
thay m

ái tóc dám
 dời lòng tơ

（552

）、
苦
悶
は
絡
ま
る
糸0

の
ご
とC

hín 
hồi vấn vít như vầy m

ối tơ

（570

）、
讒
訴
し
た
る
は
糸0

商
人Phải tên 
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xưng xuất là thằng bán tơ

（588

）（
傍
点
、
斜
体
引
用
者
）

こ
の
よ
う
な
「
糸
」
と
い
う
語
の
阮
攸
に
よ
る
用
法
に
つ
い
て
、「
阮

攸
の
思
想
と
詩
歌
芸
術
は
、「
糸
想tơ tưởng

」
の
場
所
に
、「
想
い

tưởng
」
の
転
運
〔
想
い
の
変
化
変
移
〕
の
中
で
の
「
糸tơ

」
の
柔
軟
な
転

義
〔
意
味
の
変
化
〕
に
、
存
在
す
る
」（N

D
 170

）
と
い
う
よ
う
に
、
場
面

ご
と
の
翹
や
金
重
の
心
情
や
、
情
景
描
写
に
、
微
細
な
意
味
の
変
化
を
交

え
な
が
ら
同
じ
一
語
を
用
い
て
い
る
言
葉
遣
い
の
巧
み
さ
を
テ
ィ
エ
ン

は
讃
え
る
。「
糸
」
と
い
う
語
の
み
な
ら
ず
同
じ
語
を
用
い
な
が
ら
意
味

を
転
じ
て
い
く
用
法
を
テ
ィ
エ
ン
は
、「
転
糸
」chuyển tơ

と
も
呼
び
、「
転

糸
の
意
味
と
は
、
つ
ま
り
、
糸
の
如
く
静
か
に
密
か
に
軽
や
か
に
転
ず
る

こ
と
で
あ
る
」（N

D
 165

）と
も
表
現
し
て
い
る
。テ
ィ
エ
ン
は
こ
の「
転
糸
」

の
「
転
」chuyển

を
、『
翹
伝
』
後
半
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
一
つ
、
自

ら
の
薄
命
に
絶
望
し
た
翹
が
銭
塘
江
に
身
投
げ
す
る
も
の
の
、
か
つ
て
一

度
翹
を
救
っ
た
こ
と
の
あ
る
尼
僧
の
覚
縁
に
救
わ
れ
る
と
い
う
場
面
で
、

「
偶
々
の
出
会
い
は
転
運
〔
運
命
の
大
き
な
変
化
〕
の
中K

héo thay gặp gỡ 
cũng trong chuyển vần

」（2702

）
と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
転

運
」
か
ら
取
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
テ
ィ
エ
ン
の
用
い
る
「
転
」
に
は
、

唯
識
思
想
の
「
転
依
」
す
な
わ
ち
「
迷
い
の
依
り
所
を
転
じ
て
悟
り
の
依

り
所
と
す
る
こ
と
」

15
の
意
味
も
重
な
っ
て
い
る
。『
阮
攸
』
で
は
「
転

依
」
と
い
う
言
葉
も
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（N

D
 231, 365

）、そ
の
他
、

特
に
翹
の
入
水
自
殺
か
ら
の
「
転
生
」
に
つ
い
て
は
、「
た
だ
「
心
が
あ
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
業
を
転
化
さ
せ
る
」（N

D
 94

）
と
い
う
よ
う

に
、
本
稿
で
も
後
に
論
ず
る
「
心
」
の
問
題
と
合
わ
せ
て
言
い
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
金
重
の
場
合
に
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
「
第
二
の
転
脈
」
と
考
え
る

物
語
後
半
の
二
八
四
五
─
二
八
五
六
段
、
翹
の
妹
の
翠
雲
と
結
婚
す
る
も

翹
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
過
ご
す
金
重
の
描
写
の
中
で
、
物
語
前
半
に
見
た
相

思
の
愛
情
の
「
糸
」
が
金
重
の
心
に
い
ま
だ
激
し
く
絡
み
つ
い
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
の
だ
が
（
涙
溢
れ
糸
百
環
が
絡
み
合
うTuôn châu đòi trận vò 

tơ trăm
 vòng

（2848

））、
こ
の
狂
お
し
い
翹
へ
の
想
い
も
、
金
重
の
心
の

純
潔
さ
に
よ
っ
て
転
ぜ
ら
れ
、
物
語
終
盤
の
奇
跡
的
な
二
人
の
再
会
へ
と

繋
が
っ
て
い
く
の
だ
と
テ
ィ
エ
ン
は
解
釈
し
て
い
る
。

阮
攸
の
ベ
ト
ナ
ム
語
と
漢
詩
と
の
関
係

阮
攸
の
繊
細
で
巧
み
な
言
葉
遣
い
、
詩
作
に
対
す
る
、
テ
ィ
エ
ン
の
や

は
り
繊
細
な
読
み
を
、こ
こ
で
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

『
翹
伝
』
と
阮
攸
自
作
の
漢
詩
と
の
関
連
付
け
で
あ
る
。

テ
ィ
エ
ン
は
、「
時
間
の
痕
跡
は
、
極
め
て
素
晴
ら
し
い
一
字
を
通
じ

て
転
映
〔
反
映
〕
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
苔
」
と
い
う
語
で
あ
る
（「
馬

車
の
轍
は
苔
に
消
ゆ
」〔（72

）〕、「
鞋
跡
鮮
や
か
に
苔
の
上
」〔（124

）〕、「
一

面
の
草
と
鞋
跡
に
苔
」〔（2750

）〕、「
苔
草
家
を
覆
い
た
り
」〔（3230

…
）〕）（N

D
 

211

）
と
い
う
よ
う
に
、『
翹
伝
』
中
の
「
苔
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
、
時
の
痕
跡
の
他
に
、「
苔
は
涙
と
と
も
に
あ
る
」
と
い
う
よ
う

に
苔
と
涙
を
結
び
つ
け
、「
涙
は
雨
水
を
生
じ
さ
せ
、
雨
水
は
苔
を
呼
び
、

芽
生
え
さ
せ
る
」（N

D
 211

）
と
述
べ
る
。
実
は
こ
れ
は
、
阮
攸
の
漢
詩

「
望
夫
石
」
の
内
容
を
前
提
と
し
た
言
い
方
で
あ
る
。「
望
夫
石
」
に
は
次

の
二
句
が
あ
る
。

涙
痕
不
絶
三
秋
雨　
　

涙
痕
は
絶
え
ず
三
秋
雨

苔
篆
長
銘
一
段
文　
　

苔た
い
て
ん篆

は
長ひ

さ

し
く
銘
ず
一
段
の
文

16
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遠
征
し
た
夫
の
帰
り
を
待
つ
妻
の
涙
は
、
す
で
に
三
旬
繰
り
返
し
て
い

る
秋
の
冷
た
い
長
雨
と
な
り
、
そ
の
涙
ử
雨
が
も
た
ら
す
苔
は
、
篆
字
の

よ
う
に
岩
肌
に
筋
を
つ
け
、
一
段
の
文
を
刻
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
、

そ
の
よ
う
な
意
味
の
二
句
で
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は
言
う
、「「
苔
」
と
い
う

語
だ
け
で
、
阮
攸
の
愁
夢
の
詩
息hơi thơ

を
生
じ
さ
せ
る
。「
苔
」
は
、

青
い
糸
の
類m

ột thứ tơ xanh

で
あ
る
。
阮
攸
の
詩
息
は
、
糸sợi tơ

の

よ
う
に
軽
や
か
で
あ
る
。
詩
息hơi thơ

と
気
息hơi thở

は
互
い
に
密
着

し
あ
い
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
。〔
中
略
〕
阮
攸
の
詩
歌
は
、
糸sợi tơ

の
よ

う
に
繊
細
に
そ
よ
ぐ
気
息
で
あ
る
」（N

D
 212-213

）
と
。
原
文
を
読
む
と
、

こ
の
一
節
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
語
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
相
似
し
た
ベ

ト
ナ
ム
語
の
音
の
連
鎖
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
巧
み
で
美
し

い
一
節
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
苔
は
「
青
い
糸
」
と
言
い
換
え

ら
れ
、
そ
の
糸
は
阮
攸
の
詩
、
詩
息
、
気
息
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
出
て
く
る
糸
、息
も
ま
た
、阮
攸
の
漢
詩
「
舟
行
即
事
」
の
句
「
文

章
残
息
弱
如
糸　

文
章
の
残
息
、
弱
き
こ
と
糸
の
如
し
」

17
の
中
の
「
糸
」

と
「
息
」
に
テ
ィ
エ
ン
が
同
調
さ
せ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
て
テ
ィ
エ

ン
は
、「
糸
と
い
う
一
語
が
、
阮
攸
の
詩
業
の
す
べ
て
を
覆
い
、
翠
翹
の

一
生
に
ず
っ
と
纏
わ
り
付
い
て
い
る
」（N

D
 213

）
と
、
阮
攸
自
身
の
言

葉
に
基
づ
き
な
が
ら
、
彼
の
漢
詩
と
『
翹
伝
』
の
詩
作
を
巧
み
に
ま
と
め

上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
テ
ィ
エ
ン
の
『
阮
攸
』
で
は
、
苔
ử
青
い
糸
は
、
阮
攸

の
詩
作
の
み
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
王
維
の
漢
詩
「
鹿
柴
」
の
中
の

「
青
苔
」
の
意
味
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
王
維
の
「
鹿
柴
」
は
阮
攸
の
言

葉
と
同
様
に
、「
鹿
柴
」の
中
の「
響
」、「
入
深
林
」「
青
苔
上
」、「
返
景
」、「
復

照
」
と
い
っ
た
語
が
、
阮
攸
の
詩
作
を
語
る
た
め
の
概
念
と
し
て
も
頻
出

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
翹
伝
』
冒
頭
で
、
翹
は
清
明
節
の
墓
参
り
に

行
き
、
も
う
誰
も
墓
参
り
に
こ
な
く
な
っ
た
遊
女
、
淡
仙
の
墓
を
見
つ
け
、

墓
前
で
そ
の
薄
命
の
女
に
同
情
を
寄
せ
涙
を
流
し
て
い
る
と
、
一
陣
の
つ

む
じ
風
が
起
こ
り
、
そ
の
後
に
、「
鞋
跡
鮮
や
か
に
苔
の
上
」
と
い
う
よ

う
に
、
淡
仙
の
鞋
跡
が
苔
の
上
に
残
っ
て
い
た
と
い
う
場
面
が
あ
る
の
だ

が
（
こ
の
場
面
も
涙
と
苔
と
が
、
先
の
阮
攸
の
漢
詩
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い

る
）、
そ
の
場
面
の
翹
と
淡
仙
に
つ
い
て
テ
ィ
エ
ン
は
、「
鹿
柴
」
の
語
句

を
用
い
て
、

そ
の
淡
仙
は
、
ま
さ
に
翠
翹
の
前
世
で
あ
り
、
あ
る
い
はC

.G
.

ユ
ン

グ
風
に
正
確
に
言
う
な
ら
、
淡
仙
こ
そ
、
翠
翹
の
「
黒
い
影
〔
景
〕」、
王

維
の
「
返
景
」
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
「
入
深
林
」、
翠
翹
の
心
識
の
深

い
森
に
入
り
込
み
、
そ
れ
か
ら
、
二
人
が
出
会
っ
た
後
の
青
い
苔
の
色
の

上
に
（「
青
苔
上
」）「
復
照
」
し
た
の
で
あ
る
。（N

D
 183-184

）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
写
景
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
社
会

す
べ
て
の
、
そ
し
て
詩
歌
芸
術
全
体
の
最
も
不
可
思
議
な
〈
美
〉
を
語
っ

て
い
る
」（N

D
 219

）
と
も
形
容
さ
れ
て
い
る
「
鹿
柴
」
が
照
ら
し
出
す

世
界
は
、
特
異
な
「
心
」
の
境
地
の
表
現
と
も
テ
ィ
エ
ン
は
見
な
し
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
「
心
」
を
実
際
に
見
て
詩
作
で
き
る
詩
人
と
し
て
、
阮

攸
と
王
維
は
同
格
に
並
べ
ら
れ
て
、「
王
維
と
阮
攸
の
よ
う
な
「
返
景
入

深
林
、復
照
青
苔
上
」
の
可
能
性
を
持
つ
天
才
詩
人
」（N

D
 223

）
と
も
『
阮

攸
』
の
中
で
は
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
阮
攸
そ
し
て
王
維
が
見
た

特
異
な
「
心
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
こ
の
問
題
は
節
を
改
め
て

考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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四
．
阮
攸
の
「
心
」

テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
の
思
想
を
論
ず
る
際
に
最
重
要
視
す
る
語
は
「
心

lòng
」
で
あ
る
。
三
〇
年
前
の
『
深
淵
の
沈
黙
』
が
「
性
論
」（
存
在
論
）

と
呼
べ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、『
阮
攸
』
は
「
心
論
」
と
呼
ん
で
も
い
い

だ
ろ
う
。
前
節
で
見
た
、
阮
攸
が
巧
み
に
使
用
し
、
彼
の
詩
作
を
特
徴
的

に
表
し
て
い
た
「
糸
」
も
、『
翹
伝
』
に
「
糸
心
」、「
心
糸
」
と
い
う
語

が
あ
る
よ
う
に
、「
心
」
と
不
可
分
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
「
心
」
へ
と

収
斂
し
て
い
く
。

『
翹
伝
』
に
つ
い
て
も
ま
た
、「『
翹
伝
』
の
一
切
は
、「
心
」
に
よ
っ
て

始
ま
り
、
そ
し
て
終
わ
る
。〈
ベ
ト
ナ
ム
哲
理
〉
の
す
べ
て
は
、
そ
こ
に

あ
る
の
だ
」（N

D
 53

）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
修

辞
で
は
な
く
、
実
際
に
、『
翹
伝
』
の
最
初
と
最
後
に
「
心
」
と
い
う
語

が
出
て
き
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
中
国
の
青
心
才
人
な
る
人
物
の
原
作

小
説
『
金
雲
翹
伝
』
に
あ
る
言
葉
で
は
な
く
、阮
攸
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
で
、『
翹
伝
』
の
最
初
と
最
後
の
各
四
句
を
念
の
た
め
確
認
し
て
お

こ
う
。

人
の
世
の
百
年　
　

才
と
命
と
は
あ
い
に
く
な
が
ら
相
嫉
む　

一
局
の
滄
桑
を
経
巡
れ
ば　
　

見
る
は
心0

痛
ま
し
き
事
々

Trăm
 năm

 trong cõi người ta　
　

Chữ tài chữ m
ệnh khéo là ghét nhau

Trải qua m
ột cuộc bể dâu　

　

những điều trông thấy m
à đau đớn lòng

（1-4

）

善
根
、
わ
れ
ら
が
心0

に
あ
り
て　
　

か
の
心0

は
三
つ
の
才
に
等
し
け
り

田
舎
こ
と
ば
の
寄
せ
集
め
の　
　

眠
れ
ぬ
夜
の
う
さ
晴
ら
し

Thiện căn ở tại lòng ta　
　

C
hữ tâm

 kia m
ới bằng ba chữ tài.

Lời quê chắp nhặt dông dài　
　

M
ua vui cũng được m

ột vài trống canh

（3251-3254

）

（
傍
点
、
斜
体
引
用
者
）

さ
ら
に
テ
ィ
エ
ン
は
、『
翹
伝
』
だ
け
で
な
く
、
阮
攸
の
思
想
の
一
切

が
「
心
」
の
一
語
に
収
斂
す
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。「
阮
攸
の

一
切
は
、「
心
」
と
い
う
一
語
に
よ
っ
て
、
始
ま
り
そ
し
て
終
わ
る
。
阮

攸
の
す
べ
て
の
〈
詩
業
〉
と
す
べ
て
の
〈
哲
理
思
想
〉
は
、
そ
の
唯
一

の
語
の
中
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（N

D
 113

）。
こ
の
引
用
は
第
二
三

項
の
冒
頭
部
分
な
の
だ
が
、
そ
の
項
の
題
名
に
到
っ
て
は
、「
一
切
は
阮

攸
の
「
心
」
と
い
う
語
に
存
在
す
る
」
と
さ
え
記
さ
れ
て
い
る
。『
阮
攸
』

の
別
の
と
こ
ろ
で
も
、「
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
心
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
べ
て
は
、心
か
ら
生
じ
、心
に
端
を
発
し
出
現
す
る
」（N

D
 

237

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
テ
ィ
エ
ン
の
大
仰
な
言
い
方
で

は
な
く
、『
翹
伝
』
の
中
の
言
葉
に
基
づ
い
た
発
言
だ
。『
翹
伝
』
末
尾
の

「
善
根
、
わ
れ
ら
が
心
に
あ
り
」
も
そ
う
で
あ
る
し
、
金
重
の
言
葉
「
悲

喜
は
こ
の
心
に
よ
っ
てTẻ vui bởi tại lòng này

」（3209

）
も
し
か
り
、

さ
ら
に
は
、
登
場
人
物
の
一
人
、
道
姑
の
三
合
の
言
葉
「
根
源
も
ま
た
人

の
心
よ
り
出
づ
るC

ỗi nguồn cũng ở lòng người m
à ra

」（2656

）
に
つ

い
て
は
、「
阮
攸
の
最
も
重
大
で
最
も
重
要
な
道
理
を
語
っ
て
い
る
」（N

D
 

238
）
と
テ
ィ
エ
ン
は
述
べ
て
い
て
、
こ
の
三
合
の
言
葉
は
確
か
に
、
一

切
は
「
心
」
に
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
阮
攸
の
言
葉
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
切
が
「
心
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
私
た
ち
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自
身
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
一
要
素
、「
心
」
の
中
の
一
部
の
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
テ
ィ
エ
ン
は
「
阮
攸
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
理
解
の
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
が
あ
る
と
は
い
か

な
る
こ
と
な
の
か
。
心
が
あ
り
う
る
の
は
、
た
だ
、
心
識
の
変
動
、
阮
攸

が
「
一
局
の
滄
桑
を
経
巡
れ
ば
／
見
る
は
心
痛
ま
し
き
事
々
」
と
呼
ん
だ

静
か
な
心
の
痛
み
を
数
多
く
経
た
後
、
あ
る
い
は
経
て
い
る
最
中
の
み
で

あ
る
」（N

D
 57-58

）
と
も
述
べ
て
い
る
。「
一
局
の
…
」
と
い
う
『
翹
伝
』

冒
頭
の
句
は
、
直
接
的
に
は
一
五
年
間
の
翹
の
凋
落
流
浪
を
指
す
が
、
そ

の
よ
う
な
苦
し
み
を
実
存
的
に
経
な
け
れ
ば
、「
心
」
な
る
も
の
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
テ
ィ
エ
ン
が

言
う
、
阮
攸
の
「
心
」
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

テ
ィ
エ
ン
の
言
っ
て
い
る
「
心
」
は
、
こ
れ
か
ら
論
じ
て
い
く
上
で
、

大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
実
際
は
不
可
分
で
あ
る
が
）。
そ

の
一
つ
は
、
個
々
人
の
持
つ
内
面
の
思
い
、
感
情
、
い
わ
ば
通
常
の
理
解

で
の
「
心
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
大
文
字
の
〈
心
〉、
こ
れ
こ
そ
が

極
め
て
特
異
で
、
私
た
ち
凡
人
は
普
段
気
付
い
て
い
な
い
何
か
な
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
論
じ
る
。

内
面
と
し
て
の
「
心
」

ま
ず
は
、
普
通
の
意
味
で
の
個
々
人
の
内
面
、
思
い
、
感
情
と
い
う
よ

う
な
意
味
で
の
「
心
」
の
働
き
に
つ
い
て
、『
阮
攸
』
で
は
、「
心
」
と
関

連
す
る
別
の
語
を
『
阮
攸
』
の
重
要
な
鍵
概
念
と
し
て
用
い
な
が
ら
論
じ

て
い
る
の
で
、
そ
の
言
葉
に
即
し
な
が
ら
「
心
」
を
見
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。

内
面
の
「
心
」
の
動
き
を
表
す
語
と
し
て
テ
ィ
エ
ン
が
注
目
し
て
い
る

語
は
、
最
初
に
金
重
が
翹
と
出
会
い
一
目
惚
れ
し
、
ま
た
再
び
会
い
た
い

と
恋
い
焦
が
れ
待
ち
望
ん
で
い
る
際
の
一
句
の
中
に
あ
る
。

nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều （265

）（
斜
体
引
用
者
）　

こ
の
句
の
中
のnhớ

と tưởng

が
「
心
」
の
動
き
を
表
し
て
い
る
語
で
、

こ
の
二
語
も
「
心
」
や
「
糸
」
と
並
ぶ
鍵
概
念
と
し
て
『
阮
攸
』
で
何
度

も
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
二
語
の
日
本
語
訳
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

最
初
に
、tưởng

に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
こ
れ
は
漢
越
語
で
あ
る
た

め
「
想
」
と
い
う
漢
字
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

tưởng

に
は
「
想
」
と
い
う
漢
字
を
用
い
て
訳
し
、
時
に
「
想
う
」
と
訓

ず
る
こ
と
に
す
る
。『
阮
攸
』で
は
他
に
、「「
戯
論
」（papañca, prapañca

）は
、

想
の
有
識
的
作
動
で
あ
る
（
仏
教
の
術
語
で
は
、
想
は
パ
ー
リ
語
でsañña

、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でsaṃ

jñā 

と
呼
ば
れ
る
）」（N

D
 302

）
と
い
う
文
か
ら
、

パ
ー
リ
語
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
の
対
応
関
係
も
確
認
で
き
、ま
た
「
戯

論
」
が
「
想
」
の
働
き
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
な

お
、
こ
こ
で
の
「
戯
論
」
は
仏
教
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
て
、「
想

像
遊
戯
の
尽
き
る
こ
と
な
い
膨
張
、
人
間
の
心
識
の
中
の
想
の
遥
か
沖
合

ま
で
広
が
っ
て
い
く
遊
戯
の
膨
張
」（N

D
 302

）
を
意
味
し
、「
す
べ
て
の

種
類
の
想
の
す
べ
て
の
展
転
〔
展
開
〕
は
、生
じ
芽
生
え
て
、「
森
羅
万
象
」

に
、
宇
宙
の
羅
列
さ
れ
た
現
象
に
な
る
」（N

D
 301

）
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、「
思
い
出
す
」、「
思
い
起
こ
す
」、「
思
い
を
馳
せ
る
」
を
意
味

す
るnhớ
は
漢
越
語
で
は
な
く
、
直
接
対
応
す
る
漢
字
は
な
い
。
字

チ
ュ
ー
ノ
ム喃

を
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こ
こ
で
、
テ
ィ
エ
ン
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
著
作
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及

さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
密
教
の
教
義
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
し
た
い
。
亡
命
以
降
の
テ
ィ
エ
ン
の
思
想
に
は
密
教
的
要
素
も
多
く
現

れ
る
。
彼
は
、
金
重
を
男
性
原
理
の
慈
悲
心
に
見
立
て
、
翹
を
女
性
原
理

の
般
若
智
に
見
立
て
、
二
人
の
再
会
を
、
解
脱
の
如
く
見
な
し
て
い
る
。

仏
教
に
お
い
て
、〈
大
悲
〉
は
、男
性
性
を
通
じ
て
顕
露
さ
れ
、〈
大
般
若
〉

（
大
智
慧
）は
女
性
性
を
通
じ
て
顕
露
す
る
。〈
大
悲
心
〉と〈
大
般
若
智
慧
〉

の
間
の
交
合
同
一
は
、
金
重
の
精
英
（〈
大
悲
心
〉
の
俗
諦
を
反
映
）
と

翠
翹
の
英
華
（〈
大
般
若
智
慧
〉
の
世
諦
を
反
映
）
と
の
間
の
交
配
、
す

な
わ
ち
、〈
善
行
方
便
〉（「
心
糸
」）
と
〈
空
性
〉（「
糸
心
」）
と
の
間
の

結
合
交
入
に
お
け
る
重
逢
再
遇
を
通
じ
て
秘
密
裏
に
体
入
〔
融
合
〕
さ
れ

る
。（N

D
 325

）

こ
の
翹
と
金
重
と
の
再
会
の
と
き
、つ
ま
り
、集
中
し
た
「
想
」
に
よ
っ

て
金
重
が
翹
を
そ
の
場
に
見
る
と
き
に
は
、
か
つ
て
二
人
が
恋
仲
で
現
実

に
出
会
っ
て
い
た
と
き
の
「
本
当
の
翹
よ
り
も
、本
当
の
翹
を
見
た
」（N

D
 

292

）
と
テ
ィ
エ
ン
は
言
う
。「
こ
の
場
面
は
、
金
重
の
「
幻
覚
」
で
は
な

い
」（N

D
 292

）
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
金
重
は
、
初
禅
の
敷
居
の
前
に

立
っ
て
い
る
者
の
心
識
の
状
態
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は

容
易
に
認
め
る
。た
だ
し
、初
禅
の
敷
居
の
近
く
へ
の
歩
み
で
あ
っ
て
、（
四

禅
の
）
初
禅
に
入
る
た
め
の
心
霊
精
神
の
条
件
を
ま
だ
十
分
に
持
っ
て
は

い
な
い
」（N

D
 328

）
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
の
修
行
で
行
わ
れ
て
い
る

特
別
な
精
神
集
中
の
状
態
に
入
り
込
も
う
と
す
る
心
の
段
階
に
あ
る
と

テ
ィ
エ
ン
は
見
な
す
。
た
だ
こ
の
場
合
、「
金
重
は
想
の
中
に
巻
き
込
ま

れ
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
一
方
の
、
密
禅
〔
密
教
と
禅
宗
〕
の
行

者
た
ち
は
、
想
を
制
御
し
て
い
る
」（N

D
 329

）
と
い
う
よ
う
に
、
修
行

者
と
は
異
な
り
、
金
重
は
「
想
」
を
制
御
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
金
重

の
こ
の
「
想
」
に
よ
る
翹
と
の
再
会
が
そ
の
ま
ま
仏
教
的
覚
醒
を
示
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

テ
ィ
エ
ン
の
観
点
か
ら
は
、『
翹
伝
』
に
お
け
る
解
脱
あ
る
い
は
悟
り

は
20

、
金
重
よ
り
は
む
し
ろ
翹
の
側
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

彼
は
鈴
木
大
拙
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
こ
う
述
べ
て
い
る
。

翹
の
帰
宅
は
、〈
悟
り
〉
の
心
識
の
象
徴
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
、
も
し
私
た
ち
が
詩
歌
言
語
を
道
語
禅
言
へ
と
転
移
す
る
な
ら
ば
。

見
性
し
た
多
く
の
禅
師
は
、〈
出
奔
〉
を
淪
落
の
断
腸
へ
と
飛
び
入
る
こ

と
、
そ
し
て
、〈
家
へ
の
回
帰
〉
を
〈
見
性
証
悟
〉
の
よ
う
に
喩
え
て
い

る
。
鈴
木
大
拙
の
輝
か
し
い
言
い
方
に
従
う
な
ら
、「〈
無
明
〉
は
家
か
ら

遠
く
へ
の
旅
立
ち
で
あ
り
、〈
悟
り
〉
は
家
へ
の
回
帰
で
あ
る
」（E

ssays 

in Z
en B

uddhism
, First series, p.152-157

： “Ignorance is departure 
from

 hom
e and Enlightenm

ent is returning…
”

）（N
D

 326

）

そ
し
て
翹
が
金
重
や
家
族
と
再
会
す
る
場
面
で
、
テ
ィ
エ
ン
が
最
も
注

目
す
る
句
は
以
下
の
句
で
あ
る
。

今
は
い
つ
ぞ
と
想
い
た
り　

 

眼
し
か
と
開
け
ど
も
、
い
ま
だ
夢
か
と
疑

え
り　

Tưởng bây giờ là bao giờ　
　

R
õ ràng m

ở m
ắt còn ngờ chiêm

 bao

（3013-3014
）
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テ
ィ
エ
ン
は
こ
の
二
句
に
つ
い
て
、「
民
族
精
神
の
精
髄
の
す
べ
て
は
、

上
の
六
語
八
語
の
二
句
の
中
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
は
阮

攸
の
翹
伝
詩
集
全
体
の
最
高
峰
の
頂
上
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
ベ
ト
ナ

ム
の
〈
詩
歌
〉
と
〈
思
想
哲
理
〉
の
最
も
深
い
底
無
し
の
〈
深
淵
〉
で
あ
る
」

（N
D

 155

）
と
さ
え
形
容
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
今
は
い
つ
」
と
翹

が
想
っ
て
い
る
時
の
状
態
を
テ
ィ
エ
ン
は
「
出
神
」〔
忘
我
〕（N

D
 150-

151

）
と
も
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
翹
は
極
め
て
特
異
な
心
の
状
態
に
あ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
時
の
時
間
性
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
、
時
計
や
太
陽
あ
る
い
は
月
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
通
俗
的
な

時
間
の
「
現
在
」
は
も
は
や
な
い
。「
今
は
い
つ
」
の
時
間
は
ま
さ
に
、

時
間
性
の
淵
源
的
体
性
〔
本
質
〕
で
あ
り
、
同
時
に
、
民
族
の
話
し
言
葉

の
〈
越
〉
性
で
あ
り
、
阮
攸
の
絶
妙
な
入
神
的
詩
歌
と
霊
妙
な
出
神
的

思
想
の
心
中
に
あ
る
〈
淵
黙
〉
と
〈
性
命
〉
の
〈
越
〉
性
で
あ
る
。（N

D
 

158

）

と
い
う
よ
う
な
表
現
で
、
翹
が
体
験
し
た
こ
の
忘
我
的
な
時
の
根
源
性
と

超
越
性
を
語
り
、そ
し
てbây giờ

と bao giờ

と
い
う
相
似
し
た
音
で
も
っ

て
そ
の
淵
源
性
を
語
り
う
る
ベ
ト
ナ
ム
語
の
固
有
性
を
も
指
摘
す
る
。
そ

し
て
、「
今
は
い
つ
」
の
外
国
語
で
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、「
私
た
ち
は
、

そ
の
「
今
は
い
つ
」
を
た
だ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
哲
学
言
語
に
お
い
て
の
み

訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
言
葉
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
理
の
特
別
な
意
味

で
のA

ugenblick

で
あ
る
」（N

D
 153

）
と
い
う
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
用
い
たA

ugenblick

〔
瞬
間
、
瞬
視
〕
を
あ

て
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
用
い
る
こ
の
特
別
な
、「
本
来
的
な
現
在
」

を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
は
、
さ
ら
に
「
閃
光
の
如
き
一
瞥
」（N

D
 206

）

と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
語
に
も
言
い
換
え
ら
れ
、
こ
の
表
現
も
『
阮
攸
』
の
鍵

言
葉
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
近
代
詩
を
代
表
す
る
詩
人

の
一
人
、
グ
エ
ン
・
ビ
ンN

guyễn B
ính

（
一
九
一
八
─
一
九
六
六
）
の
詩

か
ら
テ
ィ
エ
ン
が
取
っ
て
き
た
表
現
で
（N

D
 256

）、
こ
う
し
た
詩
的
な

ベ
ト
ナ
ム
語
で
の
表
現
が
あ
る
な
ら
、
で
き
る
限
り
ベ
ト
ナ
ム
詩
人
が
用

い
た
独
特
な
表
現
を
用
い
そ
れ
を
尊
重
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
確

認
で
き
る
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
一
九
八
三
年
に
当
時
の
勤
務
地
で
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
ト
リ
ビ
ュ
』

で
、
テ
ィ
エ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
哲
学
的
断
章
の
次
の
よ
う
な
一

節
、

言
語
の
本
質
の
根
源
、
そ
れ
は
雷
鳴
！　

雷
、
そ
れ
は
〈
時
〉。
そ
れ
は

す
べ
て
を
捉
え
る
瞬
間
。
そ
し
て
す
べ
て
は
唯
一
の
瞬
間
に
起
因
す
る
。

偉
大
な
、
最
も
偉
大
な
詩
的
天
才
は
唯
一
の
瞬
間
か
ら
生
ま
れ
る
。
閃
光

の
空
間
に
、
薔
薇
は
花
開
く
。
瞬
間
ử
ダ
イ
ヤ
（
ヴ
ァ
レ
リ
ー
？
）、
瞬

ử
雷
！　

A
ugen-B

lick/B
litz!

21

こ
の
中
の
、
フ
ラ
ン
ス
語
のl’instant-foudre

（
瞬
ử
雷
）、
ド
イ
ツ
語

A
ugen-B

lick/B
liz

（
瞬
ử
視
／
雷
）
に
も
対
応
す
る
言
葉
で
も
あ
り
、
こ

の
断
章
も
、
テ
ィ
エ
ン
が
『
翹
伝
』
の
「
今
は
い
つ
」
に
閃
光
の
如
き
瞬

間
の
根
源
的
時
間
性
と
あ
る
種
の
特
異
な
世
界
の
あ
り
方
を
見
て
い
た

こ
と
と
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

心
の
覚
醒

こ
こ
ま
で
、
テ
ィ
エ
ン
が
論
ず
る
阮
攸
の
「
心
」
を
見
て
き
て
、
特
に

『
翹
伝
』
後
半
に
現
れ
る
心
あ
る
い
は
心
の
働
き
が
、
日
常
的
な
も
の
と

は
異
な
る
、
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
だ
ろ

う
。
テ
ィ
エ
ン
は
、
そ
の
特
異
な
心
の
働
き
、
心
の
あ
り
方
を
論
じ
な
が

ら
、「
阮
攸
の
思
想
は
、
逆
流
の
姿
勢
で
運
転
す
る
〔
動
く
〕、
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
思
考
、
思
惟
、
推
思
の
習
慣
と
は
逆
に
、
つ
ま
り
、
凡
夫
た
ち

の
普
通
の
思
想
と
は
逆
に
、心
識
の
水
源
へ
と
逆
に
流
れ
回
帰
す
る
」（N

D
 

372

）
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
心
」
と
い
う
源
を
、（
本
稿
の
こ
れ
ま
で

の
考
察
で
も
た
び
た
び
触
れ
て
き
た
よ
う
に
）
仏
教
思
想
に
基
づ
き
な
が
ら

見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
仏
教
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
テ
ィ
エ
ン
の
考
察
が
理
の
あ
る
考
察
で
あ
る
た
め
に
は
、
阮
攸
が

仏
教
に
通
じ
て
い
た
特
別
な
詩
人
で
あ
っ
た
証
拠
が
求
め
ら
れ
も
し
よ

う
。
そ
の
と
き
、
テ
ィ
エ
ン
が
特
に
注
目
す
る
の
は
、「
梁
昭
明
太
子
分

経
石
台
」
と
「
題
二
青
洞
」（
以
下
、「
青
洞
」
と
略
）
と
い
う
二
篇
の
漢
詩
、

そ
の
中
で
阮
攸
自
身
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
仏
教
思
想
で
あ
る

22
。

ま
ず
、『
深
淵
の
沈
黙
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
「
石
台
」
か
ら
見
て

い
き
た
い
。
こ
れ
は
、阮
朝
に
仕
え
て
い
た
阮
攸
が
北
使
の
命
を
受
け
て
、

清
の
京
、北
京
に
赴
き
、そ
の
帰
路
（
一
八
〇
四
年
）
に
立
ち
寄
っ
た
古
蹟
、

梁
の
昭
明
太
子
が
『
金
剛
般
若
経
』
を
三
二
品
に
「
分
経
」
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
石
台
の
置
か
れ
て
い
る
場
所
（
ベ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
の
多
く
は

臨
安
、
現
在
の
杭
州
だ
と
信
じ
て
い
る
が
、
筆
者
は
安
徽
省
安
慶
市
宿
松
県
と

推
測
す
る
）
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
作
っ
た
作
品
で
あ
る
。
阮
攸
の
仏
教
思

想
を
語
る
の
に
極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
日
本
で

は
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
の
全
文
と
書
き
下
し
文
、
そ
し
て

筆
者
自
身
の
解
釈
、
説
明
も
多
分
に
入
っ
て
い
る
現
代
語
訳
で
も
っ
て
こ

こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

【
原
文
】

梁
昭
明
太
子
分
經
石
臺

梁
朝
昭
明
太
子
分
經
處
／
石
臺
猶
記
分
經
字
／
臺
基
蕪
沒
雨
花
中
／
百
草

驚
寒
盡
枯
死
／
不
見
遺
經
在
何
所
／
往
事
空
傳
梁
太
子
／
太
子
年
少
溺
於

文
／
彊
作
解
事
徒
紛
紛
／
佛
本
是
空
不
著
物
／
何
有
乎
經
安
用
分
／
靈
文

不
在
言
語
科
／
孰
為
金
剛
為
法
華
／
色
空
境
界
茫
不
悟
／
癡
心
歸
佛
佛
生

魔
／
一
門
父
子
多
膠
蔽
／
一
念
之
中
魔
自
至
／
山
陵
不
涌
蓮
花
臺
／
白
馬

朝
渡
長
江
水
／
楚
林
禍
木
池
殃
魚
／
經
卷
燒
灰
臺
亦
圮
／
空
留
無
益
萬
千

言
／
後
世
愚
僧
徒
聒
耳
／
吾
聞
世
尊
在
靈
山
／
説
法
渡
人
如
恆
河
沙
數
／

人
了
此
心
人
自
渡
／
靈
山
只
在
汝
心
頭
／
明
鏡
亦
非
臺
／
菩
提
本
無
樹
／

我
讀
金
剛
千
遍
零
／
其
中
奧
旨
多
不
明
／
及
到
分
經
石
臺
下
／
纔
知
無
字

是
眞
經

23

【
書
き
下
し
文
】

梁
朝
昭
明
太
子　

分
経
せ
し
処
／
石
台　

な
お
分
経
の
字
を
記
す
／
台
基

雨
花
の
中
に
蕪
没
せ
り
／
百
草　

寒
さ
に
驚
き
て
尽
く
枯
死
せ
り
／
遺
経

何
所
に
在
る
か
を
見
ず
／
往
事　

梁
太
子
を
空
し
く
伝
う
／
太
子　

年
少わ

か

く
し
て
文
に
溺
れ
／
彊し

い
て
解
事
を
作
す
も　

徒
だ
紛
紛
／
仏　

本
よ
り

こ
れ
空
に
し
て　

物
を
著
け
ず
／
経　

安い
づ

く
に
か
用
い
て
分
け
ん
と
す
る

こ
と　

何
ぞ
有
ら
ん
や
／
霊
文　

言
語
科
に
不
在
な
り
／
孰い

ず

れ
を
か
金
剛

と
為
し
、
法
華
と
為
さ
ん
／
色
空
の
境
界　

茫
と
し
て
悟
ら
ず
／
癡
心　

帰
仏
せ
ば　

仏
は
魔
を
生
ず
／
一
門
の
父
子　

膠
蔽
多
し
／
一
念
の
中　

魔
は
自
ら
至
れ
り
／
山
陵　

蓮
花
台
を
涌
か
ず
／
白
馬　

朝
に
長
江
水
を
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渡
り
て
／
楚
林
は
木
に
禍
い
し　

池
は
魚
を
殃そ

こ
な

い
／
経
巻　

焼
か
れ
て
灰

と
な
り　

台
も
ま
た
圮や

ぶ

れ
た
り
／
無
益
な
る
万
千
言
を
空
し
く
留
め
／
後

世　

愚
僧
は
徒
だ
聒か

つ

す
の
み
／
吾
聞
く　

世
尊
は
霊り

ょ
う
ぜ
ん山

に
在
り
て
／
法
を

説
き
人
を
渡
す
こ
と
恒
河
沙
数
の
如
し
と
／
人
は
此
の
心
を
了さ

と

り
て　

人

自
ら
渡
る
／
霊
山
は
只
だ
汝
が
心
頭
に
在
り
／
明
鏡　

ま
た
台
に
非
ら
ず

／
菩
提　

本
よ
り
樹
無
し
／
我
読
む　

金
剛　

千
遍
零あ

ま

り
／
其
の
中
の
奥

旨　

不
明
な
る
こ
と
多
し
／
分
経
石
台
の
下
に
及
び
到
り
て
／
纔わ

ず
か

に
知
る

　

無
字
こ
れ
真
経
な
り
と

【
現
代
語
訳
】

南
朝
の
梁
の
武
帝
（
四
六
四
─
五
四
九
）
の
子
で
あ
る
昭
明
太
子

（
五
〇
一
─
五
三
一
）
が
金
剛
般
若
経
を
三
二
品
に
分
け
た
石
台
の
場
所

に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
石
台
に
は
ま
だ
「
分
経
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
残

さ
れ
て
い
る
。台
の
基
礎
部
分
は
雪
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。周
囲
の
様
々

な
草
は
そ
の
寒
さ
に
驚
い
た
か
の
よ
う
に
、
尽
く
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

昭
明
太
子
が
分
経
を
し
て
遺
し
た
と
い
う
経
典
が
あ
る
と
い
う
が
、
ど
こ

に
あ
る
の
か
見
当
た
ら
な
い
。
梁
の
昭
明
太
子
に
つ
い
て
昔
か
ら
伝
わ
っ

て
き
た
話
を
う
わ
さ
に
聞
く
だ
け
だ
。

太
子
は
若
く
し
て
文
学
に
溺
れ
（
ま
た
池
に
も
溺
れ
、
そ
れ
が
原
因
で

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
）、
強
い
て
経
典
を
解
釈
し
た
が
、
そ
れ
は
結
局

の
と
こ
ろ
た
だ
混
乱
を
招
く
だ
け
だ
っ
た
。
仏
は
本
来
、「
空
」
な
の
で

あ
り
（
ま
た
、
慧
能
が
言
う
よ
う
に
「
本
来
無
一
物
」
な
の
で
あ
っ
て
）、

物
を
く
っ
つ
け
た
り
は
し
な
い
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
物
で
あ

る
経
典
を
用
い
て
、
仏
や
空
を
分
け
る
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
い

や
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
だ
。
神
聖
な
文
章
は
、
言

語
の
部
門
に
は
存
在
し
な
い
。
仏
の
真
理
の
い
ず
れ
か
を
金
剛
経
と
し
、

ま
た
法
華
経
と
し
て
分
け
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
意
味
も
な
い
こ
と
だ
。
現
象
の
世
界
と
空
の
世
界
と
の
境
界

は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
曖
昧
で
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
だ
。
動
き
の
と

れ
な
い
凝
り
固
ま
っ
た
愚
か
な
心
で
仏
に
帰
依
す
れ
ば
、
そ
の
仏
は
魔
物

を
生
み
出
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

梁
朝
の
一
門
の
父
子
、
武
帝
と
そ
の
子
の
昭
明
太
子
は
物
に
執
着
し
、

心
を
闇
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
仏
に
執
着
し
一
心
に
念
じ
て
い

る
そ
の
心
の
中
か
ら
魔
物
は
ひ
と
り
で
に
や
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
の
よ
う
に
執
着
す
れ
ば
、
た
と
え
仏
教
を
厚
く
信
仰
し
た
と
こ
ろ
で
、

梁
の
山
陵
に
は
、
仏
の
坐
す
蓮
華
台
が
湧
き
出
て
く
る
わ
け
が
な
い
。

五
四
八
年
に
起
こ
っ
た
侯
景
の
乱
で
、
梁
に
投
降
し
て
い
た
侯
景
は
梁
を

裏
切
っ
て
、
白
馬
に
乗
り
、
朝
、
長
江
を
渡
っ
て
梁
の
都
の
建
康
に
攻
め

入
っ
て
き
た
。
東
魏
の
杜
弼
が
梁
に
送
っ
た
檄
文
の
中
で
「
楚
王
の
飼
っ

て
い
た
猿
が
逃
げ
、
そ
の
猿
を
探
す
た
め
林
の
木
々
が
焼
か
れ
て
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
城
門
が
火
事
と
な
り
そ
の
消
火
の
た

め
に
池
の
水
を
使
い
き
っ
て
池
の
魚
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
梁
が

侯
景
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
災
難
が
連
鎖
し
て
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
災

い
が
到
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
た
だ
恐
れ
る
」（
但
恐
楚
国
亡
猿
禍
延
林
木

城
門
失
火
殃
及
池
魚
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
言
葉
の
通
り
、
仏
教
信

仰
に
執
着
し
そ
れ
に
溺
れ
た
災
い
は
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
ま
で
及
ぶ
こ

と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
経
典
は
焼
か
れ
て
灰
と
な
り
、
分
経
台
も
ま
た

壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
は
、
無
益
な
幾
千
万
の
言
葉
が
空
し
く
留

ま
る
だ
け
と
な
り
、
後
世
、
愚
か
な
僧
た
ち
が
、
た
だ
か
ま
び
す
し
く
騒

ぐ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

私
が
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
世
尊
は
霊
鷲
山
で
仏
教
の
真
理
を
説
き
、

ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
多
く
の
人
を
真
理
の
岸
辺
に
渡
し
た
と
い
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う
。（
だ
が
、
そ
の
霊
鷲
山
と
は
実
体
的
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
っ
て
）
人
が
心
と
い
う
も
の
を
知
る
の
な
ら
、
人
は
み
ず
か
ら
真
理

の
岸
辺
に
渡
る
の
だ
。
霊
鷲
山
は
た
だ
自
分
の
心
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
神
秀
（
？
─
七
〇
六
）
が
作
っ
た
「
身
体
は
菩
提
樹
で
あ
り
、

心
は
明
鏡
台
の
よ
う
な
も
の
だ
。
時
々
勤
め
て
掃
除
を
し
て
、
埃
が
つ
か

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
身
是
菩
提
樹
／
心
如
明
鏡
臺
／

時
時
勤
拂
拭
／
勿
使
惹
塵
埃
）
と
い
う
偈
に
対
し
て
、
嶺
南
の
獦
獠
（
野

蛮
人
）
と
馬
鹿
に
も
さ
れ
て
も
い
た
慧
能
（
六
三
八
─
七
一
三
）
は
「
悟

り
に
は
樹
の
よ
う
な
実
体
は
な
い
。
明
鏡
に
も
台
な
ど
な
い
。
本
来
、
仏

の
真
理
で
は
物
な
ど
一
つ
も
な
い
の
だ
。
ど
う
し
て
物
も
な
い
の
に
埃
が

つ
く
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
」（
菩

提
本
無
樹
／
明
鏡
亦
非
臺
／
本
來
無
一
物
／
何
處
惹
塵
埃
）
と
い
う
偈
を

作
っ
た
よ
う
に
、
明
鏡
、
つ
ま
り
心
に
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
支
え
る
実

体
的
な
台
な
ど
な
い
の
で
あ
り
、
悟
っ
た
状
態
に
あ
っ
て
は
、
樹
の
よ
う

な
実
体
は
な
い
の
だ
。

私
は
こ
れ
ま
で
千
回
以
上
、
金
剛
般
若
経
を
読
ん
で
き
た
が
、
そ
の
中

の
奥
深
い
真
理
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
梁
の
昭
明
太

子
が
分
経
を
し
た
と
言
わ
れ
る
石
台
の
も
と
に
来
て
、
つ
い
に
、
は
っ
と

知
っ
た
の
だ
、〈
無
字
〉
こ
そ
真
の
経
典
、
真
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
。

こ
の
詩
を
読
め
ば
、
阮
攸
が
い
か
に
仏
教
と
り
わ
け
禅
、
そ
れ
も
慧
能

の
禅
に
通
じ
て
い
た
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
し
、
テ
ィ
エ
ン
が
主
張
す
る
よ

う
に
阮
攸
と
『
翹
伝
』
の
思
想
が
「
心
」
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
、「
人

は
此
の
心
を
了
り
て　

人　

自
ら
渡
る
／
霊
山
は
只
だ
汝
が
心
頭
に
在

り
」
と
い
う
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
の
禅
思
想
を
語
る
一
節
が
保
証

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、「
阮
攸
も
ま
た
、
す
べ
て
の
ベ
ト
ナ
ム
人
と
同
じ
よ

う
に
普
通
に
「
心
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
が
、
し
か
し
、
も
し
私
た
ち

が
グ
エ
ン
・
ズ
ー
の
詩
歌
と
思
想
に
お
け
る
一
致
点
と
一
貫
し
た
理
を
把

握
で
き
る
な
ら
、
阮
攸
の
「
心
」
と
い
う
語
は
転
化
さ
れ
て
世
人
の
通
常

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
使
用
と
は
完
全
に
異
な
る
地
平
へ
と
至
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
気
付
く
」（
傍

点
引
用
者
）（N

D
 73

）
と
テ
ィ
エ
ン
は
言
う
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
こ

こ
で
の
「
心
」
を
通
常
の
意
味
で
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
阮
攸
が
述
べ
る
「
心
」
は
（
漢
語
で
あ
っ
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
あ
っ

て
も
）、
通
常
の
心
と
は
違
う
次
元
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
特
異
性
に

つ
い
て
、
も
う
一
つ
の
漢
詩
「
青
洞
」
を
見
な
が
ら
考
え
た
い
。

「
青
洞
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
先
に
触
れ
た
『
翹
伝
』
二
八
五
五

─
二
八
五
六
段
の
、
金
重
が
翹
を
強
く
想
い
翹
が
戻
っ
て
く
る
の
を
見
と

め
る
場
面
を
、
ど
う
し
て
禅
定
と
観
想
と
い
う
仏
教
修
行
の
観
点
か
ら
論

じ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
テ
ィ
エ
ン
自
ら
答
え
る
形
で
、
次
の
よ
う
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、阮
攸
の
翹
伝
に
つ
い
て
語
る
際
、ど
う
し
て
「
禅
定
」
と
「
観
想
」

に
言
及
す
る
の
か
？

阮
攸
の
漢
詩
二
句
を
た
だ
提
示
す
る
だ
け
だ
。
こ
の
二
詩
句
は
、
雷
鳴

の
ご
と
く
突
発
的
に
現
れ
、
以
前
か
ら
今
日
ま
で
の
阮
攸
の
作
品
の
解
釈

の
や
り
方
す
べ
て
に
打
ち
付
け
、
裂
き
砕
き
、
崩
壊
さ
せ
る
。

満
境
皆
空
何
有
相
？　
〔
満
境
は
皆
空
な
り　

何
ぞ
相
有
ら
ん
〕

此
心
常
定
不
離
禅
。　
〔
此
の
心　

常
に
定
に
し
て
禅
を
離
れ
ず
〕

24

（N
D

 341

）
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テ
ィ
エ
ン
は
阮
攸
の
「
心
」
の
特
異
性
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
作
品
解

釈
も
表
面
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
絶
対
的

な
確
信
の
も
と
に
、「
青
洞
」
の
二
句
を
提
示
す
る
。
阮
攸
の
「
心
」
の

特
異
性
と
は
、
つ
ま
り
、
こ
の
漢
詩
の
二
句
に
基
づ
く
な
ら
、
一
切
が
空

で
あ
る
こ
と
を
観
じ
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
禅
定
の
状
態
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
阮
攸
の
こ
の
二
句
が
同
じ
詩
の
中
で
続
け
て

書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
肝
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
阮
攸
の
「
心
」
が
、
止

観
不
二
、
定
慧
不
二
を
了
悟
し
体
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
指
摘
も
テ
ィ
エ
ン
は
忘
れ
な
い
。

「
禅
」
と
い
う
字
は
、〔
中
略
〕
六
祖
慧
能
の
「
禅
」
の
意
味
で
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六
祖
慧
能
の
禅
に
お
い
て
は
、
禅
定
と
般
若
は
不

二
で
不
異
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
禅
と
悟
も
不
二
で
不
異
で
あ
る
の
と

同
様
で
あ
り
、
止
と
観
は
同
時
に
生
じ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
（
止
が
あ
っ

て
そ
れ
か
ら
観
が
あ
っ
た
り
、
観
が
あ
っ
て
か
ら
止
が
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
禅
波
羅
蜜
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
般
若
波
羅
蜜
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
禅
こ
そ
超
越
的
な
般
若
智
慧
な
の
で
あ
る
）。（N

D
 343

）

阮
攸
が
慧
能
禅
を
深
く
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、『
六
祖
壇
経
』
で

言
わ
れ
て
い
る
「
勿
迷
言
定
慧
別
。
定
慧
一
體
不
是
二
」

25
と
い
う
慧
能

の
思
想
を
分
か
り
、
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
の
だ
と
、
テ
ィ
エ
ン
は
確
信

的
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
テ
ィ
エ
ン
は
「〈
般
若
〉
を
知
ら
な
け

れ
ば
、
決
し
て
阮
攸
の
〈
思
想
〉
と
〈
詩
歌
〉
の
内
部
に
歩
み
入
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
」（N

D
 63

）
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
阮
攸
が
慧

能
禅
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、『
六
祖
壇
経
』
で
「
禅
定
」
は
「
何
名
禪

定
。
外
離
相
爲
禪
。
内
不
亂
爲
定
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
阮
攸
の

「
満
境
皆
空
何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
が
見
事
に
応
じ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、前
に
紹
介
し
た「
石

台
」
の
中
で
の
慧
能
の
も
の
と
さ
れ
る
偈
の
二
句
の
引
用
や
、
そ
の
二
句

お
よ
び
偈
の
中
の
も
う
一
句
「
本
来
無
一
物
」
と
も
対
応
す
る
「
仏
本
よ

り
是
れ
空
に
し
て
物
を
著
け
ず
」
と
い
う
句
、
あ
る
い
は
、
慧
能
が
そ
の

一
節
を
聞
い
て
悟
っ
た
と
い
う
『
金
剛
般
若
経
』
を
、
阮
攸
の
場
合
に
は

千
回
以
上
も
読
ん
だ
そ
の
果
て
に
、
文
盲
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
慧
能
の

如
く
、
経
文
を
全
否
定
し
て
「
無
字
」
を
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
阮
攸

の
慧
能
禅
へ
の
深
い
関
わ
り
の
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
阮
攸
に
あ
る
種
の
実
存
的
経
験

が
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
詩
句
は
書
き
え
な
い
と
テ
ィ
エ
ン
が
指
摘
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
『
阮
攸
』
中
の
「
満
境
皆
空

何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
の
提
示
の
後
に
は
、
実
は
次
の
よ
う
な
文

章
が
続
い
て
い
た
。

誰
が
こ
の
よ
う
に
言
え
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？　

上
の
二
詩
句
は
い

つ
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

仏
教
の
禅
密
〔
禅
宗
と
密
教
〕
に
常
に
出

入
り
し
て
い
る
者
だ
け
が
、
上
の
一
四
字
を
通
じ
て
一
四
回

26
連
続
し
て

起
こ
る
地
震
に
遭
っ
た
か
の
よ
う
に
驚
き
、
震
え
、
震
撼
す
る
。
百
万
の

字
義
を
自
分
の
生
涯
の
中
に
深
く
入
る
が
ま
ま
に
さ
せ
た
者
だ
け
が
、
真

経
の
「
無
字
」
を
語
る
権
利
が
あ
る
。
一
生
、
あ
ら
ゆ
る
想
の
す
べ
て
の

相
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
苦
悶
し
、
袋
小
路
に
到
っ
た
者
だ
け
が
、
一
切

相
と
一
切
想
を
爆
破
し
、「
無
想
」
と
「
空
性
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て

あ
え
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
戯
論

の
戯
れ
に
す
ぎ
ず
な
い
（N

D
 341-342

）
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「
一
局
の
滄
桑
を
経
巡
れ
ば
／
見
る
は
心
痛
ま
し
き
事
々
」
と
い
う
人

生
の
苦
を
自
ら
に
受
け
入
れ
、
長
い
苦
し
み
を
耐
え
忍
ん
だ
阮
攸
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
そ
の
果
て
に
、「
青
洞
」
に
描
か
れ
た
特
異
な
「
心
」
の
境

地
が
突
発
的
に
現
れ
る
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
宗
教
的
に
し
て
詩
的
な
戦

慄
を
見
事
に
読
み
手
に
伝
え
、
自
ら
も
阮
攸
の
「
心
」
に
共
振
し
て
い
る

の
が
十
分
に
分
か
る
テ
ィ
エ
ン
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
石
台
」
の

こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
第
二
節
で
『
深
淵
の
沈
黙
』
を
見

た
際
に
阮
攸
の
漢
詩
「
自
嘆
」
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
筆
者
が
述
べ

た
空
路
禅
師
の
叫
び
の
如
き
「
底
抜
け
」
は
、「
青
洞
」
の
二
句
お
よ
び

「
石
台
」
の
「
無
字
是
真
経
」
に
こ
そ
見
出
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。「
満
境
皆
空
何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
が
「
雷
鳴
の
ご
と
く

突
発
的
に
現
れ
」
る
の
と
同
様
に
、「
其
の
中
の
奥
旨　

不
明
な
る
こ
と

多
し
」
と
苦
し
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
堅
忍
し
て
千
回
以
上
経
典
を
読
み

続
け
た
そ
の
果
て
に
こ
そ
、
突
発
的
に
一
切
の
字
義
を
「
無
字
」
が
「
爆

破
」
す
る
瞬
間
が
訪
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
テ
ィ
エ
ン
が
グ
エ
ン
・

ビ
ン
の
言
葉
を
使
っ
て
述
べ
た
「
閃
光
の
如
き
一
瞥
」
の
瞬
間
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、上
の
引
用
で
述
べ
て
い
る
阮
攸
の
到
っ
た
境
地
に
つ
い
て
、テ
ィ

エ
ン
が
『
翹
伝
』
の
主
人
公
、
翠
翹
の
人
生
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い

る
こ
と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

翠
翹
の
断
腸
の
出
奔
流
落
は
、
堪
忍
の
領
域
で
は
必
要
な
歩
み
で
あ
る
。

数
多
く
の
惨
難
業
障
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
、
自
分
の
父
な
る
人
々
す
べ
て

と
母
な
る
人
々
す
べ
て
を
救
う
た
め
、
輪
廻
の
中
で
泥
だ
ら
け
に
な
り
の

た
う
ち
回
っ
て
、
苦
悶
に
耐
え
る
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
菩
薩
の

よ
う
に
。
つ
い
に
は
、翠
翹
は
戻
っ
て
来
て
、す
べ
て
と
再
会
す
る
。
翹
は
、

家
を
捨
て
て
失
踪
し
、
こ
の
世
で
最
も
恐
ろ
し
く
最
も
震
撼
す
べ
き
数
多

く
の
悲
劇
を
経
て
、
袋
小
路
に
到
っ
て
は
じ
め
て
家
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。（N

D
 325-326

）

テ
ィ
エ
ン
が
翹
の
帰
宅
を
悟
り
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
前
に
指
摘
し

て
あ
る
。
阮
攸
が
「
満
境
皆
空
何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
や
「
無
字

是
真
経
」
と
漢
語
で
記
し
た
覚
醒
し
た
心
の
境
地
は
、
翠
翹
の
ベ
ト
ナ
ム

語
で
は
、「
今
は
い
つ
ぞ
と
想
い
た
り
／
眼
は
し
か
と
開
け
ど
も
、
い
ま

だ
夢
か
と
疑
え
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
存
在
〉
と
し
て
の
〈
心
〉

仏
教
的
覚
醒
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
確
信
の
も
と
に
テ
ィ
エ
ン
は
阮

攸
の
「
心
」
お
よ
び
『
翹
伝
』
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
こ
と
が
以
上
で
お

よ
そ
確
認
で
き
た
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
テ
ィ
エ
ン
の
放
言
に
も
思
え
る

よ
う
な
、
一
切
を
包
含
す
る
「
心
」
な
る
も
の
を
私
た
ち
は
い
か
に
し
て

理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
解
が
難
し
い
の
は
、
実
は
私
た

ち
が
「
心
」
と
い
う
語
を
見
る
な
り
、
慣
習
的
に
そ
れ
を
個
人
の
内
面
だ

と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
、
見
方
を
変
え
る
た
め
に
、
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人

で
、
テ
ィ
エ
ン
と
同
じ
く
禅
に
精
通
し
て
い
た
井
筒
俊
彦
の
、
禅
の
「
心
」

に
つ
い
て
の
考
え
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。
井
筒
が
禅
の
「
心
」
の
例
と

し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
阮
攸
に
も
強
く
影
響
を
及
ぼ

し
た
六
祖
慧
能
の
、
有
名
な
逸
話
で
あ
る
。
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六
祖
は
あ
る
時
、
法
座
を
告
げ
る
寺
の
幡
が
風
で
バ
タ
バ
タ
揺
れ
な
び

き
、
そ
れ
を
見
た
二
人
の
僧
が
、
一
人
は
「
幡
が
動
く
の
だ
」
と
言
い
、

他
は
「
い
や
、
風
が
動
く
の
だ
」
と
、
お
互
い
に
言
い
張
っ
て
決
着
が
つ

か
な
い
の
を
見
て
言
っ
た
、「
風
が
動
く
の
で
も
な
く
、
ま
た
幡
が
動
く

の
で
も
な
い
。
あ
な
た
方
の
心
が
動
く
の
で
す
」。
こ
れ
を
聞
い
て
二
人

の
僧
は
ゾ
ッ
と
し
て
鳥
肌
を
立
て
た
。

27

こ
の
慧
能
の
逸
話
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
南
泉
和
尚
の
「
平
常
心

是
道
」と
い
う
時
の「
心
」に
つ
い
て
、井
筒
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
心
」
は
悟
っ
た
人

の
心
、
悟
っ
た
心
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
南
泉
の
「
普
通
」
の
心
は
、

こ
の
意
味
で
は
、
普
通
の
心
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
語
の
通

常
の
理
解
で
の
自
我
実
体
の
経
験
的
意
識
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
、「
普
通

の
心
」〔
慧
能
の
言
う
「
心
」
お
よ
び
南
泉
の
「
平
常
心
」〕
が
意
味
す
る

も
の
は
、
主
客
未
分
あ
る
い
は
主
客
の
分
岐
を
超
え
た
精
神
状
態
で
実
現

さ
れ
る
〈
心
〉（
術
語
的
に
は
「
無
心
」
と
呼
ば
れ
る
）
で
あ
り
、
世
界

全
体
の
極
限
ま
で
拡
張
さ
れ
た
心
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
経

験
的
意
識
の
場
と
し
て
の
普
通
の
心
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
意
味
す
る

の
は
、〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉the R

eality

で
あ
り
、〈
存
在
〉
の
ま
さ
し
く
基

礎the very ground of B
eing

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
永
遠
に
そ
れ
自

身
に
気
づ
い
て
い
る
。

28

こ
の
井
筒
の
解
釈
か
ら
す
る
と
、
慧
能
の
い
う
「
あ
な
た
方
の
心
が
動

い
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
議
論
し
て
い
た
僧
侶
も
風
も
幡
も
そ

れ
か
ら
慧
能
も
含
め
た
、
世
界
の
一
切
、
宇
宙
全
体
が
動
い
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
阮
攸
の

「
心
」
な
る
も
の
も
の
も
、「
阮
攸
の
」
と
い
う
一
個
人
の
主
体
の
「
心
」

に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
井
筒
が
英
語
で
用
い
て
い
る
西
洋
哲
学

の
語
彙
で
言
う
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
一
切
の
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ

り
、〈
存
在
〉
と
い
う
世
界
の
根
源
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
阮
攸
の
「
心
」
が
、
井
筒
の
言
う
禅
の
「
心
」
の
如
き
も
の
と

確
か
に
対
応
す
る
も
の
な
の
か
。「
根
源
も
ま
た
人
の
心
よ
り
出
づ
る
」

と
い
う
前
に
も
引
い
た
『
翹
伝
』
の
句
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
対
応
は
十

分
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
エ
ン
の
捉
え
る
阮

攸
に
関
し
て
言
え
ば
、
西
洋
哲
学
用
語
を
用
い
つ
つ
も
仏
教
的
観
点
か
ら

阮
攸
に
つ
い
て
語
る
彼
の
言
説
を
確
認
し
て
い
け
ば
、
そ
の
検
証
は
難
し

く
は
な
い
。
テ
ィ
エ
ン
が
、
阮
攸
の
「
心
」
の
中0

に
入
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
つ
い
、「
心
の
内

部
」
な
る
も
の
を
設
定
し
同
時
に
そ
れ
と
対
立
排
除
的
に
存
在
す
る
「
心

の
外
部
」
な
る
も
の
も
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
し
て
し
ま
う
が
、
し
か
し
、

テ
ィ
エ
ン
は
次
の
よ
う
に
端
的
に
述
べ
て
い
る
、「「
心
」
の
体
性
〔
存
在
、

本
質
〕
は
、
主
観
で
も
客
観
で
も
な
く
、
能
で
も
所
で
も
な
く
、
主
体
で

も
客
体
で
も
な
い
」、「
私
た
ち
は
、「
心
」
を
一
つ
の
物
体
な
い
し
対
体

あ
る
い
は
対
象
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（N

D
 8

）と
。
ま
た
、

別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
生
命
〔
個
人
の
運
命
〕
が
死
を
孕
ん
だ
心
を
持
ち
え

て
こ
そ
、
生
命
は
性
命
〔
存
在
の
運
命
〕
に
転
化
さ
れ
、
大
命
の
全
体
性

に
な
り
、
二
元
的
分
離
性
格
を
破
壊
し
、
生
と
死
の
間
の
、
時
間
と
空
間

の
間
の
、
人
と
我
と
の
間
の
、
近
く
と
遠
く
の
間
の
、
内
と
外
の
間
の
両

0

0

0

0

0

0

0

辺
二
相
性
格
を
廃
棄
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（N
D

 31

、
傍
点
引
用
者
）。「
死
を
孕
ん
だ
心
」

と
い
う
表
現
は
、
絶
望
し
た
翹
が
入
水
に
よ
っ
て
自
ら
の
死
を
選
ぶ
こ
と
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で
自
身
の
薄
命
を
断
ち
切
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
決
断
の
果
て
に
宗
教

的
な
再
生
な
い
し
覚
醒
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
、
を
象
徴
的
に
暗
示
し
て
い

る
。
要
す
る
に
、「
死
を
孕
ん
だ
心
」
と
い
う
の
は
、
人
生
の
苦
の
袋
小

路
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
死
に
臨
ん
で
唐
突
に
覚
醒
し
た
「
心
」
の
こ
と
で

あ
る
が
、そ
こ
に
開
か
れ
る
「
心
」
は
、引
用
に
あ
る
よ
う
に
、「
内
と
外
」

の
対
立
を
廃
棄
す
る
。
そ
の
開
か
れ
た
「
心
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

も
テ
ィ
エ
ン
は
述
べ
る
。

〈
心
〉
と
は
、
す
べ
て
の
芽
、
す
べ
て
の
最
も
繊
細
な
糸
、
す
べ
て
の

種
子
を
育
て
て
、
現
在
時
に
想
と
見
と
を
形
成
さ
せ
、
人
間
の
心
識
の
永

遠
に
わ
た
る
悲
喜
劇
の
中
の
能
と
所
の
間
の
交
流
転
運
の
す
べ
て
を
形
成

さ
せ
る
、
底
な
し
の
〈
深
淵
〉（A

bgrund, A
b-G

rund

）
で
あ
る
。（N

D
 

443

）

こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
大
文
字
の
〈
心
〉
は
、
明
ら
か
に
個
々
人
の

内
面
と
し
て
の
心
で
は
な
い
。
内
と
外
、
人
と
我
と
い
っ
た
境
界
が
外
れ

て
、
一
切
へ
と
開
か
れ
、
一
切
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
、
万
有
の
基
礎
、
根

底
そ
の
も
のthe very ground

で
あ
り
（『
翹
伝
』
の
「
根
源
も
ま
た
人
の

心
よ
り
出
づ
る
」
を
想
起
）、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
底
と
い
う
境
界
も

な
い
が
故
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
へ
と
広
が
る
〈
深
淵A

b-G
rund

〉
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
「
世
界
全
体
の
極
限
ま
で
拡
張
さ
れ
た
心
」
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、テ
ィ
エ
ン
は
、「
一
切
は
阮
攸
の
「
心
」
と
い
う
語
に
存
在
す
る
」

と
ま
で
断
言
す
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
を
井
筒
な
ら
ば
、
言
語
的
意
味
分
節
の
観
点
か
ら
、
世
界
に
言
語

的
分
節
が
い
ま
だ
入
っ
て
い
な
い
、
絶
対
無
分
節
体
と
い
う
形
而
上
的
な

も
の
を
想
定
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
観

点
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
た
と
え
阮
攸
が
「
満
境
皆
空
何
有
相
」
と
言
っ

た
と
し
て
も
、
世
界
の
真
相
が
、
ま
っ
た
く
何
も
な
い
と
い
う
意
味
で
の

空
虚
な
世
界
な
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
言
語
的

な
意
味
の
分
節
線
（
相
）
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
言
語
的
に
切
り

分
け
ら
れ
て
独
立
し
た
存
在
者
が
存
在
し
な
い
渾
沌
と
し
た
世
界
だ
。
し

か
し
、
通
常
、
言
語
的
な
意
味
の
網
目
を
通
し
て
し
か
世
界
を
捉
え
る
こ

と
の
で
き
な
い
私
た
ち
凡
人
は
、
そ
の
渾
沌
世
界
の
真
相
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
テ
ィ
エ
ン
は
こ
の
こ
と
を
、「
私
た
ち
が
具
体
的
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
実
在
す
る
木
で
あ
る
と
私
た
ち
が
認
め
る
木
が
あ

る
と
し
て
も
、
そ
の
実
在
の
木
と
は
、
名
前
の
な
い
他
の
何
か
の
影
に
す

ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
、
他
の
何
か
と
は
、
一
つ
の
「
何
か
」
で
は
な

く
、〔
私
た
ち
が
見
て
い
る
の
は
〕
突
然
出
現
す
る
と
同
時
に
す
ぐ
さ
ま
消

え
て
し
ま
っ
て
い
る
何
か
の
返
景
と
復
照
に
す
ぎ
な
い
」（N

D
 287

）
と

言
っ
て
い
る
。「
名
前
の
な
い
他
の
何
か
」
と
は
、
井
筒
の
考
え
に
沿
っ

て
言
え
ば
、
言
語
的
な
分
節
線
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
一
個
の
独
立
し
て
存

在
す
る
存
在
者
と
し
て
は
名
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
限
定
の
無
分

節
体
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
私
た
ち
凡
人
が
い
ま
だ
知
ら
な
い

で
い
る
世
界
の
真
の
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
に
他
な
ら
な
い
。

阮
攸
は
、「
石
台
」
の
「
無
字
是
真
経
」
が
象
徴
的
に
言
い
表
し
て
い

る
よ
う
に
、
一
切
の
存
在
者
（
満
境
）
を
言
語
的
無
分
節
の
状
態
（
皆
空
、

何
有
相
）
に
還
元
し
、
自
ら
も
そ
の
〈
心
〉
の
中
に
入
定
観
想
す
る
。
た

だ
し
、
テ
ィ
エ
ン
も
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、「
色
不
異
空
」
は
同

時
に
「
空
不
異
色
」
で
あ
る
（N

D
 388

）。
空
は
転
じ
て
現
象
と
な
る
。「
そ

う
で
あ
っ
て
こ
そ
〔
つ
ま
り
、
一
度
、
一
切
を
空
じ
て
こ
そ
〕、
は
じ
め
て

別
の
光
の
中
に
回
復
す
る
の
で
あ
る
」（N

D
 388

）。「
青
洞
」
の
、
先
に

引
い
た
二
句
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
「
一
粒
乾
坤
開
小
天
」
と
い
う
言
葉
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の
よ
う
に
、
絶
対
無
分
節
の
沈
黙
を
突
き
破
り
、
世
界
は
「
別
の
光
の
中
」

で
発
現
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
芸
術
作
品
の
創
造
と
も
並
行
関
係
に
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は
芸
術

創
造
を
「
大
晦
日
の
夜
の
よ
う
に
暗
い
〈
沈
黙
〉
の
深
淵
な
心
か
ら
の
声

響
、
音
響
、
影
、
映
の
き
ら
め
く
戯
れ
の
中
で
閃
光
を
発
し
て
ぱ
っ
と
噴

き
上
が
る
」（N

D
 431

）
と
も
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
詩
人
阮

攸
の
心
の
様
子
を
テ
ィ
エ
ン
は
、
阮
攸
が
経
て
き
た
隠
遁
時
代
の
絶
望
的

な
孤
独
を
代
弁
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
も
描
写
す
る
。

誰
が
完
全
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
詩
人
の
心
の
世
界
を
わ
し
掴
ん

だ
恐
る
べ
き
孤
独
を
、
凄
惨
な
逆
境
や
昼
夜
を
包
む
果
て
し
な
く
寂
し
い

思
い
を
、
そ
し
て
、
常
に
覚
醒
し
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
失
望
嫌
悪
感
を

制
御
し
、
疲
弊
し
き
り
散
漫
に
な
っ
た
意
識
の
顚
倒
的
な
纏
縛
を
破
壊

し
、
そ
し
て
、
あ
る
日
、
絶
望
が
突
然
ふ
い
に
「
そ
ぞ
ろ
溢
る
る
詩
の
心
」

lòng thơ lai láng bồi hồi

〔（131

）〕
を
噴
出
さ
せ
る
、
創
造
的
意
志
の
恐

る
べ
き
精
神
力
を
。（N

D
 130-131

）

前
に
見
た
「
心
」
の
覚
醒
と
同
じ
く
、
袋
小
路
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
そ

の
果
て
に
、「
詩
の
心
」
は
突
発
的
に
現
れ
る
。
た
だ
、
先
ほ
ど
は
、
一

切
が
空
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
た
が
、
今
度
は
、
そ
れ
が
創
造
へ
と
転
じ
て

い
る
。
詩
人
は
「
そ
ぞ
ろ
溢
る
る
詩
の
心
」
に
よ
っ
て
、
無
分
節
な
世
界

に
再
び
言
語
の
線
を
入
れ
て
、
新
た
な
世
界
を
言
語
的
に
発
現
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

詩
人
の
用
い
る
そ
の
詩
的
言
語
は
、通
常
の
言
語
と
性
格
を
異
に
す
る
。

テ
ィ
エ
ン
は
、『
翹
伝
』
の
中
の
金
重
が
翹
を
想
う
場
面
の
「
あ
た
か
も

棟
に
軒
下
にD

ường như bên nóc trước thềm

」（2853

）
を
取
り
上
げ
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

あ
た
か
も
〜
の
如
くdường như

、
あ
た
か
も
あ
る
か
の
よ
うdường 

có

、
と
は
、
有
る
け
れ
ど
無
い
も
の
、
無
い
け
れ
ど
有
る
も
の
、
有
り
か

つ
無
く
、
有
る
こ
と
が
な
い
と
同
時
に
無
い
こ
と
が
な
い
も
の
、
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
詩
歌
の
、
人
類
の
詩
歌
言
語
す
べ
て

の
最
高
度
の
体
性
〔
本
質
〕
で
あ
る
。
阮
攸
の
詩
歌
の
絶
塵
の
巧
み
さ

と
美
し
さ
の
す
べ
て
は
、「
あ
た
か
も
…dường...

」「
あ
た
か
も
そ
の
…

dường ấy...

」「
あ
た
か
も
こ
の
…dường này...

」「
だ
か
ら
あ
た
か
もnên 

dường...

」「
あ
た
か
も
あ
る
か
の
よ
う
…dường có

」「
あ
た
か
も
…
の
ご

と
くdường như...

」
と
い
っ
た
ぼ
ん
や
り
と
し
た
表
情
の
中
に
見
え
隠

れ
す
る
あ
い
ま
い
な

0

0

0

0

0lãng đãng

と
こ
ろ
に
あ
る
。（N

D
 229

、
傍
点
引
用

者
）

29

ダ
オ
・
ズ
イ
・
ア
イ
ン
の
よ
う
な
大
学
者
で
さ
え
解
釈
を
誤
る
阮
攸
の

詩
的
言
語
の
難
解
さ
を
指
し
て
、

天
才
阮
攸
の
特
別
な
「
特
異
な
芸
」
は
、
い
つ
で
も
民
族
的
大
詩
豪
が
、

ベ
ト
ナ
ム
語
を
生
き
生
き
と
、
精
密
に
、
素
晴
ら
し
く
、
あ
い
ま
い
に

0

0

0

0

0

lãng đãng

、「
此
心
常
〈
定
〉
不
離
〈
禅
〉」
で
あ
る
一
人
の
人
か
ら
発
せ

ら
れ
た
深
い
多
く
の
意
味
を
秘
め
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
話
し
言
葉
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（N

D
 351

、
傍
点
引
用
者
）

と
テ
ィ
エ
ン
が
評
す
る
よ
う
に
、
そ
の
詩
的
言
語
の
分
割
線
は
、
先
に
見

た
微
細
に
変
化
す
る
繊
細
な
「
糸
」
の
よ
う
に
「
あ
い
ま
い
」
で
あ
り
、

そ
の
あ
い
ま
い
さ
に
よ
っ
て
阮
攸
の
詩
的
世
界
は
、「
色
空
境
界
茫
不
悟
」
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

と
「
石
台
」
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
現
象
世
界
と
形
而
上
的
真
相
世

界
が
融
け
合
い
な
が
ら
、
翹
の
「
心
」
と
同
時
に
一
切
の
「
根
源
」
と
し

て
の
深
淵
た
る
〈
心
〉
を
し
る
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
．
お
わ
り
に

以
上
、
ベ
ト
ナ
ム
文
学
を
代
表
す
る
長
編
韻
文
作
品
『
翹
伝
』
の
作

者
、
阮
攸
お
よ
び
阮
攸
の
漢
詩
を
含
め
た
作
品
を
テ
ィ
エ
ン
が
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
き
た
の
か
考
察
し
て
き
た
。
テ
ィ
エ
ン
が
文
壇
に
登
場
し
た

一
九
六
〇
年
代
に
は
す
で
に
、
阮
攸
を
ベ
ト
ナ
ム
の
詩
歌
と
思
想
を
体
現

す
る
詩
人
と
し
て
讃
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
し
か
し
、
そ
の

根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
阮
攸
の
漢
詩
の
解
釈
に
は
か
な
り
強
引

な
面
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
当
時
の
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
を
取

り
上
げ
る
と
き
に
は
、『
翹
伝
』
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
、
主
に
阮
攸

の
漢
詩
か
ら
の
考
察
が
中
心
で
あ
っ
た
。

亡
命
者
の
立
場
に
な
る
と
、
テ
ィ
エ
ン
は
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に
失

わ
れ
た
故
郷
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
阮

攸　

民
族
的
大
詩
豪
』
で
は
、
阮
攸
が
『
翹
伝
』
で
用
い
た
ベ
ト
ナ
ム
語

に
注
目
し
、『
翹
伝
』
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
語
を
議
論
の
鍵

概
念
と
し
て
用
い
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
。
詩
作
面
で
は
、「
糸
」
と
い

う
語
を
阮
攸
の
詩
作
を
象
徴
す
る
語
と
位
置
付
け
、
そ
の
単
語
を
登
場
人

物
の
心
や
外
界
の
描
写
な
ど
へ
と
微
妙
に
意
味
を
変
化
さ
せ
巧
み
に
操

る
阮
攸
の
詩
作
を
評
価
す
る
。
思
想
面
で
は
、『
翹
伝
』
冒
頭
と
末
尾
に

現
れ
る
「
心
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
阮
攸
の
「
心
」
を
、
仏
教
の
視
点

か
ら
テ
ィ
エ
ン
は
読
み
取
っ
て
い
く
。
阮
攸
の
「
心
」
に
深
く
仏
教
思
想

が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
エ
ン
は
阮
攸
の
漢
詩
「
題
二

青
洞
」
と
「
梁
昭
明
太
子
分
経
石
台
」
の
中
の
言
葉
を
そ
の
根
拠
と
し
て

い
る
。
漢
詩
に
描
か
れ
た
阮
攸
の
入
定
状
態
の
「
心
」
を
覚
醒
し
た
「
心
」

と
捉
え
、『
翹
伝
』
の
物
語
も
覚
醒
、
解
脱
へ
と
向
か
う
筋
書
き
と
し
て
、

密
教
的
な
解
釈
も
織
り
込
み
な
が
ら
テ
ィ
エ
ン
は
読
み
取
っ
て
い
る
。
ま

た
、
テ
ィ
エ
ン
が
取
り
上
げ
る
阮
攸
の
覚
醒
的
な
「
心
」
と
は
、
も
は
や

個
人
の
内
面
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
切
の
根
源
と
し
て
の
〈
心
〉
で

あ
り
、
西
洋
哲
学
の
語
彙
で
言
え
ば
そ
れ
は
〈
存
在
〉B

eing

な
の
だ
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
の
〈
性
〉
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
のSein

の
訳
語
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、『
阮

攸
』
も
、
ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
宗
教
の
一
つ
禅
仏
教
の
語
彙
で
あ
る
と
同
時

に
『
翹
伝
』
の
中
心
と
な
る
ベ
ト
ナ
ム
語
を
用
い
な
が
ら
、
三
〇
年
前
と

同
じ
く
深
淵
な
る
と
こ
ろ
を
（
し
か
し
、
さ
ら
な
る
忍
辱
を
経
な
が
ら
一
層

深
く
沈
降
し
て
）
巡
っ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
阮
攸
』
で
の
、
密
教
的
な
要
素
を
絡
め
た
テ
ィ
エ
ン
の
『
翹
伝
』
読

解
に
関
し
て
は
、
も
し
作
者
の
阮
攸
自
身
を
解
釈
の
根
拠
と
す
る
と
す
る

な
ら
、
彼
の
漢
詩
作
品
に
は
密
教
的
な
要
素
は
確
認
で
き
ず
、
か
な
り

テ
ィ
エ
ン
自
身
の
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、

作
者
な
る
も
の
を
特
権
的
な
解
釈
の
正
当
性
の
根
拠
か
ら
外
し
て
、
自
由

に
読
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、『
翹
伝
』
の
新
た
な
読
解
可
能
性
の

地
平
を
開
く
も
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
阮
攸
の
漢
詩
に
基
づ
き

阮
攸
の
「
心
」
を
覚
醒
的
な
「
心
」
と
捉
え
、
そ
れ
が
『
翹
伝
』
に
反
映

さ
れ
て
い
る
と
い
う
テ
ィ
エ
ン
の
読
み
は
、『
翹
伝
』
解
釈
に
仏
教
思
想

の
深
み
を
与
え
る
も
の
と
し
て
一
定
の
評
価
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

筆
者
は
考
え
る
。

最
後
に
、
言
い
漏
ら
し
た
こ
と
を
ひ
と
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ



40

れ
は
「
光
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は
、
阮
攸
の
「
此
心
常

定
不
離
禅
」
と
い
う
心
の
状
態
の
と
き
に
働
く
般
若
智
に
つ
い
て
、『
般

若
心
経
』
を
用
い
て
説
い
て
い
る
（N

D
 386-387

）。
そ
の
『
心
経
』
冒
頭

で
は
、
観
音
菩
薩
が
深
般
若
波
羅
蜜
多
を
行
じ
て
い
る
と
き
に
、
五
蘊

皆
空
で
あ
る
と
「
照
見
」
し
て
い
る
。
こ
の
「
照
見
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
原
語 vyavalokayati

の
語
根√lok

は
、「
輝
く
」
と
い
う
意
味
に

繋
が
る
。
つ
ま
り
般
若
と
い
う
特
異
な
叡
智
は
、
あ
る
種
の
輝
き
、
光
と

結
び
つ
く
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
特
異
な
叡
智
を
光
源
と
し
て
発
せ
ら
れ
る

光
、
あ
る
い
は
光
そ
の
も
の
と
し
て
の
特
異
な
叡
智
こ
そ
、
テ
ィ
エ
ン
が

言
う
「
閃
光
」
や
「
別
の
光
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、『
形
而
上
学
入
門
』
の
中
で
、「
存
在
」
と
い
う
語
の
語
源
考

察
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
（
ド
イ
ツ
語
のbin, bist

と
も
同
根
の
）
ギ

リ
シ
ア
語
のφύσις

が
、
光φῶ

ς, φάος
と
語
源
学
的
に
関
連
付
け
ら
れ

る
と
言
っ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
光ābhā

も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
連
な
る
だ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
、

am
itābha

阿
弥
陀
と
い
う
「
は
か
り
し
れ
な
い
光
」
も
ま
た
、
あ
る
種

の
根
源
的
な
〈
存
在
〉
の
光
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、「
叡
智
」

と
「
存
在
」
と
「
光
」
と
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め

て
考
え
て
み
た
い
。

　

註

1　

 

フ
ァ
ム
・
ク
ィ
ン
が
一
九
二
四
年
の
阮
攸
の
命
日
に
読
ん
だ
演
説
の
中
の
言
葉
で

あ
り
、
同
氏
が
主
筆
を
務
め
た
『
南
風
雑
誌
』N

am
 Phong T

ạp C
hí

第
八
六
号
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。

2　

 

野
平
宗
弘
『
新
し
い
意
識　

ベ
ト
ナ
ム
の
亡
命
思
想
家
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ

ン
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。（
以
下
、『
新
し
い
意
識
』
と
略
）

3　

 Phạm
 C

ông Thiện, Im
 L

ặng H
ố T

hẳm
, A

n Tiêm
 X

uất B
ản, Sài G

òn, 1967, p. 7.

4　

 op.cit., p. 30.

5　

 op.cit., p. 31-32.　

な
お
、
テ
ィ
エ
ン
の
原
文
で
大
文
字
で
始
ま
る
語
に
つ
い
て

は
、
日
本
語
訳
で
は
〈 

〉
で
囲
っ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
原
文
で
斜
体
で
強
調

し
て
あ
る
も
の
も
多
く
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、
煩
雑
に
な
る
た
め
日
本
語
で
の
強

調
は
省
略
す
る
（
以
下
同
様
）。

6　

 『
荘
子
』
第
二
冊
、
金
谷
治
訳
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
、
二
〇
頁
。

7　

 N
guyễn D

u Toàn T
ập, vol.  1, M

ai Q
uốc Liên chủ biên, nhà xuất bản V

ăn H
ọc 

Trung Tâm
 N

ghiên C
ứu Q

uốc H
ọc,

出
版
地
記
載
な
し, 1996, p. 31.　

阮
攸
の
漢
詩

の
日
本
語
書
き
下
し
文
は
引
用
者
に
よ
る
（
以
下
同
様
）。

8　

 『
荘
子
』
第
一
冊
、
金
谷
治
訳
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
一
五
〇
頁
。

9　

 

前
掲
『
新
し
い
意
識
』、
第
一
章
、
第
二
章
を
参
照
。

10　

 Phạm
 C

ông Thiện, H
ố T

hẳm
 C

ủa T
ư T

ưởng, 3 ed., Phạm
 H

oàng, Sài G
òn, 

1970 (1.ed., 1966).

『
思
想
の
深
淵
』
で
は
、阮
攸
の
漢
詩
「
龍
城
琴
者
歌
」
と
「
寄
友
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

11　

 Phạm
 C

ông Thiện, Ý
 T

hức M
ới Trong V

ăn N
ghệ V

à Triết H
ọc, 5 ed., Đ

ại 

N
am

 X
uất B

ản, C
alifornia, 1987 (1ed., 1964), p. 244. 

こ
こ
で
は
、「
咫
尺
の
間
も
幾

関
山
」（1938

）
と
い
う
『
翹
伝
』
の
一
節
を
引
き
、
ア
メ
リ
カ
留
学
生
活
の
疎
外
感
を

語
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
、『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用
の
日
本
語
訳
は
、『
金
雲
翹
』

竹
内
與
之
助
訳
、
講
談
社
、
一
九
七
五
年
の
文
語
訳
を
参
考
に
し
て
、
適
宜
改
訳
し
て

あ
る
。『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用
の
後
に
置
か
れ
た
（　

）
内
の
数
字
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
原

文
で
の
行
番
号
を
表
し
、
そ
の
行
数
は
、Đ

ào D
uy A

nh, T
ừ Đ

iển Truyện K
iều, 2 ed., 

N
hà X

uất B
ản K

hoa H
ọc X

ã H
ội, H

à N
ội, 1987 (1 ed., 1974) 

巻
末
記
載
ク
ォ
ッ
ク

グ
ー
表
記
の
『
翹
伝
』
に
従
う
。
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12　
 Phạm

 C
ông Thiện, Ý

 T
hức M

ới Trong V
ăn N

ghệ V
à Triết H

ọc, p. X
II.

13　
 Phạm

 C
ông Thiện, N

guyễn D
u ; Đ

ại T
hi H

ào D
ân T

ộc, V
iện Triết-Lý V

iệt 

N
am

 và Triết H
ọc Thế G

iới X
uất B

ản, C
alifornia, 1996. 

以
下
、『
阮
攸　

民
族
的
大

詩
豪
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、こ
の
本
の
略
号
をN

D

と
し
、引
用
文
の
後
に
、（N

D
 

ペ
ー
ジ
数
）
と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

14　

 

野
平
宗
弘
『
新
し
い
意
識
』
第
四
章
を
参
照
。

15　

 『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
七
四
三
頁
。

16　

  N
guyễn D

u Toàn T
ập, vol.  1, p. 173. 

こ
の
漢
詩
の
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、

川
本
邦
衛
『
ベ
ト
ナ
ム
の
詩
と
歴
史
』、
文
藝
春
秋
、
一
九
六
七
年
、
二
八
四
頁
に
よ
る
。

17　

 N
guyễn D

u Toàn T
ập, vol.  1, p. 313.

18　

 

そ
の
他
の
外
国
語
、
特
に
西
洋
語
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「〈
東
洋
道
理
〉
面
に
立
て
ば
、
儒
教
は
、
温
故
知
新
に
お
い
てnhớ

を

体
現
し
て
お
り
、
仏
教
は
念
の
一
字
に
お
い
て
体
現
し
て
い
る
。
／
〈
西
洋
哲
学
〉
面

に
立
て
ば
、nhớ

は
、
性
論
的
〔
存
在
論
的
〕
意
味
の
「anam

nesis

〔
想
起
〕」（Paul 

Friedlaender

の
訳
し
方
で
のrecollection

〔
回
想
〕、John B

urnet

の
訳
し
方
で
の

rem
iniscence

〔
回
想
〕）
の
中
で
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
統
治
し
て
い
た
。
そ
のnhớ

は
、

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
哲
学
に
つ
い
て
の
定
義
に
お
け
る
「
家
を
思
う
、
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク

nhớ nhà

」「
故
郷
を
思
うnhớ quê hương

」「
望
郷
の
心lòng hoài hương
」（Sehnsucht

〔
憧
憬
〕,  H

eim
w

eh

〔
郷
愁
〕）
を
通
じ
て
（N

ovalis, Schriften Ed. J. M
inor, Jena, 

1923, Vol. 2, p.179, Frgm
.21; H

eidegger, D
ie G

rundbegriffe der M
etaphysik, W

elt-

E
ndlichkeit E

insam
keit, 1983, 1992

）、
そ
し
て
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「tưởng 

nhớ

」（souvenir

〔
追
憶
、
回
想
、
思
い
出
、
記
憶
〕）
を
通
じ
て
、
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
「nhớ tưởng

」（A
ndenken - G

edächtnis

）
を
通
じ
て
、
転
体
さ
れ
る
〔
特
別
な
意

義
を
帯
び
る
〕。」（N

D
 172

）

19　

 『
岩
波
仏
教
辞
典
』、
一
一
四
頁
。

20　

 

カ
オ
・
フ
イ
・
デ
ィ
ン
は
、「
石
台
」
お
よ
び
ベ
ト
ナ
ム
語
の
祭
文
「
十
類
衆
生

祭
文
」
の
宗
教
的
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、『
翹
伝
』
の
主
要
な
思
想
で
は
な
く
、
真
の
価

値
は
「
人
民
の
積
極
的
人
道
主
義
」
に
あ
る
と
主
張
す
る
（C

ao H
uy Đ

ỉnh, “Triết Lý 

đạo Phật trong “Truyện K
iều” ”, T

ạp C
hí V

ăn H
ọc, số 10, 1965, pp. 27-36.

）。
こ
れ

は
、
こ
こ
に
論
じ
る
テ
ィ
エ
ン
の
『
翹
伝
』
の
捉
え
方
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
主

張
で
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は「
人
道
主
義
」「
人
本
主
義
」と
訳
さ
れ
る「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

に
つ
い
て
は
、
西
洋
出
自
の
人
間
中
心
主
義
的
な
価
値
観
だ
と
し
て
『
阮
攸
』
で
も
批

判
し
て
い
る
が
（N

D
 75-79

）、一
九
六
四
年
の
『
文
芸
と
哲
学
に
お
け
る
新
し
い
意
識
』

で
も
す
で
に
、
禅
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
批
判
し
て
い
る
（cf. Phạm

 

C
ông Thiện, Ý

 T
hức M

ới Trong V
ăn N

ghệ V
à Triết H

ọc, pp. 127-185.

）。ち
な
み
に
、

『
翹
伝
』
に
お
け
る
仏
教
の
問
題
を
最
初
に
取
り
上
げ
論
じ
た
の
は
、
チ
ャ
ン
・
チ
ョ
ン
・

キ
ム
で
、一
九
四
〇
年
一
〇
−
一
二
月
、『
集
刊
開
智
進
徳
』
一
号
で
の
こ
と
ら
し
い
（cf. 

N
guyễn N

gọc B
ích, Phật G

iáo Trong Truyện K
iều, http://thuvienhoasen.org/a8362/

phat-giao-trong-truyen-kieu

）。
そ
の
論
考
の
題
名
は「『
翹
伝
』に
お
け
る
仏
学
説
」で
、

因
果
説
に
基
づ
い
て
『
翹
伝
』
を
論
じ
て
お
り
、
ブ
イ
・
キ
ー
、
チ
ャ
ン
・
チ
ョ
ン
・

キ
ム
校
考
の
『
翹
伝
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（Trần Trọng K

im
, “Lý-thuyết Phật-H

ọc 

Trong Truyện K
iều”, N

guyễn D
u, Truyện T

huý K
iều, B

ùi K
ỳ và Trần Trọng K

im
 

hiệu khảo, in lần thứ 8, Tân V
iệt, 

出
版
地
、
出
版
年
不
記
載, pp. X

X
X

IV-X
LIII.

）。

21　

 Tribu, no.1, C
entre d’Édition et d’A

ction Poétique, Toulouse, 1983, p. 89.

22　

 

こ
の
阮
攸
の
漢
詩
二
首
に
仏
教
思
想
を
見
出
す
の
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
初
め
て
で
は

な
い
。
阮
攸
生
誕
二
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
一
九
六
五
年
の
時
点
で
、
南
部
に
お
い
て
、

タ
イ
ン
・
ラ
ン
は
、
阮
攸
に
お
け
る
老
荘
思
想
、
儒
教
の
影
響
も
指
摘
し
つ
つ
、「
仏
教

を
崇
拝
す
る
宗
教
的
態
度
」
を
描
い
て
い
る
漢
詩
と
し
て
「
青
洞
」、「
石
台
」
の
二
首

を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
（Thanh Lang, “nguyễn-du như là m

ột 

huyền thoại hay thơ văn chữ hán của nguyễn-du như là chứng nhân sự phản ánh 

cuộc đời hiện thực kỳ quái của ông trong đoạn trường tân thanh”, V
ăn-H

oá N
guyệt-

San, q. 10&
11, tháng 10&

11, 1965, pp. 1423-1424.

）。
北
部
で
は
、
同
じ
一
九
六
五
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年
に
、
三
〇
〇
首
近
く
あ
る
阮
攸
の
漢
詩
を
収
集
し
、
現
代
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
を
付
け
て

漢
詩
集
『
阮
攸
の
漢
詩
』
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
こ
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
現

在
に
到
る
ま
で
で
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
阮
攸
の
漢
詩
作
品
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
「
青
洞
」、「
石
台
」
の
二
首
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
編

者
の
一
人
、
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
は
、
冒
頭
の
「
紹
介
」
で
、「
注
意
深
く
見
る
と
、
仏
学
、

道
学
は
、
阮
攸
の
魂
に
本
当
に
深
い
影
響
は
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
一
文
の
註
釈
で
は
、「
石
台
」
の
「
我
読
金
剛
千
遍
零
／
其
中
奥
旨
多
不
明
」

を
取
り
上
げ
、阮
攸
が
仏
教
を
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
い
る
。
チ
ュ

オ
ン
・
チ
ン
の
考
え
は
、テ
ィ
エ
ン
の
考
え
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
石
台
」
の
内
容
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
阮
攸
の
禅
に
対
す
る
理
解
は
深
か
っ
た
と
考
え
る

の
が
明
ら
か
に
妥
当
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
（cf. Trương C

hính, “lời giới thiệu”, 

Lê Thước &
 Trương C

hính (ed.), T
hơ C

hữ H
án N

guyễn D
u, nhà xuất bản V

ăn H
ọc, 

H
à N

ội, 1965, p. 40.

）。

23　

 N
guyễn D

u Toàn T
ập, vol.  1 pp. 536-537.

24　

 op.cit., p. 175.　

全
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。【
原
文
】「
題
二
青
洞
」
盤
古
初

分
不
記
年
／
山
中
生
窟
窟
生
泉
／
万
般
水
石
擅
大
巧
／
一
粒
乾
坤
開
小
天
／
満
境
皆
空

何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
／
大
師
無
意
亦
無
尽
／
俯
嘆
城
中
多
変
遷
。【
書
き
下
し
文
】

「
二
青
洞
に
題
す
」
盤
古
の
初
分　

年
を
記
さ
ず
／
山
中　

窟
を
生
み　

窟
は
泉
を
生
む

／
万
般
水
石　

大
い
に
巧
な
る
を
擅
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
す
／
一
粒
の
乾
坤　

小
天
を

開
き
た
り
／
満
境
は
皆
空
な
り　

何
ぞ
相
有
ら
ん
／
此
の
心　

常
に
定
に
し
て　

禅
を

離
れ
ず
／
大
師　

無
意
に
し
て
亦
た
無
尽
／
俯
し
て
嘆
く　

城
中　

変
遷
多
き
こ
と
を
。

【
現
代
語
訳
】
盤
古
が
天
地
を
初
め
て
分
け
た
が
、
そ
の
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
山
中

に
は
洞
窟
が
生
ま
れ
、
洞
窟
に
泉
が
生
ま
れ
た
。
す
べ
て
の
物
事
、
水
と
石
は
、
大
変

巧
み
に
、意
の
ま
ま
に
並
べ
ら
れ
た
。
一
粒
の
乾
坤
が
小
さ
な
天
を
開
い
た
。
満
境
（
す

べ
て
の
外
的
世
界
）
は
皆
、
空
で
あ
り
、
ど
う
し
て
相
な
ど
あ
ろ
う
か
。
こ
の
心
は
常

に
入
定
の
状
態
に
あ
っ
て
、
禅
を
離
れ
て
は
い
な
い
。
大
師
（
仏
）
は
無
意
で
あ
り
な

が
ら
、
無
尽
で
あ
る
。
城
中
を
俯
瞰
し
て
、
多
く
の
変
遷
を
嘆
く
。

25　

 

『
六
祖
壇
経
』
か
ら
の
引
用
は
、SAT

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
（http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/

）
所
収
の
「
六
祖
大
師
法
寶
壇
經/

附
、

六
租
大
師
縁
記
外
記(

法
海) (N

o. 2008 

宗
寶
編 ) in Vol. 48

」
に
基
づ
く
（
以
下

同
様
）。

26　

 

原
文
で
は
「
一
七
字
」、「
一
七
回
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
単
純
な
誤
記
と
捉
え
、

改
め
た
。

27　

 

『
無
門
関
』
西
村
恵
信
訳
註
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
二
二
頁
、「
二
十
九

　

非
風
非
幡
」。

28　

 Toshihiko Izutsu, Tow
ard a Philosophy of Z

en B
uddhism

, Prajñā Press, B
oul-

der, 1982 (1st ed., Im
perial Iranian A

cadem
y of Philosophy, 1977), p. 212.

29　

 

井
筒
も
ま
た
、
道
元
の
言
う
「
魚
行
き
て
魚
に
似
た
り
」
の
魚
、「
鳥
飛
ん
で
鳥

の
ご
と
し
」
の
鳥
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
、「
分
節
さ
れ
て
い
る
「
に
似
た
り
」、

分
節
さ
れ
て
い
る
「
か
の
ご
と
し
」
の
事
態

─
こ
れ
こ
そ
存
在
の
究
極
的
真
相
、
存

在
の
「
如
如
」、
す
な
わ
ち
「
真
如
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
な
く
て
何
だ
ろ
う
。」（
井
筒

俊
彦
『
意
識
と
本
質
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
一
六
五
頁
。）


