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モ
ラ

ル
と

ス

ピ
リ

チ

ュ

ア

リ

テ

ィ

ー

―
―
中
世
日
本
人
の
美
意
識
と
自
然
観
を
通
し
て
―
―

は

じ

め

に

道
徳
お
よ
び
モ
ラ
ル
に
関
し
て
は
、
そ
の
文
化
の
よ

っ
て
立
つ
固
有
性
を

捉
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
揺
る
ぎ
な
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て

、
道
徳
の
「
根
拠
」
を
示
し
う
る
の
で

は
な
か
ろ
う

か
。

本
論
で
述
べ
る
よ
う

に
、
日
本
人
の
場
合
、
モ
ラ
ル
は
特
に
美
意
識
と
そ

の
表
現
に
お
い
て
捉
え

う
る
の
で
あ

る
。
中
世
以
降

に
お
け

る
「
わ
び
」
、

「
さ
び
」
と
い
っ
た
典
型
的
な
日

本
の
美
意
識

に
つ
い
て
取

り
上

げ
た
が
、

そ
こ
に
存
在
す

る
自
然
観
に
日
本
的
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
や
宗
教
性

を
捉
え
て

い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
わ
び
」
や
「
さ
び
」

以

外
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
美
的
な
表
現
や
生
活
文

化
に
お
い
て

も
言
い
う
る
で

あ
ろ
う
。
道

徳
は
宗
教

的
・

ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
ル
な
体
験

に
根

ざ
す

こ
と

に

よ
っ
て
真

に
意
味

あ
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
根

拠
を
確

か
な
も

の
と
な
し
実

半
　

田
　

栄
　

一

効
性
を
持
つ
。

こ
こ
で

は
モ
ラ
ル
を
日
本
人
の
自
然
観
・

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
基

づ
い
た
美
意
識
を
通
し
て
考
察
す

る
。

一
　

文

化

的

伝

統

に

お
け

る
型

と

モ
ラ

ル

日
本
の
伝
統
的
な
芸
道
の
教
育
や
禅
の
修
業
は
、
身
体
的
な
「
型
」

を
通

し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
世
阿
弥
は
能
芸
の
教
育
理
論
を

『
風
姿
花
伝
』

に
お

い
て
示

し
た
が
、
冒
頭
の
「
年
来
稽
古
」
の
項
目
に
お
い
て

年
齢
に
応
じ

た

稽
古
の
あ
り
方
を
示

し
、
幼
少
か
ら
少
年
期
に
至
る
芸
の
基
本
の
教
育
は
、

な
に
よ
り
も
自
然
の
感
情
と
こ
の
年
齢
特
有
の
柔
軟
で

の
び
や
か
な
能
力
と

そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
の
素
質
に
基
づ
き
つ
つ
、
身
体
に
お
け
る
基
本
的
な
型
の

習

得
を
通

し
て

技
能
を
「
身
に
付
け
さ
せ
る
」
こ
と
を
第

一
と
し
て

い
る
。

謡
や
動
作

、
そ
し
て

舞
の
基

本
的
な
「
型
」
の
習

得
が
身
体

を
介
し
て
子
供

１　モラルとスピリチ ュアリテ ィー77



の
自
然

な
感
情

の
中
で
行

わ
れ

る
こ
と
が
な
に
よ
り
大
切
で
あ

る
と
述

べ
て

い
る
。

芸
道
や
武
道
、
礼
法

に
お
い
て

は
、
型
の
習

得
を
抜
き

に
し
て

そ
の
技
能

の
個
性
的
な
発

展
も
な
く
、
師

匠
か
ら
学
ん
だ
基
本
的
な
型

の
習

得
を
果
た

す

こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て

、
受

け
継
い
だ
型
を
乗
り
越
え
て

自
分

自
身
の
技

芸
や
表
現
を
打
ち
出
し
、
創
造
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

真
の
個
性

の
伸
張
や
創
造
と
い
う
こ
と
も
型
の
習
得
抜
き
に
は
あ
り
得
な
い
。

道
徳
の
教
育
に
お
い
て

も
幼
少
期
の
躾
の
段
階
で
は
、
身
体
や
身
体
の
感

覚
を
介
し
て
基
本
的
な
型

を
習

得
さ
せ
る
こ
と
が
最
も
大
事
で

あ
る
。
道
徳

性
は
何
も
外
か
ら
与
え

る
こ
と
な
く
。
単

に
人
間
関
係
か
ら
自
然
に
芽
生
え

る
も
の
で

は
な
い
。
幼
少

期
に
お
け
る
躾
は
身
体
及
び
そ
の
感

覚
を
通
し
て

な
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
が
道
徳
に
伴
う
感
情
や
判
断
力

の
発
達
の
基

礎
と
な
る
。
道
徳
的
な
判
断
は
、
身
体
を
通
し
た
「
型
」
の
教
育
に
よ

っ
て

確
立
し
た
道
徳
感
覚
の
上

に
可

能
と
な

る
。

道
徳
性

は
型
の
習
得

に
よ

っ
て
、
言
語

の
性
格
や
構
造
、
自
然
と
の
関

わ

り
方
な
ど

に
お
け

る
文
化

の
固
有
性
を
通

し
て
発
達
し
て

い
く
の
で
あ

る
。

こ
れ

は
民

族
や
宗
教
、
地
域

に
よ

っ
て
異

な
る
「
風
土
性
」

に
根
ざ
し
、
型

の
継
承
と
発
展

に
よ
る
創
造
的

な
営
み

に
よ
っ
て

い
る
が
、

モ
ラ
ル
や

道
徳

性

は
こ

う
し
た
過

程
に
お
い
て
形

成
さ
れ
て

い
く
。
道
徳
性

は
、
一
人

の
人

間
が
生
来

自
然

に
持

っ
て

い
る
可

能
態
で

あ
り
、
帰
属
す

る
社

会
や
文
化

の

性

格
に
応
じ
た
型

を
通
し
て
現

実
態
へ
と
芽
生
え

成
長
し

、
実
現

し
て

い
く

も

の
と

考
え

ら
れ
る
。

書
や
和

歌
、
茶

の
湯
、

そ
の
他
あ
ら
ゆ

る
生
活
文
化
に
お
い
て
も

「
型
」

は
そ
れ
を
超
え

た
「
こ
こ

ろ
」
や
「
た
ま
し

い
」
の
有
様
を
示

し
て

い
る
の

で
あ
り
、
こ
の
型

に
よ
っ
て
日
本
人
の
美
意
識
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
、

モ
ラ
ル
は
継
承
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
作
法
、
挨
拶
、
盆
暮
れ
の
贈
答
、
祭
儀
、
冠
婚
葬
祭
や
墓
参
、
法

事
等
に
お
け
る
礼
法

や
習
俗
は
単
な
る
形

式
を
超
え
た
日
本
人
固
有
の
モ
ラ

ル
や
美
意
識
、
宗
教
意
識
を
意
味
し
、
象
徴
し
て

い
る
。
日
本
人
は
個
人
に

お
い
て
も
、
こ
う
し
た
日
常
の
生
活
や
習

俗
の
体
験

に
お
い
て
、
身
体
感
覚

を
通
し
て
モ
ラ
ル
を
獲
得
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
社
会
全
体
の
通
念
や
常
識

を
形

成
し
て
き

た
と
い
え

る
。

つ
ま
り
、
言
語
や

身
体

的
な
所

作
等

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
表
現
の
能
力
の
習

得
に
伴

っ
て
、
人
と
人
の
関
係
、

自
然
と
の
関
わ
り
、
死

者
や
祖
先
の
持
つ
意
味
な
ど
を
知
識
の
み
に
よ

っ
て

で

は
な
く
、
身
体
を
通
し
て
子
供
達

に
、
感
情
（
情
緒
）
や
感
性

に
よ

っ
て

感
得
、
了
得
さ
せ
て
き
た
の
で
あ

る
。

江
戸
時
代
、
石
門
心
学

の
手
島
堵
庵
も
道
徳
そ
の
も
の
を
教
え

る
前

に
、

日
常

に
お
け

る
行
儀
、
作
法

、
挨
拶
、
神
棚
や
仏
壇
へ
の
拝
礼

な
ど

を
、
躾

る
こ
と
の
重
要

性
を
説

い
て

い
る
。

モ
ラ
ル
の
教
育

は
、
民

族
や
地

域

の

「
風

土
」

の
性

格
に
根
ざ

し
た
日
常
生
活
や

儀
礼
、
習
俗
に

お
げ
る
身
体

的

な
型

を
通
し
て
実
感

さ
せ

つ
つ
身
に
付
け

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切

な
の
で

あ
る
。
「
今
日
は
、
寒

い
で
す
ね
。」
「
暑
い
で
す
ね
。
」
と
い
う
日
々
の
気
候

に
関
し
た
「
挨
拶
」

の
言
葉
に
し
て
も
日
本
の
自
然
や
気
候
の
条
件
に
お
い

て
行
わ
れ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
湿
潤

さ
や
、
蒸
し
暑
さ
、
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寒

さ
、
細
や

か
な
四
季

の
変
化

の
美
し

さ
や
、
そ
こ

か
ら

得
て
き

た
情
感

、

情
緒
を
身
体
的

に
感
じ
取
ら
せ

る
（
共
感

さ
せ

る
）
こ
と
が
肝
腎

な
の
で

あ

る
。そ

こ
で
、
「
人
と
人
」

の
間

柄
、
関
係
性

を
通
し
て

あ
る
べ
き

生
き
方
や

道
徳
の
習
得
が
可
能
と

な
る
。
即
ち
、
日
本
の
「
風
土
性
」

に
よ

っ
て
自
ず

か
ら
規
定

さ
れ
て
く

る
、

民
族
や
地
域
等

の
「
共
同
体
」

に
生
き

る
た
め
に

不
可
欠
な

「
自
然
と

の
関

わ
り
方
」
、
「
人
と
し
て
の
生
き

方
」
や

「
他
者
と

の
関
わ
り
方
」
が
身
体
や
感
性
・
情
緒
を
通
し
て
了
解
さ

れ
う

る
の
で
あ

る
。

日
本
人
の

モ
ラ
ル
が
、
そ

の
自
然
観
・
生
命
観

に
立
脚
し

た
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア

リ
テ
ィ
ー
・
宗
教
性
、
そ
し
て
「
美
意
識
」
と
深
く
関

わ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
も
こ
う
し
た
点

か
ら
で
あ
る
。

二
　

中

世

日

本

人

の
美

意

識

・

自

然

観

と

モ

ラ

ル

道
元

は
悟
り

の
体
験

に
お
け

る
、
本
来
的
な
世
界
と
自
己

の
お
り
方
を
自

他
一
如
の
世
界
と
し
て

『
正
法
眼
蔵
』

に
お
い
て
説

い
て

い
る
が

、
道
元

ほ

ど
自
然
を
通
し
て
悟
り

の
体
験
を
語

っ
て

い
る
日
本
の
仏
教
者

は
他
に
い
な

い
と
考
え
ら
れ

る
。
道
元

の
悟
り

の
世
界
も
、
日
本
の
風
土

に
お
け

る
自
然

を
通
し
て
開
花
し
表
現
さ
れ
た
。
道
元
の

『
傘
松
道
詠
』

の
一
首

に
、

「
春

は
花

、
夏

ほ

と

と

ぎ
す
、

秋

は
月
、

冬

雪
冴

え

て

す

ず

し

か

り
け
り
」

と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
人
が
四

季
の
自
然
の
変
化

に
美
を
見

い

だ
す
心
情
を
端
的
に
詠

っ
て
お
り
、
而
今
の
目
で
見
つ
め
た
あ
る
が
ま
ま
の

日
本

の
自
然

の
四
季

の
移
ろ

い
と
そ
こ
に
感
じ

ら
れ
る
美

を
通
し
て
悟
り
の

世
界

を
象

徴
的
に
表
現
し
て

い
る
。
道
元
は
美
と
は
無
縁
と
捉
え
ら
れ
る
こ

と
が
多

い
が

、
日
本
の
風
土

に
お
け
る
自
然
観
や
美
意

識
が
、
そ
の
宗
教
の

体
験
的
世
界

の
根
底

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。

日
本
人

の
宗
教

意
識
は
、
二
つ
の

タ
イ
プ
に
分
け
ら

れ
る
。
一
つ

は
道
元

の
他
、
法
然

、
親
鴛

、
日
蓮
、
最
澄
、
空
海
の
よ
う
に
純
一

に
宗
教
的
な
修

行
や
信
仰

の
形

を
取

る
も

の
、
も
う
一
つ
は
特

に
中
世
以
降
、
西
行
、
芭
蕉
、

利
休

の
よ

う
に
美
的

な
体

験
と
そ
の
表
現

に
よ

っ
て
宗

教
意
識

や

ス
ピ
リ

チ

ュ
ア
リ
テ

ィ
ー
を
表
出
す
る
も
の
が
あ
る
。

特

に
後
者

の

タ
イ
プ

は
、
中
世
以

降
文
芸
や
茶

の
湯

等
に

お
い
て

「
わ

び
」
や
「
さ
び
」

の
美
を
形
成
し
た
。
中
世
と

い
う
時
代
は
戦
乱
と
激
動

の

時
代
で
あ
り
、
誰
も
が
明
日
の
生
死

も
わ
か
ら

な
い
状
況
下
で
強
い
不

安
と

無
常
を
感
じ
て

い
た
。
以
下

に
お
い
て

論
ず

る
西
行
も
、
こ
う
し
た
時
代

に

あ

っ
て
無
常
を
感
じ

つ
つ
生
き
た
の
で

あ
ろ

う
。
そ
し
て
出
家

の
原
因
と
し

て

は
無
常
観

の
他
、
宮
仕
え
等
の
俗
世

の
わ
ず
ら

わ
し

さ
も
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ

る
。

西
行

は
隠
遁
や
漂
泊
の
生
活
を
通
し
て
自
ら

の
孤
独
を
追
求
し
て

い
く
。

衰
え
ゆ
く
秋

の
自
然
や
雪
、
ま
た
一
時
咲
い
て

は
散

る
花
や
月

に
お
い
て
、

み
ず
か
ら
の
孤
独
や
死
、
生
命
の
は
か
な
さ
を
見
つ

め
て

い
っ
た
。
そ
し
て

自
然
に
没
入
し
、
自
己
と
自
然
の
生
命

の
は
か
な
さ

に
お
い
て
感
じ
取

っ
た

無
常
の
先
に
美
を
見

い
だ
す
に
至
る
。

そ
れ

は
、
孤
独
の
追
求
を
通
し
て
一

切
の
世
俗
的
虚
飾
を
削
ぎ
落
と
し
、
自
然
の
相
に
お
い
て
見
い
だ
し

た
、
孤
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独
、
無
常

な
る
様

、
す

さ
ま
じ

さ
、
自
ら
の
死

へ
の
思

い
な
ど

の
極
限
を
突

き

抜
け

た
と
こ
ろ

に
開

か
れ
た
実
存
の
境
地
で

あ
る
。

「
心
な
き
身

に
も
哀

れ
は
し
ら
れ
け

り
鴫
た
つ
澤

の
秋
の
夕

暮
」

こ
の
歌
は
、

こ
の
境
地

を
象

徴
的
に
示

し
て

い
る
。
ま

た
、

「
年
た
け

て
ま

た

こ

ゆ
べ

し

と

思

い
き

や

い

の
ち

な
り

け

り

さ

夜

の
中
山
」

と
詠
ん
で

い
る
が
、
自
然
と
自
ら
の
生
命
と
の
一

体
感

に
お
い
て
西
行

が
垣

間

見
、
希
求
し

た
も
の
は
個
我

を
超
え

た
魂
の
永
遠
性
で

あ
っ
た
。

西
行

は
こ
の
よ

う
な
、
孤
独

の
極
ま
り
と
美
的
実
存

の
境
地

の
共
感
を
通

し
て
深

い
人
格

的
な
つ

な
が
り
を
求
め
た
と
い
え

る
。

「
さ

び
し

さ

に

た
え

た

る

人

の
ま

た
も

あ

れ

な

庵

な

ら

べ

ん

冬

の
山

里
」

西
行

の
見
い
だ
し
た
美
意
識
は
、
日
本
人
の
固
有
の
自

然
観
・
生
命
観
が

ベ
ー
ス
に
な
っ
て

い
る
。
四
季

の
自
然
の
移
ろ
い
に
は
か
な
さ
を
感
じ
、
同

時
に
そ
こ
に
美
を
見
い
だ
す
と
い
う
日
本
人
の
感
覚
は
、
万

葉
集
。
古
今
、

新
古
今
以
来
、
現
代
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
日
本
的
ア
ニ

ミ
ズ

ム
と

シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ

ム
が
存
在
す
る
。

西
行
に
お
い
て
も
、
『
山
家
集
』

等
の
作
品
中

に
数
多

く
ア

ニ
ミ
ズ

ム
や

シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
要

素
の
あ
る
歌
が
あ
る
。
特
に
自
ら
の
孤
独
や
生
命
の

は
か
な
さ
、
不

安
を
自
然
に
投
影
し
、
自
己
の
生
命
や
感
情
を
自
然
の
あ
り

様
の
中
に
見
い
だ
す
「
自
己
投
影
」
と

い
う

か
た
ち
で
ア

ニ
ミ
ズ

ム
が
現
れ

て
い
る
。

「
世

の
中
の
憂

き
を
も

知
ら
で
す
む
月
の

か
げ
は

わ
が

身
の

心
地
こ

そ
す
れ
」

「
谷

の
戸

に
独

り

ぞ

松

も

た
て

り

け

る

我

の

み

友

は

な

き

か
と

思
へ
ば
」

「
ふ
る

は
た

の
岨

の

立

つ
木

に
ゐ

る

鳩
の

友
呼

ぶ

声

の
す

ご

き
秋

の
夕
暮
」

「
そ
の
折
の
蓬
が
も
と
の
枕
に
も
か
く
こ
そ
虫
の
音
に
も
睦
れ
め
」

孤
独
な
自
己
の
姿
を
松
、
鳩
、
月
な
ど
に
投
影
、
感
情
移
入
し
て
季
節
の

変
化
に
と
も

な
っ
て

表
現
し
、
さ
ら

に
自
ら
の
生
命
の
は
か
な
さ
を
露
や
虫

の
音
に
見

い
だ
し

、
や
が
て

は
路
傍
で

の
自
ら
の
死

の
姿
を
も
凝
視
す
る
。

月
と
共

に
西
行

の
最
も
主
要

な
歌
材
で
あ
る
、
桜
の
花

に
お
い
て

生
命

の

根
源
、
真
実
在

を
希

求
し
詠
っ
て

い
る
。

「
吉

野

山

こ
ず

ゑ

の

花

を

見
し

日

よ

り

心

は

身

に

も

そ

は
ず

な

り
に
き
」

桜
の
花
に
魔
力

と
も
い
え
る
よ
う
な
神
秘
性
を
感
じ
取

っ
て
お
り
、
こ
こ

に
は
西
行

に
お
け
る
ア

ユ
ミ
ズ

ム
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
中

世
的
に
形

を
か
え
た
ア

ユ
ミ
ズ

ム
で
あ
り
、
『
山
家
集
』

に
お
け

る
西
行

固

有
の
表
現
を
通
し
て
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
桜
の
花
に
は
往
生
の
イ

メ
ー
ジ
が
象
徴
的

に
重
ね
ら
れ
る
。

「
願
わ
く
は
花
の
下

に
て
春
死
な
ん
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
頃
」

「
仏
に
は
桜
の
花
を
た
て
ま
つ
れ
わ
が
後
の
世
を
人
と
ぶ
ら

は
ば
」

こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
西
行

に
お
け
る
美
意
識

に
重
ね
ら
れ
た
宗
教
性
お



よ
び

ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
指
摘
し

う
る
。

西
行

の
ア

ニ
ミ
ズ

ム
的
性
格
を
も

っ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
・
宗
教

性

は
、

そ
の
固

有
の
感
受
性

と
孤
独
感
を
通
し
て
至

っ
た
美

的
な
境

地
へ
と

深

め
ら
れ
て

い
く
の
だ
が
、
こ
れ
も
主

に
桜

の
花
と
雪

に
よ

っ
て
表
現

さ
れ

て

い
る
。

西
行

の
花
材

に
お
け

る
雪

や
氷

は
、
孤
独

の
追
求

の
果
て

に
行
き

つ
い
た

究
極

に
お
け

る
開
き

直
り
の
境
地
と

い
え

る
。

「
さ
ゆ
と

見
え
て

冬
深

く
な
る
月
影

は
水
な
き
庭

に
氷

を
ぞ
し

く
」

「
山

桜

思

い

よ

そ

へ
て

な
が

む

れ

ば
木

ご

と

の

花

は

ゆ

き

ま

さ

り
け
り
」

「
花
と
見

る
梢

の
雪

に
月
冴
え
て
た
と
へ

ん
方
も

な
き

心
地
す

る
」

凍
て
つ

い
た
氷

や
雪

に
西

行
が
見

た
花

は
、
「
生
命

の
永
遠

性
」
に
他
な

ら
ず
、
「
冷
え
」

や
「
枯

れ
」
と

い

っ
た
中
世

的
な
美

意
識

に
お
い
て
表
現

さ
れ

た
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
西
行
以
降

の
文
芸

や
茶

の
湯

に
お
い
て
展
開
し

て

い
く

「
わ
び
」

や
「
さ
び
」

の
美

の
系
譜

の
源

流
と
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。

雪
や
氷

の
冷
え

さ
び
た
世
界

、
晩
秋
や
初
冬

の
枯
れ
す

さ
ん
だ
、
す

さ
ま
じ

い
世
界

は
不
毛
で

極
め
て
感
性

的
に
は
貧
し

い
が
、

逆
に
極

め
て

豊
か
で
感

性
の
限
界
や
限

定
を
超
え

た
世
界
を
示
し
て

お
り
。

そ
れ
が

「
花
」

に
よ

っ

て
象
徴
的

に
表
現

さ
れ
て

い
る
。

「
冷
え
」
や
「
枯
れ
」

の
美
的
世
界

は
、
中
世
人
の
不
安
と
無
常
観
を
抜
き

に
し
て

は
論
ず

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
枯
れ
す

さ
ん
だ

、
寒

い
、
感
性
的

に

極
め
て
貧
し
く
感
じ
ら
れ
た
自
然

に
、
美
や
永
遠
性
を
捉
え

る
こ
と

は
、
こ

う
し

た
精

神
的
な
深
み

に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
不
可

能
で

あ
る
。
明
日
を
も

知
れ
ぬ
戦
乱
の
世

に
お
け

る
生
と
死
の
不

安
、
末
法
思
想
、
平
家

の
没
落
や

貴

族
階

級
の
空
洞
化
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
西
行

の
よ
う
な
遁
世
者
の
厳
し

い
生
活
。

こ
う
し
た
中
世
人
が
置
か
れ
た
精
神
的
な
状
況

が
、
固
有
の
宗
教

的
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
と
、
こ
の
美
的
実
存
を
醸

成
し

た
の
で
あ
る
。

三

「
わ

び

」

の
展

開

と

モ

ラ

ル

「
冷
え
」

や
「
枯
れ
」

の
美
意
識
は
、
藤
原
俊
成
や
定
家
に
お
け

る
王
朝
的

な
無
常
美
で

あ
る
「
幽
玄
」
、
「
余
情
妖
艶
」
等
の
美
が
中
世
的
な
実
存
の
意

識

に
よ

っ
て
深

め
ら
れ

た
も
の
と
い
え
る
。
四
季

の
自
然

の
移
り
変
わ
り
や

そ
の
無
常

な
様
相

、
あ
る

い
は
不

規
則
な
す

が
た
か
た
ち

に
美
を
見
い
だ
す

態
度

は
、
『
徒
然
草
』

に
お
い
て
「
月

は
く
ま
な
き

を
の
み
み
る
も

の
か
は

…
…
」

等
と
述
べ
て

い
る
同
時
代
の
吉
田
兼
好
に
お
い
て
も
見

い
だ
す
こ
と

が
で
き

る
。
こ
の
美
意
識
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
西
行
や

そ
れ
以
降
の
美
意

識

と
し
て

結
実
し
て

い
く
の
だ
が
、
こ
こ

に
中
世
人

の
モ
ラ

ル
が
深
く
関

わ
っ
て

い
る
。

即
ち
中
世
人
の
不

安
の
意
識
と
無
常
観
は
人

々
に
世
俗
性
を

脱

し
た
人

と
人

の
心
・
魂

の
レ
ベ
ル
で
の
つ
な
が
り
を
求

め
さ
せ
、
こ
の
こ

と

が
特
有

の
美

意
識
の
形
成
を
方
向
づ
け

た
と
い
え

よ
う
。

具
体

的
に
い
え

ば
感
性

に
与
え

ら
れ
る
も
の
は
よ
り
少

な
く
、
貧
し
く
、

不
均
衡

に
し
て
、
冷
え
枯
れ
る
、
冷
え

や
せ
る
と

い
う
心

の
条
件
（
村
田
珠

光

の
「
心

の
下

地
」
）

は
、
一
切

の
虚

飾

を
捨
て

去
り

無
一
物

の
心

境

に

な

っ
た
目

に
。
本
来
的
な
美
し
さ
が
感
じ
ら

れ
て
く

る
。
禅
で
い
う
な
ら
ば

モラルとスピリチュアリティー81



本
来
の
面

目
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

定
家
の
艶
麗

と
幽
遠
と
を
同
時
に
求
め
た
幽

玄
・
有
心
の
論
も
、
室
町
時

代

に
な
る
と
心
敬
は
そ
の
歌
論
書

『
さ
さ
め
ご
と
』

に
お
い
て

論
じ
た
よ
う

に
、
定
家
の
歌
論
に
お
け
る
艶
、
即
ち
官
能
性
よ
り
宗
教
的
・
形
而
上
学
的

な
内
面
性
が
重
視
さ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
冷
え
る
、
枯
れ
る
。
さ
む

い
と

い
う
語
に
よ

っ
て
、
幽
玄
・
有
心
は
官
能
的
な
美
と
い
う
よ
り
も
、
蒼
古
剛

直
の
風
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。

こ

の
「
冷
え

る
」
、
「
枯

れ

る
」
、
「
さ
む

い
」
と

い

う
語
以

外

に
心

敬
は

「
ひ
ゑ
氷
る
」
、
「
し
み
氷
る
」

な
ど
と
さ
ま

ざ
ま
に
言

い
換
え
て

い
る
が
、

感
性
・
官
能
、
そ
し
て
言
語
表
現
を
も
超
え
た
唯
心
的
な
美
の
き
わ
ま
り
と

し
て
「
長
高
体
」
を
論
じ
た
。

こ
う
し
た
「
冷
え
る
」
、
「
枯
れ
る
」
と
い
う
語
が
示

す
境
地

は
、
既

に
西

行
の
和
歌
に
お

い
て
展
開
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
中
世
文
芸
の
流
れ
を
経
て
、

や
が
て
武
野
紹
鴎
、
村
田
珠
光
、
千
利
休
と
発
展
を
み

た
茶
の
湯

に
お
け

る

「
わ

び
」
、
そ
し
て
芭
蕉

に
お
け

る
「
さ
び
」
の
美
と
し
て
結
実
す

る
。

茶

の
湯

に
お

い
て

は
、
極
小

の
茶

室
空
間
で
亭
主
と
客

は
一
切

の
世

俗
性

を
離
れ
無
一
物

と
な

っ
て

対
峙

し
、
「
わ
び
」
の
美

の
共
感
を

通
し
た
深

い

人
格

的
な
交

わ
り
に
よ

っ
て

個
我
を
超
え
る
宇

宙
・
自

然
と
の
生
命
的
な
一

体
感

を
自
覚
す

る
。
茶

の
湯

に
お
け

る
「
わ
び
」

は
自

ら
の
有
限
性
の
自
覚

と
共

に
、
自
然

や
宇

宙
の
永
遠
性
、
無
限
性

を
観
じ

、
そ
れ
に
抱
擁
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
象

徴
的
に
表
し
て

い
る
。
こ
れ
を
共

に
感
じ
合
う
こ
と
が
、
茶

会
に
お
け

る
交

流
の
基
礎
で

あ
り
、
前
提
で

あ
る
と

い
え

る
だ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
、
極
め
て

狹
い
茶
室
空
間
や
そ
こ

に
入
る
前
の
茶

庭
が
象
徴
す
る
自

然
な
ど
に
お
い
て

理
解
で
き
る
で

あ
ろ

う
。

そ
し
て

通
常
の
茶
会
に
お
い
て
も
、
露
地

に
入

っ
て
か
ら
出
る
ま
で
の
二

刻
を
一
生
に
一
度
の
会
と
思
い
、
亭
主
を
敬

い
、
心
を
こ
め
て
相
対
せ
ね
ば

な
ら
ず
、
「
こ
れ
が
今
生
の
別

れ
」
と
思

っ
て

接
す

る
。
山

上
宗
二

は
こ

れ

を
「
一
期
一
会
」
と

い
っ
た
が
、
「
生
命
の
す

べ
て
を
そ

の
一
会

に
賭
け
ろ
」

と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ

に
道
元
の
「
而
今
」

に
ほ

か
な
ら
な

い
。
人
と
人
の

真
の
出
会

い
と
交
わ
り

は
、
人
間
存
在
の
根
源

に
お
け
る
孤
独

に
徹
し
て

、

そ
の
極
限
を
突
き
抜
け

た
と
こ
ろ

に
お

い
て
可

能
だ
と

い
う
。
即
ち
、
「
直

心
の
交
わ
り
」
（
『
南
坊
録
』
）
で
あ

る
。
人

が
生
き

る
と
い
う
こ
と

に
お
け

る
最
も
根
底
に
関
わ
る
実
存
の
お
り
方
と
い
え

る
。

人
と
人
の
根
源
的
な
深

い
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
自
ず

か
ら
そ
の
お
り
方

と
し
て
の

モ
ラ
ル
が
形
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
。
即

ち
、
亭
主
と
客
、

客
同
士
の
相
互

の
思

い
や
り
や
尊
敬
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
礼
節
や
所
作
等

に
お

い
て
あ

る
べ
き
形

と
な
る
の
で
あ
る
。

茶
の
湯

と
い
う
芸
道
に
お
け

る
モ
ラ
ル
や
礼
節
は
、
既

成
の
形

式
や
形
骸

化
し

た
礼

節
・
所

作
を
い
う
の
で

は
な
く
、
魂
の
深
み
に
お
け
る
相
互

の
人

格
的
な
交

流
の
中
で
形

成
さ
れ
て
き

た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て

こ
の
茶
室

に
お
け

る
モ
ラ
ル
を
媒
介
し
、
成
り
立
た
し
め
る
も
の
は
「
わ
び
」
に
他
な

ら
ず
、

こ
の
美
意
識
の
共
有
・
共
感
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

茶

の
湯

は
連
歌
と
同
様
に
一
人
の
作
者

に
よ

っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
な

く
、
参

加
者
た
ち
の
共
同
の
世
界
で
あ

る
。
連
歌

は
共
同
制
作
と
い
う
点
に



お
い
て

、
一
人
だ
け

の
作
者

の
イ

メ
ー
ジ
や
表
現
、
美
的
境
地
で

成
る
の
で

は
な
く
、
個
人
と
全
体
の
美
的
世
界
が
調
和

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

即
ち
、

前
句
に
句
を
付
け
る
と
き
、
前
句
の
作

者
の
心
に
同
調
し
つ
つ
自
ら
の
表
現

を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
性
の
主
張
と
我
の
抑
制
が
共
に
必
要

な
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
個
性
も
真
に
生
き
、
創
造
性
も
発
揮
で
き
る
。
武
野

紹
鴎
の
語

っ
た
「
一
座
建
立
」

と
は
、
こ
の
連
歌
の
構
造
か
ら
き
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

茶

の
湯
に
お
け
る
一
期
一

会
と
一
座
建

立
の
精

神

に
よ

っ
て

、
「
わ
び
」

の
美
の
共
同
体
と
し
て
の
茶
会

に
お

い
て
、
「
高

慢
多

く
い
た
す
間
敷
き

こ

と
」
、
「
深
切

に
交
わ

る
こ

と
」
、
「
礼

儀
正

し

く
和

ら

か
に

い
た
す

べ
き

こ

と
」

と
い

っ
た
徳
が
要

求
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
共
同
体
の
人
間
関

係
を
円
滑
に
し
、
和
を
保
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
一
般

に
日
本
の
共
同

体
に

お
け
る
倫
理
が
、
「
自
我
を
抑
制
し

、
全
体
と

調
和
を

保
つ
こ
と
」
を
肝
要

と
し
て
き
た
こ
と
は
日
本
の
「
風
土
」
お
よ
び
自
然
観
と
深
く
関
わ

っ
て
い

る
。
自
己
の
有
限
性
の
自
覚
と
自
然
へ
の
随
順
や
受
容
と

い
っ
た
態
度
が
人

と
人
の
関
わ
り
方
・

モ
ラ
ル
の
形
成
に
お

い
て
も
反
映
し
て

い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ

う
。

こ
う
し
た
自
然
観

は
当
然
、
江
戸
期
の
芭
蕉

に
お
け

る
「
さ
び
」
の
形
成

の
根
底
と
も
な

っ
て

い
る
。
芭
蕉
の
作
品
も
、
旅
や
自
然
を
詠
ん
だ
作
品
が

多
く
、
西
行
を
源
流
と
す
る
「
冷
え
枯
れ
」
や
「
わ

び
」
の
美
意
識
の
流
れ

を
受
け
継

い
で

い
る
と

い
え
る
の
で

あ
る
。

目
の
前
の

ご
く
小
さ
な
、
何
の
変
哲
も
な

い
自
然
や
そ
の
現
象
を
前
に
し

て

、
有
限
な
自
己
と
一
つ
に
つ
な
が

っ
て

い
る
自
然
・
宇
宙
の
神
秘
や
永
遠

性
、
調
和
を
見
い
だ
し
て

い
る
。

「
よ
く
み
れ
ば
薺
花
咲
く
垣

か
な
」

「
閑

か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉

の
声
」

目
の
前
の
一
瞬
の
、
さ
さ
や

か
な
自
然

に
お
い
て
、
極
小
の
自
己

の
存
在

と
無
限
大
の
宇
宙
の
永
遠
性
を
自

覚
す

る
こ
と

に
お
い
て
芭
蕉
は
「
さ
び
」

の
美
を
見

い
だ
し
た
と
い
え
よ

う
。
こ
こ

に
は
、
自
然
と
自
己
の
生
命

の
根

源
的
な
連
続
性
が
あ
る
の
で

あ
り

、
そ
の
根
底

に
、
西
行
と
同
じ
く
日
本
的

な
ア

ニ
ミ

ズ
ム
が
指
摘
で
き

る
の
で
あ

る
。
芭
蕉

は
「
わ
び
」
や
「
さ
び
」

の
美
意
識
の
系
譜
に
お
い
て
、
特

に
四
季

の
自
然
の
移
ろ
い
を
通
し
て
、
自

ら
の
生
命
を
見
つ
め
、
そ
の
根
元

的
な
存
在
・
魂
の
故
郷
と
し
て

の
宇
宙
・

自
然
と
の
一
体
性
を
求
め
て

い
る
と
こ
ろ

に
、
西
行
と
の
共
通
性

を
指
摘
う

る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
生
命

の
有
限
性

の
自
覚
と
共
に
、
永
遠
性

の
希
求
と

い
う
こ

と
が
あ
る
の
で
あ

り
、
「
わ
び
」

や
「
さ
び
」

の
美
を
成

り

立
た
し

め
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

む

す

び

以
上
論
じ

た
こ
と
は
、
和
辻

哲
郎
が
述
べ
て

い
る
よ
う

に
、
時
に
激
し
く

も
、
時

に
優
し

い
日
本
の
自
然
の
性
格
に
立
脚
し

た
「
風
土
性
」

が
深
く
関

わ

っ
て

い
る
。
古
代

ギ
リ

シ
ャ
の
テ
オ
ー
リ
ア
の
よ
う

に
自
然
を
「
見

る
」
、

観
照
的

な
態
度
で

は
な
く
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教

の
自
然
観
の
よ
う
に
、
神

か

ら
与
え
ら
れ

た
自
然
を
管
理
し
、
支
配
す

る
態
度
で
も
な
い
。
激
し
さ
を
持
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ち
な
が
ら
も
比
較
的
温
和
な
日
本
の
自
然
に
お
い
て

人
々
は
、
自
然
を
対
象

化
し

、
自
然
と
対
立
し
た
り
、
闘
う
こ
と
も
な
く
、
あ
る
が
ま
ま

に
自
然
を

受

容
し
調
和

し
て
生
き
よ
う
と
し
て

き
た
。
母
体
で

あ
る
宇
宙
・
自
然
の
調

和

の
中
に
抱
擁
さ
れ
、
そ
こ
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
力
を
見

い
だ
す
、
日
本

仏
教
形

成
以

前

の
多
神
教

的
な
ア

ニ
ミ
ズ
ム
や

シ
ャ

ー
マ
ニ
ズ

ム
的

自
然

観
・
生
命
観
を
基
層
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
人
の
自
然
観
・
生
命
観

に
立
脚

し
た
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
基
づ
い
て
、
モ
ラ

ル
の
問
題
も
考

察
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
、
伝
統
的
な
芸
能
は
も
ち
ろ
ん
、

日
常

の
生
活
文
化
の
中
に
流
れ
て
い
る
美
意

識
を
検
討
す
る
こ
と
は
不

可
欠

で
あ

る
。

こ

の
よ

う
な
自
然
観
・
生
命
観
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
現
代

の
日
本

に
も
形

を
変
え
て

生
き
続
け
て

い
る
と
同
時

に
、
都
市
文
明

や
世
界
宗
教
以

前
の
全

人
類
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
民
族
に
固

有
の
形

で
有
し
て
い
た
も
の

で
も

あ
る
。

こ
れ
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
意

識
化

し
、
人
間
・
科
学
と
自

然
が
調
和

し
、
ま
た
異
質
な
人
間
同
士

の
共

生
を
め
ざ
し
、
新
し
い
文
明
と

人
類

の
モ
ラ
ル
を
志
向
す
る
上
で
、
日
本
の
美
意
識
は
大
き
な
意
味
を
持
ち

う
る
。

（
１
）
　
モ
ラ
ル
、
道
徳
は
、
本
論
に
お
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
意
味
で
用
い
て

い
る
。
道
徳
は
、
狭
義
の
是
非
善
悪

に
関
す

る
概
念
や
観
念
、
社
会
の
規
範
や

ル
ー
ル
、
人
や
集
団
の
踏
む
べ
き
行
為
や
営
み

の
道
筋
、
原

理
や
方
向
性
を
い

う
。

モ
ラ
ル
は
そ
れ
よ
り
広
汎
の
意
味

を
含
み

、
人

が
生
き
る
意
味
や
根
拠
、

生
き
が

い
や
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
、
自
然
観
や
生
命
観
等
も
含
み
、
宗
教
意
識
や

ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
ー
と
も
関
わ
る
。

（
２
）
　
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
ー
は
一
般

に
、
「
霊
性
」
と
邦

訳
さ
れ
て

い
る
が
、

本
論
で

は
霊
性
よ
り
も
広
汎
な
意
味

を
持
ち
、
宗
教
及

び
宗
教
意
識
、
宗
教
性

を
根
源
的
に
基
礎
付
け
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や

ア
エ
ミ
ズ
ム
的
体
験
、
そ
こ
に

存
在
す

る
自
然
観
・
生
命
観
を
も
含

ん
で

お
り
、
さ
ら

に
現
世
を
超
え
る
超
越

的
な
存
在
、
あ
る
い
は
霊
魂
に
対
す

る
意
識
や
態
度
、

生
命
や
宇
宙
の
神
秘
に

対
す
る
感
情
や
意
識
等
と
し
て
使
用
し

た
。
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
宗
教

を
基
礎
付
け
、

モ
ラ

ル
や
美
意
識
の
形

成
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
と
考
え
る
。

（
３
）
　
半
田
栄
一
、
「
中
世
日
本
の
宗
教
的
自
然
観
―
道
元
を
中
心
と
し
て
―
」
「
比

較
思
想
研
究
」

第
一
四
号
、
比
較
思

想
学
会
、
一
九

八
八
年
。

（
４
）
　
大
久
保
道
舟
編
、
「
道
元
禅
師
全
集
」

上
巻
、
筑
摩

書
房
、
一
九
六
九
年
、

四

二

一
頁
。

（
５
）
　
田
中
裕
、
赤
瀬
信
吾
校
注
、
『
新
古
今

和
歌
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年

に
よ
る
。

（
６
）
　
風
巻
景
次
郎
校
注
、
『
山
家
集
　

金
槐
和
歌
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年

に
よ
る
。

（
７
）
　
西
行
に
お
い
て
も
「
託
宣
和
歌
」

に
お
い
て

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
要

素
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
８
）
　
定
家

の
「
見

わ

た
せ
ぱ

花
も
紅
葉
も

な
か
り
け
り

浦
の
と

ま
や

の
秋

の

夕

暮
」
（
「
新
古
今
和
歌
集
」
）
が
象
徴
す

る
よ

う
に
、
対
象
と
し

て
の
自
然
の
す

が
た
は
、
貧
し
く
て
消
極
的
な
性
格

を
持

つ
が
、
感
性

に
与
え
ら
れ
た
も
の
に

限
定
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
超
え
た
美

（
世
界
）
が
志
向
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
９
）
　
大
谷
篤
蔵
他
校
注
、
『
芭
蕉
句
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
和
辻
哲
郎
、
『
風
土
―
人
間
学
的
考
察
―
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
。

（
は

ん

だ
・
え

い

い

ち

、
日

本
倫

理

思

想
史

、
元

嘉
悦

大

学
非

常

勤
講

師
）
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