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文
学
と
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ョ
ン

日
本
の
文
学
の
特
徴
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
自
然
を
、
移
ろ
い
ゆ
く
ま
ま
に
表
現
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
俳
句
に
も
和
歌
に
も
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
起
源
は
荘
子
に
あ
る
と
私
は
思
う
。

た
と
え
ば
、
荘
子
の
中
に
、
ど
ん
ど
ん
体
が
曲
が
っ
て
ゆ
く
人
の
話
が
あ
る
。

毎
日
毎
日
体
が
ね
じ
曲
が
っ
て
ゆ
き
、
日
常
生
活
も
難
し
く
な
る
の
だ
が
、
本

人
は
全
く
気
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
悲
し
み
も
せ
ず
、
つ
ら
い
と
も
思
わ
ず
、

苦
と
も
思
わ
な
い
。
あ
る
ゆ
る
も
の
は
、
ほ
ん
の
瞬
き
を
す
る
ほ
ど
の
間
で
あ
っ

て
も
、
絶
え
間
な
く
変
化
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
が
造
物
主
の
は
た
ら
き
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
不
思
議
に
思
う
必
要
は
な
い
し
、
悲
し
む
必
要
も
な
い
。
た
だ
、
変

化
す
る
も
の
の
変
化
す
る
さ
ま
を
、
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点

が
、
荘
子
に
は
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
も
の
の
変
化
を
そ
の
ま
ま
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
日

本
の
芸
術
の
型
に
な
っ
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
そ
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る

の
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
ま
さ
に
、
も
の
の
変

化
す
る
あ
り
さ
ま
を
、
そ
の
ま
ま
に
表
現
す
る
た
め
の
手
法
で
あ
る
。
純
粋
な
芸

術
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。

日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
芸
術
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
の
上
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の

文
化
が
根
付
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
は
そ
れ
が
な
い
。
ア
メ
リ
カ
製

の
ア
ニ
メ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
観
念
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然
を
写
し

取
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
な
い
。

た
と
え
ば
、
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
手
法
は
、
非
常
に
ア
メ
リ
カ
的
で

あ
る
。
ま
ず
、
３
Ｄ
の
モ
デ
ル
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
作
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
、

そ
の
モ
デ
ル
に
動
き
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
先
に
静
止
画
を
描
き
、
そ
の
あ
と

で
、
そ
れ
に
動
き
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
手
描
き
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
順
番
が
逆
で
あ
る
。
私

は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
作
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
想
像
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
ま

ず
動
き
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
で
静
止
画
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
動

き
に
合
わ
せ
て
、
絵
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
す
る
と
、

自
然
を
写
し
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
と
は
、
静
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
動

く
も
の
で
あ
る
。
動
き
か
ら
捉
え
な
い
と
、
自
然
を
捕
ま
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
本
に
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
が
根
付
か
な
い
の
は
、
そ
の
あ
た
り
に
原

因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
ア
ニ
メ
文
化
を
３
Ｄ
化
す
る
に
は
、
ま
ず
、

そ
れ
を
製
作
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
新
し
く
作
ら
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
動

き
を
先
に
描
き
、
静
止
画
を
後
か
ら
描
け
る
よ
う
な
、
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
の
制
作
ソ
フ

ト
で
あ
る
。

そ
ん
な
も
の
は
で
き
っ
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を

芸
術
に
昇
華
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
思
う
。
そ
の
た
め
に

は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
設
計
思
想
か
ら
見
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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イ
ヨ
マ
ン
テ

先
日
、『
ゴ
ー
ル
デ
ン
カ
ム
イ
』
と
い
う
漫
画
を
読
ん
だ
。
そ
の
中
に
、
イ
ヨ

マ
ン
テ
の
話
が
出
て
き
た
。
イ
ヨ
マ
ン
テ
は
、
ア
イ
ヌ
の
風
習
で
あ
る
。
簡
単
に

言
え
ば
、
母
親
を
殺
さ
れ
た
子
熊
を
村
で
育
て
、
成
長
し
て
か
ら
殺
す
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
風
習
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
少
し
気
に
な
り
、
考

え
て
み
た
。

ま
ず
、
子
熊
の
親
を
殺
し
た
の
は
、
ア
イ
ヌ
自
身
で
あ
る
。
大
人
の
熊
を
狩
っ

た
と
こ
ろ
、
そ
の
熊
に
は
子
供
が
い
た
。
目
の
前
で
親
を
殺
さ
れ
た
子
供
ま
で
も

殺
す
と
い
う
の
は
忍
び
な
い
し
、
親
が
い
な
く
な
っ
た
子
熊
は
、
放
っ
て
お
け
ば

餓
死
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
当
面
の
間
は
面
倒
を
見
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
で
、
村
で
子
熊
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
大
き
く
な
っ
た
熊
が
、
人
間
と
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
と
い
っ
て
、
山
に
返
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
に
育
て
ら
れ

た
熊
に
は
、
山
で
暮
ら
す
方
法
が
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
山
に
捨

て
て
こ
よ
う
と
し
て
も
、
人
間
の
後
を
つ
け
て
、
村
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
ど
ん
な
間
違
い
が
起
き
る
か
分
か
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
殺
す
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
妥
協
で
あ
り
、
折
衷
案

で
あ
る
。
そ
れ
に
は
や
は
り
罪
悪
感
が
伴
う
の
で
、
祭
り
と
い
う
こ
と
に
し
て
紛

ら
わ
す
。
し
か
し
、
そ
の
祭
り
が
何
の
た
め
の
も
の
な
の
か
、
み
ん
な
分
か
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。

祭
り
や
儀
礼
と
い
う
の
は
、
自
然
な
感
情
の
発
露
で
あ
る
。
押
さ
え
き
れ
な

い
感
情
が
、
形
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
葬
式
と
い
う
の
も
こ
れ
と
同
じ

で
、
親
族
を
失
っ
た
情
が
自
然
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
儀
礼
を
軽
ん
じ
る
こ
と

は
、
人
間
性
の
喪
失
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

カ
ッ
コ
ウ

カ
ッ
コ
ウ
に
は
、
托
卵
と
い
う
習
性
が
あ
る
。
自
分
と
は
別
の
種
類
の
鳥
の
巣

に
卵
を
産
み
、
そ
の
巣
の
親
鳥
に
、
代
わ
り
に
雛
を
育
て
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。

カ
ッ
コ
ウ
に
托
卵
さ
れ
た
親
鳥
は
、
一
体
ど
ん
な
気
分
だ
ろ
う
か
。

あ
れ
を
、
親
鳥
は
だ
ま
さ
れ
て
い
る
ん
だ
、
と
言
う
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
違

う
と
思
う
。
た
ぶ
ん
、
親
鳥
は
気
付
い
て
い
る
。
気
付
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
目

の
前
の
雛
を
見
殺
し
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
ろ
う
。

卵
の
う
ち
に
気
付
い
た
な
ら
、
そ
れ
を
壊
せ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
雛
が
か
え
っ

た
後
に
は
、
も
う
手
遅
れ
で
あ
る
。
カ
ッ
コ
ウ
の
雛
は
、
自
分
が
か
え
る
と
、
ま

ず
周
り
の
卵
を
捨
て
て
し
ま
う
。
巣
の
中
に
は
カ
ッ
コ
ウ
の
雛
し
か
い
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
た
と
え
そ
れ
が
カ
ッ
コ
ウ
の
雛
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
と
し

て
、
親
鳥
は
、
そ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
雛
を
見
殺
し
に

し
た
あ
と
、
い
つ
も
な
ら
子
供
を
育
て
る
季
節
を
、
何
も
し
な
い
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
い
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

状
況
は
全
然
違
う
が
、
こ
の
例
は
イ
ヨ
マ
ン
テ
と
似
て
い
る
と
思
う
。
自
然
界

に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
、
博
愛
主
義
の
一
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
こ
れ
を
、
資
源
の
有
効
活
用
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

自
然
界
に
存
在
す
る
資
源
を
、
最
大
限
有
効
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

だ
、
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
体
何
の
た
め
な
の
か
。
自
然
界
に
無
駄
が
な
い
こ

と
が
、
ど
う
し
て
必
要
な
の
か
。

た
ぶ
ん
惻
隠
の
情
と
い
う
の
は
、
自
然
の
摂
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
以
上

説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
に
つ
い
て

宮
沢
賢
治
に
、
有
名
な
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
と
い
う
童
話
が
あ
る
。
ぜ
ひ

読
ん
で
み
て
も
ら
い
た
い
。
す
で
に
色
々
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
思
う

に
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
捨
身
飼
虎
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
最
後
で
小
十
郎
は
如
来
と

な
り
、
熊
た
ち
は
そ
の
弟
子
と
し
て
悟
り
を
開
い
た
の
だ
ろ
う
。

と
き
ど
き
、
こ
の
童
話
に
熊
と
人
間
の
対
称
性
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
人
が
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
正
し
い
解
釈
で
は
な
い
。
宮
沢
賢
治
の
童
話
を
、
仏
教
か
ら

切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

趙
州
和
尚
は
、
犬
に
仏
性
は
な
い
と
言
っ
た
。
私
の
解
釈
で
は
、
そ
れ
は
、
犬

に
は
言
葉
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
犬
は
人
間
の
言
葉
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
仏
の

教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
仏
性
が
な
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
虎
も
同
じ
で
あ
る
。
虎
に
は
言
葉
が
な
い
。
だ
か
ら
、
虎
に
教
え
を

授
け
る
と
き
は
、
自
ら
の
身
を
も
っ
て
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
が
捨
身
飼
虎
の
モ

チ
ー
フ
で
あ
り
、『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
は
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

熊
の
言
葉
は
、
小
十
郎
に
し
か
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
小

十
郎
の
言
葉
な
ら
ば
、
熊
に
も
通
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
小
十

郎
の
知
恵
は
、
慈
悲
の
心
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
小
十
郎
の
姿
は
、

慈
悲
と
知
恵
に
よ
っ
て
衆
生
を
導
く
菩
薩
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
小

十
郎
と
熊
の
関
係
は
ど
こ
ま
で
も
非
対
称
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
解
説
は
、
あ
ま
り
に
も
無
粋
か
も
し
れ
な
い
。
趙
州
無

字
は
自
分
で
ぶ
つ
か
っ
て
み
た
ほ
う
が
い
い
し
、
文
学
作
品
は
ひ
と
り
で
味
わ
え

ば
よ
い
の
だ
か
ら
。

仏
教
と
自
殺

　
　
1

仏
教
で
は
自
殺
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
と
き
ど
き
提
出

さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
、
仏
教
で
何
か
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
タ
ブ
ー

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
自
分
の
判
断
で
そ
れ
を
や
め

る
べ
き
だ
、
あ
る
い
は
、
や
め
た
ほ
う
が
よ
い
、
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
神
が
そ
れ
を
禁
止
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う

る
。
神
に
は
人
の
行
い
を
罰
す
る
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教
で
は
、

そ
の
よ
う
な
虚
構
の
存
在
を
認
め
な
い
。
だ
か
ら
、
仏
教
に
お
け
る
戒
と
は
、
あ

る
意
味
で
は
推
奨
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
道
理
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

自
殺
は
、
愚
か
さ
と
怒
り
を
原
因
と
す
る
。
自
殺
そ
の
も
の
が
悪
い
こ
と
な
の

で
は
な
く
、
自
分
は
自
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
を
抱
か
せ
る
原

因
が
煩
悩
で
あ
り
、
そ
れ
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
仏
教
の
目
的
で
あ
る
。
自
殺
が
戒
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
捨
身
飼
虎
の
よ
う
に
、
他
者
の
煩
悩
を
滅
す
る
た
め
に
自
ら
の

命
を
投
げ
出
す
と
い
う
行
為
は
、
必
ず
し
も
間
違
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
む

し
ろ
、
自
殺
の
対
極
に
あ
る
行
い
で
あ
る
。
と
き
ど
き
人
は
、
見
か
け
が
同
じ
も

の
を
、
中
身
ま
で
同
一
で
あ
る
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
と
水
晶
を
取
り
違
え
て
は
い
け
な
い
。

仏
陀
に
は
、
人
を
罰
す
る
力
は
な
い
。
た
だ
、
人
を
憐
れ
む
だ
け
で
あ
る
。
自

殺
す
る
人
を
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
そ
の
愚
か
さ
を
憐
れ
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
。
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2

我
々
は
、
あ
る
行
為
が
善
か
悪
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
何
が
そ
の
行
為
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、

そ
の
行
為
の
結
果
と
し
て
何
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
ほ
う
が

重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
行
為
が
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
な
ら
ば
、
そ
れ

を
や
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
や
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
原
因
を
知

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
行
為
が
善
か
悪
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た

と
こ
ろ
で
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
や
め
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら

な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
善
悪
の
判
断
よ
り
も
、
原
因
と
結
果
の
考
察

の
方
が
重
要
で
あ
る
。

命
は
尊
い
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
救
う
術
が
分

か
ら
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
。
何
が
よ
い
こ
と
で
あ
る
か
が
分
か
っ
た
ら
、
そ
れ

を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
原
因

と
結
果
の
関
係
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

あ
る
原
因
か
ら
は
、
あ
る
結
果
が
生
じ
る
。
別
の
原
因
か
ら
は
、
別
の
結
果
が

生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
望
む
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
結

果
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤
っ
た
原
因
を
作
っ
て
し

ま
え
ば
、
誤
っ
た
結
果
が
生
じ
る
。
正
し
い
原
因
を
作
れ
ば
、
正
し
い
結
果
が
生

じ
る
。
原
因
と
結
果
の
正
し
い
関
係
を
知
ら
な
い
こ
と
が
無
知
で
あ
り
、
そ
れ
を

知
っ
て
い
る
こ
と
が
知
恵
で
あ
る
。
何
が
善
で
あ
り
、
何
が
悪
で
あ
る
か
を
知
っ

て
い
る
こ
と
は
知
恵
で
は
な
い
。
そ
れ
は
無
知
に
等
し
い
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
、
因
果
律
は
意
味
を
持
た
な
い
。
神
の
意
志
や
人

間
の
自
由
意
志
は
、
因
果
律
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
ん
な
も
の
は
実
在
し
な
い
。
実
在
し
な
い
も
の
を
原
因
と
し
て
幸
福
が

実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
何
の
苦
労
も
せ
ず
に
、
自
分
が
望
ん
だ
と
お
り
の
も
の
が
実
現
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
、
あ
な
た
の
心
の
中
で
起
き
る
こ
と

だ
と
し
て
も
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
心
理
現
象
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
原
因
を
必
要
と
す
る
。
そ

の
原
因
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
心
理
現
象
が
あ
な
た
の
心
の
中
に
生
じ
る
こ
と
は
な

い
。
人
間
は
、
自
分
の
心
の
中
で
起
き
る
こ
と
を
、
自
由
に
決
め
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
あ
る
心
の
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
適
切
な
原
因
を
用
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
怒
り
の
な
い
状
態
、
愚
か
さ
の
な
い
状
態
、
苦
痛
の
な
い
状

態
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
が
あ
る
。
仏
の
知
恵
と
は
、
こ

う
い
っ
た
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
苦
痛
と
不
幸
の
原
因
は
無
知
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
陀
の
考
察
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
自
分
の
子
供
の
た
め
に
命
を
投
げ
出
す
親
は
、
間
違
っ
た
こ
と
を

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
間
違
い
で
は
な
い
の
な
ら
、
見
ず
知
ら

ず
の
人
間
の
た
め
に
自
分
の
命
を
投
げ
出
す
こ
と
を
、
ど
う
し
て
間
違
い
だ
と
言

え
る
の
か
。
そ
れ
が
悪
い
こ
と
だ
と
言
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
一
体
ど
ん
な
根
拠
に

よ
っ
て
な
の
か
。

自
殺
が
悪
い
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
命
を
損
な
う
こ
と

が
無
条
件
に
悪
い
こ
と
だ
か
ら
、
自
分
の
命
を
損
な
う
こ
と
も
悪
い
こ
と
だ
と
言

え
る
の
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
分
の
命
を
投
げ
出
す
こ
と
で
、
他
者
の
命
を
救
え

る
場
合
、
そ
し
て
、
自
分
の
命
を
投
げ
出
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
命
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
場
合
、
そ
う
い
う
場
合
に
、
自
分
の
命
を
投
げ
出
す
こ
と
と
、
投
げ
出

さ
な
い
こ
と
と
、
ど
ち
ら
が
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
悪
い
こ
と
な
の
か
。

自
殺
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
自
殺
が
悪
だ
と

い
う
考
え
は
、
た
だ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
は
な
い
の
か
。
自
己
犠
牲
を
厭
う
気
持
ち

を
後
押
し
す
る
免
罪
符
な
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
自
殺
が
よ
い
こ
と
だ
、
と

4



は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
悪
い
こ
と
だ
と
も
言
え
な
い
。
た
だ
、
分
か
り
も
し
な

い
こ
と
に
簡
単
に
判
断
を
下
す
の
は
よ
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

自
殺
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
無
条
件
に
、
全
て
の

場
合
に
自
殺
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
殺
が
よ
い
こ
と

で
あ
る
場
合
も
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
自
殺
が
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

な
ら
ば
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
が
お
そ
ら
く
、
東
洋
的
な
道
徳
の
問
題
で
あ
る
。
悪
を
断
罪
す
る
の
で
は

な
く
、
何
が
よ
い
こ
と
で
あ
り
う
る
か
、
善
は
ど
こ
ま
で
発
展
し
う
る
か
、
と
い

う
こ
と
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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