
『
邪
宗
門
』
と

「読
者
の
視
線
」

『
邪
宗
門
』
批
判

北
原
白
秋
の
第
一
詩
集
『
邪
宗
門
』
は
一
九

O
九
年
(
明
治
四

一
一
)
一
二
月
一
五
日
、
易
風
社
か
ら
定
価
一
円
で
刊
行
さ
れ
た
。
こ

の
一
円
と
い
う
金
額
は
室
生
犀
星
に
と
っ
て
は
大
き
な
金
額
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
一
一
年
(
明
治
四
四
)

月

玉

日
に
東
雲
堂
か
ら
八
五
銭
で
刊
行
さ
れ
、

七
月
一
日
に
は
改
訂
三
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
第
三
版
に
お
け

一
九
一
六
年
(
大
正
五

る
例
言
で
、
白
秋
は
次
の
よ
う
に
『
邪
宗
門
』
を
解
説
し
て
い
る
。

本
集
と
云
ひ
、
彼
の
『
思
ひ
出
』
と
云
ひ

そ
の
実
質
に
到

り
で
は
今
さ
ら
に
深
き
差
恥
を
感
ず
る
も
の
な
れ
ど
も
、

之
等

は
恰
も
車
の
車
輸
の
如
く
、

両
々
相
候
ち
て
、
初
め
て
、

予
が

伊
賀

友
映

初
期
芸
術
の
色
調
を
完
全
に
代
表
す
る
も
の
な
れ
ば
何
れ
も
棄

て
難
し
。
今
、
前
者
を
劇
し
き
外
光
派
の
絵
画
と
見
る
時
は
後

者
は
そ
の
か
げ
に
幽
か
に
顧
へ
る
テ
レ
ビ
ン
油
の
潤
り
に
も
磐

ふ
べ
き
か
。
ま
た
こ
れ
ら
の
音
楽
に
は
狂
ほ
し
き
近
代
の
管
弦

楽
を
懐
か
せ
た
れ
ど
も
、
彼
に
は
灰
か
な
る
薄
明
の
ハ
ア
モ
ニ

た
だ
し
は
葱
の
畑
に
か
く
れ
て
吹
く
銀
笛
の
な
げ
き
に

カ
か
、

も
似
て
、
少
年
の
心
覚
東
な
く
も
う
ち
顔
へ
り
。
然
れ
ば
、
そ

の
反
面
を
の
み
見
て
全
部
と
し
、
直
ち
に
そ
の
詩
風
傾
向
を
速

断
せ
ら
る
る
如
き
は
著
者
の
極
め
て
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。

此
事
は
既
に
『
思
ひ
出
』
の
序
に
於
て
も
云
へ
り
。

白
秋
の
第
二
詩
集
『
思
ひ
出
』
(
明
治
四
四
・
六
)
と
の
比
較
か



ら
、
『
邪
宗
門
』
を
「
外
光
派
の
絵
画
」
と
い
い

「
狂
ほ
し
き
近

代
の
管
弦
楽
」
だ
と
い
う
。
絵
画
や
音
楽
に
た
と
え
た
の
は
わ
か

り
や
す
く
『
邪
宗
門
』
の
特
性
を
示
す
た
め
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
推

測
で
き
る
が
、
同
時
に
白
秩
の
作
品
が
鑑
賞
者
次
第
で
詩
と
い
う

垣
根
を
飛
び
越
え
、
絵
画
に
で
も
音
楽
に
で
も
な
り
う
る
と
い
う

し
か
し
な
が
ら
『
邪
宗
門
』
に
は
あ
ま

り
良
い
評
価
を
与
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

一
度
そ
の
門
を
く
ぐ
っ
た
人
を
直
に
魅
了
す
る
か
は
り
に
、
多

く
の
人
を
そ
の
門
に
す
ら
近
寄
ら
し
め
な
い
。

そ
れ
程
迄
に
、

内
な
る
毒
草
の
放
つ
異
香
は
つ
よ
く
ま
た
比
類
無
き
も
の
で
あ

っ
た
。
否
、
中
な
る
人
さ
へ
、
問
も
無
く
魂
の
痩
畿
と
窒
息
と

を
覚
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

矢
野
峰
人
は
白
秋
の
処
女
詩
集
『
邪
宗
門
』
を
「
除
人
の
追
随

を
許
さ
ざ
る
ユ
ニ

ー
ク
な
詩
集
」
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
上
記
し

た
よ
う
に
そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
「
(
『
邪
宗
門
』
の
)
詩
に
い
は
ゆ

る
思
想
的
内
容
の
無
い
事
は
、

そ
の
詩
境
・
詩
材
の
あ
ま
り
に
特

殊
な
る
事
と
相
侠
っ
て
、
彼
の
異
常
な
る
天
分
を
認
む
る
に
す
合
で

な
い
人
を
も
長
く
捉
へ
る
事
を
不
可
能
と
し
た
」
と
言
及
し
、

批

評
に
値
す
る
要
素
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
同
時
に
矢
野
は
こ
の

よ
う
に
も
述
べ
る
。

『
邪
宗
門
』
は
官
能
の
開
放
、
想
像
と
表
現
の
解
放
等
に
よ
り

今
迄
想
像
だ
に
し
得
な
か
っ
た
可
見
不
可
見
二
界
の
無
限
に
慶

富
な
る
奇
異
新
鮮
な
現
象
が
殆
ど
自
由
無
制
限
に
取
入
れ
ら
れ

る
事
を
示
し
た
の
で
、
詩
界
は
俄
に
活
気
を
お
び
て
来
た
が

そ
れ
は
、
勢
ひ
、
横
に
拡
が
る
の
み
で
上
昇
沈
下
の
暇
が
無
か

っ
た
た
め
、
動
も
す
れ
ば
皮
膚
に
留
ま
り
、
永
く
人
を
捉
へ
難

い
の
を
常
と
す
る
。
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「
横
に
拡
が
る
の
み
で
上
昇
沈
下
の
暇
が
無
か
っ
た
た
め
、
動

も
す
れ
ば
皮
膚
に
留
ま
り
、
永
く
人
を
捉
へ
難
い
の
を
常
と
す
る
」

と
い
う
箇
所
は
、
矢
野
の
白
秋
観
と
も
呼
応
し
て
い
る
。
白
秋
の

豊
か
な
才
能
を
認
め
つ
つ
も
、

そ
の
多
彩
さ
ゆ
え
に
様
々
な
も
の

に
輿
味
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
が
、
功
を
奏
し
た
と
は
限
ら
な
い
、

と
い
う
若
干
否
定
的
な
見
方
で
あ
る
。

矢
野
と
同
様
の
見
解
を
村
野
四
郎
も
示
し
て
い
る
。
村
野
は



「
(
引
用
者
注
、
『
邪
宗
門
』
で
は
)
信
仰
の
問
題
も
、

文
明
と
い
う

物
質
の
問
題
も
、
重
大
な
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
、

白
秩
の
意
識
は
そ
う
し
た
近
代
的
テ

1
7
に
は
少
し
も
知
的
に
触

れ
よ
う
と
は
せ
ず
、

又
そ
こ
か
ら
発
展
し
よ
う
と
も
せ
ず
す
べ
て

は
官
能
的
な
審
美
的
充
足
の
た
め
に
消
費
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
」
と
述
べ
、
矢
野
峰
人
と
同
じ
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。

村
野
四
郎
の
場
合
は
『
邪
宗
門
』
に
「
詩
史
的
な
価
値
」
を
認
め
、

そ
こ
に
「
わ
が
国
近
代
象
徴
詩
の
感
性
的
変
革
な
い
し
は
情
緒
的

開
放
に
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
「
結
局
皮
膚
的
な
魔
酔
の
美
学
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
論
理
的
な
い
し
は
批
評
的
な
頭
脳
の

美
学
の
片
鱗
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
白
秋
の
詩
が
つ
い
に
現
代
を

こ
え
ら
れ
な
い
大
き
な
理
由
は
『
邪
宗
門
』
の
美
学
的
性
格
の
中

に
、
す
で
に
距
胎
さ
れ
て
い
た
」
と
白
秋
全
体
に
対
す
る
批
評
を

展
開
し
て
い
る
。

両
者
の
批
評
に
共
通
し
て
い
る
も
の
は
白
秋
作
品
に
対
す
る

「
思
想
性
の
無
さ
」
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
木
下
杢
太
郎
が
こ

れ
と
ま
っ
た
く
相
反
す
る
評
価
を
し
て
い
る
。

『
邪
宗
門
』
の
詩
は
主
と
し
て
暗
示
の
詩
で
あ
る
。
単
に
筒

単
な
る
心
象
及
び
感
情
の
複
雑
な
る
配
列
で
あ
る
。
国
よ
り
心

象
、
感
情
は
作
者
に
ア
グ
リ
ア
ブ
ル
で
あ
る
と
い
う
条
件
の
も

と
に
整
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て

一
定
方
向
の
狭
い

ド
グ
マ
を
主
張
す
る
者
で
は
な
い
。
た
だ
脱
げ
な
る
も
の
を
暗

示
す
る
の
み
で
あ
る
。
故
に
読
者
は
各
自
の
発
想
作
用
を
比
織

物
に
結
び
つ
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
静
的
で
は
な
く
て
動
的
で

あ
る
。
読
者
の
発
想
作
用
の
如
き
に
よ
っ
て
、
な
お
か
っ
、
よ

く
其
内
容
を
変
ず
る
も
の
で
あ
る
。

木
下
杢
太
郎
は
『
邪
宗
門
』
を
読
む
と
き
に
、
読
者
が
そ
れ
ぞ

れ
自
発
的
に
、
あ
る
い
は
能
動
的
に
発
想
す
る
必
要
性
が
あ
る
と

述
べ
る
。
暗
示
の
連
な
り
に
よ
り
描
か
れ
た
、
実
体
の
掴
み
難
い

お
ぼ
ろ
げ
な
象
徴
詩
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
漫
然
と
絵
画
を
眺
め
る

よ
う
に
観
賞
す
る
の
で
は
な
く
、
観
賞
す
る
自
分
か
ら
発
想
し
、

そ
こ
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
静
的
で
は
な
く
て
動
的
」
と
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な
り
、
見
る
者
が
変
わ
る
た
び
、
見
る
者
の
眼
差
し
方
が
変
わ
る

た
び
に
新
鮮
で
真
新
し
い
内
容
に
変
化
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。

木
下
杢
太
郎
の
言
い
分
と
し
て
は
、
暗
示
と
暗
示
と
の
連
鎖
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
捕
か
れ
た
象
徴
詩
は
読
者
の
視
線
の
入
り
込
む
余



地
を
残
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
読
者
に
対
し
て
能

動
的
な
参
加
を
促
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
桂
漠
と
し
た
掴
み
辛
い
内
容
を
指
し
、
「
思
想
性
の
無
さ
」
と

し
て
批
判
を
行
っ
た
矢
野
、
村
野
両
者
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ

る
観
賞
す
る
も
の
の
次
第
、
読
者
の
自
由
に
任
せ
る
、
と
い
う
少

し
無
責
任
な
思
想
で
あ
る
が
、
現
代
と
い
う
視
座
か
ら
、
古
式
ゆ

か
し
く
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
な
っ
て
遠
巻
き
に
珍
重
さ
れ
る
か
、
素
直

に
朽
ち
果
て
て
い
く
か
の
ど
ち
ら
か
の
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
て
い

な
い
象
徴
詩
に
、
興
味
や
好
奇
心
を
も
っ
て
飛
び
込
ん
で
い
こ
う

と
す
る
と
き
の
一
つ
の
足
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
こ
そ
『
雪
と
花
火
』
の
「
余
言
」
の
な
か
で

世
の
白
秋
研
究
者
、
白
秋
愛
好
者
の
為
に
」
と
自
ら
率
先
し
て
作

ま
た
、

後

日
間
解
説
を
行
う
よ
う
な
白
秋
が
、
後
世
へ
と
自
分
の
作
品
を
残
し

て
い
こ
う
と
す
る
思
惑
の
よ
う
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
て

も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
見
る
〉
こ
と
、
〈
観
る
〉
こ
と

大
正
一

一
年
の
ア
ル
ス
に
載
せ
た
白
秋
の
文
章

「言
葉
の
遊
戯

台、

無
内
容
か
」
が
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
伊
良
部
隆
輝
に
よ
っ

て
寄
贈
さ
れ
た
同
人
雑
誌
『
月
光
』
に
対
し
て
、
白
秋
が
返
事
を

し
た
も
の
で
あ
る
。

『
月
光
』
の
中
で
伊
良
部
隆
輝
は
『
明
星
』
に

載
せ
た
白
秋
の
「
短
詩
五
三
章
」
を
批
評
し
て
い
る
。
伊
良
部
は

以
下
の
よ
う
に
、
白
秋
の
言
葉
の
遊
戯
性
に
は
一
目
置
く
べ
き
と

こ
ろ
は
あ
る
と
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
詩
を
用

い
て
表
現
し
た
い
も
の
が
何
も
な
い
の
で
は
な
い
か
、

手
厳
し
い
批
判
を
述
べ
て
い
る
。

と
い
っ
た

4 

な
か
な
か
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
け
れ
ど
も、一吉田

葉
の
遊
戯
以
外
に
私
は
何
も
の
を
も
こ
の
詩
か
ら
発
見
す
る
こ

と
が
出
来
な
い

0

・
:
・
(
中
略
)

白・
私
が
こ
の
作
者
を
攻
撃
す

る
の
は
、
こ
の
作
者
が
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
に
も
の
か
を

も
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
だ
。
:
:
:
(
中
略
)
・
:
こ
の
作
者
は
た
ジ

言
葉
の
あ
や
の
み
を
も
と
め
て
い
る
。
た
ジ
言
葉
の
あ
や
を
つ

く
る
こ
と
に
か
け
て
は
そ
れ
は
可
な
り
非
凡
な
る
も
の
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。



「
私
は
言
葉
の
遊
戯
は
曾
て
し
な
い
」
|
|
端
的
に
い
え
ば
こ

れ
が
白
秋
の
返
答
で
あ
っ
た
。
言
葉
の
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
、
詩
と
い
う
形
式
は
立
派
で
も
大
切
な
そ
の
中
身
、
表
現
し

よ
う
と
す
る
何
か
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
が
白
秋
の
心
に
は
痛
く
突
き
刺
さ
っ
た

ょ
う
で
あ
る
。
白
秋
は
「
君
が
全
く
は
ま
だ
私
の
境
地
を
観
る
事

が
出
来
な
い
の
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
高
み
か
ら
突
き
放
し
た

上
で
、
言
葉
に
は
色
、
旬
、
手
触
り
、
響
、
味
ひ
が
あ
る
と
い
い
、

そ
れ
ら
を
兼
ね
備
え
た
言
葉
の

一
つ
一
つ
を
生
か
す
こ
と
が
で
き

た
場
合
に
は
「
な
に
も
の
か
」
は
立
派
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
、
と
反
論
す
る
。

(
言
紫
が
一
つ
一
つ
に
生
き
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
)
言
葉
の

一

つ
一
つ
の
中
に
、
も
う
そ
の
な
に
も
の
か
は
と
ろ
け
込
ん
で
ゐ

る
の
で
す
。
思
想
も
感
情
も
で
す
。
殊
に
私
の
旨
と
し
て
ゐ
る

そ
れ
さ
な
が
ら
の
一
言
葉

を
一
つ
一
つ
に
流
れ
出
さ
せ
香
ら
れ
る
事
で
す
。
(
傍
点
7
7
)

の
は
さ
う
し
た
も
の
の
円
融
境
か
ら
、

伊
良
部
の
作
品
に
こ
め
ら
れ
た
内
容
の
す
べ
て
を
自
分
は
も
っ

と
短
い
詩
句
の
な
か
に
こ
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
、
「
一
一
一
言
葉
の

節
約
と
は
大
切
な
事
」
、
「
そ
の
人
の
心
境
次
第
で
、
僅
か
の
言
葉

に
で
も
千
万
言
以
上
の
内
容
が
持
て
る
と
い
う
事
」
等
訓
戒
し
、

門
徒
に
作
法
を
ピ
シ
ヤ
リ
と
説
い
て
み
せ
る
仏
典
の
な
か
の
徳
の

高
い
教
え
の
よ
う
に
、
高
み
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
に
よ
っ
て
傷
心

と
業
腹
と
を
両
方
一
度
に
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
白
秋
の
い
う
非
常
に
漠
然
と
し
た
「
な
に
も
の
か
」
が

な
に
も
の
な
の
か
明
言
さ
れ
て
い
れ
ば
伊
良
部
も
私
も
苦
労
は
し

下
小
、

n
J
f
-

。、A

、

庁
U
1
~
+
J
A
H
N

そ
れ
を
断
定
し
て
は
な
ら
な
い
理
由
が
白
秋
に
は

あ
っ
た
。

5 

『
水
墨
集
』
(
大
正
一
二
・
六
)
の
序
文
と
も
な
っ
て
い
る
白
秋

の
詩
論
『
芸
術
の
円
光
』
(
大
正
二
・
八
、
ア
ル
ス
)
に
白
秋
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

本
来
、
実
相
に
新
旧
の
け
ぢ
め
は
な
い
。
常
に
正
し
く
新
し
い

か
ら
で
あ
る
。
観
て
馴
れ
ず
、
初
め
て
観
る
が
如
く
観
る
時
に

は
、
実
相
の
凡
て
が
愈
々
新
し
く
娘
に
映
る
で
あ
ろ
う
。

(
中
略
)
・
:
目実
相
の
ま
こ
と
こ
そ
常
に
正
し
く
新
し
い
も
の
で

あ
る
。

い
つ
観
て
も
ま
こ
と
な
る
事
に
於
て
漁
り
は
な
い
の
で



あ
る
。

つ
ま
り
観
る
人
次
第
で
あ
る
。
(
傍
線
引
用
者
)

文
脈
と
し
て
は
散
文
詩
に
対
す
る
批
判
を
内
包
し
た
も
の
で
あ

り
、
み
だ
り
に
新
し
い
様
式
へ
と
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
す
る
こ
と
が

真
に
新
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と

し
て
い
る
の
だ
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
発
表
さ
れ
た
上
記
の
「

ー= Eコ

葉
の
遊
戯
か
無
内
容
か
」
と
共
鳴
し
あ
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

伊
良
部
隆
輝
に
対
し
て
も
『
芸
術
の
円
光
』
を
参
照
す
る
よ
う
に

述
べ
た
上
で
、
ど
ん
な
詩
歌
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
思
想
や
内
容
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
そ
れ
を
「
観
る
人
次
第
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
観
る
人
の
心
の
内
に
の
み
「
な
に
も
の
か
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
白
秋
は
『
芸

術
の
円
光
』
の
な
か
で

「
詩
の
生
物
と
し
て
の
言
葉
の
本
質
は

と
ご
と
く
神
秘
」

で
あ
る
と
し
、
詩
あ
る
い
は
芸
術
と
い
う
も
の

と
仏
商
や
仏
像
と
を
同
一
視
し
た
詩
論
を
展
開
す
る
。

仏
画
、
若
し
く
は
仏
像
の
芸
術
批
判
も

題
材
の
尊
卑
に
何
等

の
因
由
も
要
し
な
い
事
は
論
を
侠
つ
ま
で
も
な
い
。

略
)
・
芸
術
と
し
て
の
詩
の
価
値
は
そ
れ
自
身
に
絶
対
価
値

を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
に
包
含
さ
れ
た
る
思
想
そ
の

も
の
の
深
浅
如
何
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

『
芸
術
の
円
光
』
に
お
い
て
な
ぜ
〈
見
る
〉

で
は
な
く
わ
ざ
わ

ざ
〈
観
る
〉

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
「
実
相
」
と
い
う
仏
教
用
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
鑑
み
て
も
、
仏
教
と
の
関
連
性
を
一
つ
手
が
か

り
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
菅
野
昭
正
は
白
秋
を
〈
見

る
詩
人
〉

か
ら
「
(
そ
の
も
の
の
)
内
側
に
隠
れ
て
い
る
見
え
な
い

宇
宙
を
探
り
、

得
し
た

そ
れ
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
眼
の
動
き
」
を
獲

〈
観
る
詩
人
〉
に
進
化
し
た
と
述
べ
る
。
目
を
病
み
、
視
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カ
を
失
う
白
秋
の
晩
年
に
至
る
ま
で
に
そ
の
進
化
の
経
過
は
あ
る

わ
け
だ
が
、
〈
観
る
詩
人
〉
の
萌
芽
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
『
芸
術

の
円
光
』
に
は
宿
っ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
処
女

詩
集
『
邪
宗
門
』
に
す
で
に
、
〈
観
る
詩
人
〉
と
し
て
の
種
子
の
よ

う
な
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
『
芸
術
の
円
光
』
の
な
か

で
「
詩
は
そ
れ
自
身
が
美
の
宗
教
で
あ
る
。
詩
人
は
そ
れ
自
身
が

中

美
の
使
徒
で
あ
る
」
と
詩
と
い
う
美
の
宗
教
を
明
言
す
る
こ
と
に

な
る
、
白
秋
自
身
の
私
生
活
を
追
え
ば
、
明
治
四
二
年
に
『
邪
宗



門
』
が
発
行
さ
れ
て
か
ら
『
水
墨
集
』
の
発
行
ま
で
に
、
松
下
俊

子
と
の
姦
通
事
件
や
彼
女
と
の
結
婚
や
死
別
、
再
婚
:
・:
・
と
、
悟

り
を
関
か
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
材
料
が
盛
り
だ
く
さ
ん
に
あ
り
、

第
二
詩
集
『
恩
ひ
出
』
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
酒
造
屋
の
坊

ち
ゃ
ん
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
一
八

O
度
か
け
離
れ
た
、
米
憾
の

米
が
底
を
つ
く
よ
う
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

も
、
実
生
活
が
作
品
に
及
ぼ
す
影
響
も
相
当
な
も
の
が
あ
っ
た
と

し
か
し
私
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
白
秋

考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
要
素
に
『
邪
宗
門
』
を
編
纂
し
た
時
点
で
着

目
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。〈
観
る
〉
と

カt

〈
見
る
〉

い
う
言
葉
で
な
け
れ
ば
感
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
、
『
芸

術
の
円
光
』
で
述
べ
た
詩
に
と
け
こ
ん
で
い
る

「な
に
も
の
か
」

で
あ
り
、
白
秋
は
『
邪
宗
門
』
の
時
点
で
無
意
識
的
に
そ
の

こ
と

に
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
邪
宗
門
』
と
〈
腐
燭
〉、
そ
し
て

〈
熟
視
め
る
〉
と
い

う
こ
と

白
秋
が
『
邪
宗
門
』
に
込
め
た
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
は
そ
の
冒
頭
に

お
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

詩
の
生
命
は
暗
示
に
し
て
単
な
る
事
象
の
説
明
に
は
非
ず
。

iJ> 

の
筆
に
も
言
語
に
も
言
ひ
尽
し
難
き
情
趣
の
限
な
き
振
動
の
う

ち
に
幽
か
な
る
心
霊
の
秋
歓
を
た
づ
ね
、
練
紗
た
る
音
楽
の
愉

楽
に
憧
が
れ
て
自
己
観
想
の
悲
哀
に
誇
る
、
こ
れ
わ
が
象
徴
の

本
旨
に
非
ず
や
。
さ
れ
ば
我
ら
は
神
秘
を
尚
び
、
夢
幻
を
歓
び

そ
が
腐
繍
し
た
る
頚
唐
の
紅
を
慕
ふ
。

詩
は
事
象
を
説
明
す
る
た
め
で
は
な
く
、
暗
示
に
よ
っ
て
そ
の
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生
命
を
得
る
と
い
う
の
が
白
秋
の
持
論
だ
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
「
そ
が
腐
煉
し
た
る
類
唐
の
紅
」
が
『
邪
宗
門
』
に
独
特

の
退
廃
的
な
色
彩
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
詩
が
〈
腐
嫡
〉
す
る
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る

の
か
。
〈
腐
嫡
〉
を
連
想
さ
せ
る

「鐙
ゆ
る
」
「
腐
蝕
」「
腐
れ
た
る
」

と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る

「室
内
庭
園
」
と
い
う
作
品
を

挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

晩
春
の
室
の
内
、



暮
れ
な
や
み
、
暮
れ
な
や
み
、
噴
水
の
水
は
し
た
た
る

そ
の
も
と
に
あ
ま
り
り
す
赤
く
ほ
の
め
き
、

や
は
ら
か
に
ち
ら
ぼ
へ
る
ヘ
リ
オ
ト
ロ
オ
ブ
。

わ
か
き
日
の
な
ま
め
き
の
そ
の
ほ
め
き
静
こ
こ
ろ
な
し
。

尽
き
せ
ざ
る
噴
水
よ
・・.

黄
な
る
実
の
熟
る
る
草
、
奇
異
の
香
木
、

そ
の
空
に
は
る
か
な
る
硝
子
の
青
み
、

外
光
の
そ
の
な
ご
り
、
鳴
け
る
鴛
、

わ
か
き
日
の
薄
暮
の
そ
の
し
ら
ベ
静
こ
こ
ろ
な
し
。

い
ま
、
黒
き
天
柏
崎
械
の

に
ほ
ひ
、
ゆ
め
、

そ
の
感
触
:
・
:
:
噴
水
に
縫
れ
た
ゆ
た
ひ
、

う
ち
湿
る
革
の
函
、
鐙
ゆ
る
褐
色

そ
の
空
に
暮
れ
も
か
か
る
空
気
の
吐
息
・

•• 

わ
か
き
日
の
そ
の
夢
の
香
の
腐
蝕
静
こ
こ
ろ
な
し
。

三
層
の
隅
か
、
さ
は

腐
れ
た
る
黄
金
の
縁
の
中
、
自
鳴
鐘
の
刻
み

も
の
な
べ
て
悩
ま
し
さ
、
盲
ひ
し
少
女
の

あ
た
た
か
に
匂
ふ
か
き
感
覚
の
ゆ
め

わ
か
き
日
の
そ
の
霜
に
音
は
響
く
、
静
こ
こ
ろ
な
し
。

晩
春
の
室
の
内
、

暮
れ
な
や
み
、
暮
れ
な
や
み
、
噴
水
の
水
は
し
た
た
る

そ
の
も
と
に
あ
ま
り
り
す
赤
く
ほ
の
め
き

甘
く
、
ま
た
ち
ら
ぽ
ひ
ぬ

ヘ
リ
オ
ト
ロ
オ
ブ
。

わ
か
き
日
は
暮
る
れ
ど
も
夢
は
な
ほ
静
こ
こ
ろ
な
し
。

回
遠
か
ら
成
立
す
る
こ
の
作
品
は
、

「盲
ひ
し
少
女
」
と
い
う
視
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覚
的
に
拘
束
さ
れ
た
存
在
を
主
体
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

暮
れ
な
や
む
晩
春
の
景
色
の
な
か
で
ア
マ
リ
リ
ス
の
赤
と
へ
リ
オ

ト
ロ
ー
プ
の
紫
色
が
重
な
り
合
い
、
青
み
が
か
っ
た
硝
子
張
り
の

空
の
下
、
草
が
黄
色
く
熟
れ
た
実
を
つ
け
る
、
と
い
っ
た
色
彩
豊

か
な
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
視
覚
以
外
の
五
感
を
刺
激
す

る
よ
う
な
香
り
の
よ
い
木
や
鴛
の
鳴
き
声
な
ど
も
配
置
さ
れ
て
い

る
。
「
う
ち
湿
る
革
の
函
」
と
い
う
表
現
か
ら
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て

「
盲
ひ
し
少
女
」
の
見
た

「感
覚
の
ゆ
め
」
と
い
う
制
限
が
な
い

ょ
う
で
い
て
、
実
は
過
去
の
時
間
に
縛
ら
れ
、
逼
迫
し
た
空
間
で



あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
夢
だ
か
ら
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
五
感
が
鋭
敏
な

も
の
と
な
っ
て
嘆
覚
と
い
う
輪
郭
を
持
た
な
い
は
ず
の
も
の
ま
で
、

彼
女
の
脳
裏
の
な
か
で
あ
ざ
や
か
に
蘇
生
し
て
み
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
特
筆
す
る
べ
き
は

鐙

ゆ
る
」
「
腐
蝕
」
「
腐
れ
た
る
」
と
い
っ
た
生
物
が
腐
る
こ
と
を
示

す
言
葉
が
、
「
う
ち
湿
る
革
の
函
」
が
出
現
す
る
第
三
連
に
に
し
か

用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
速
に
お
い
て
「
う

ち
湿
る
革
の
函
」
が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
わ
か
き
日
」
と
そ

れ
を
夢
見
る
者
、
函
と
函
を
手
に
す
る
者
と
の
間
に
距
離
が
生
ま

れ
、
別
々
の
も
の
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
〈
腐

燐
〉
し
て
い
る
も
の
と
は
「
わ
か
き
日
の
そ
の
夢
の
香
」
で
あ
り
、

少
女
の
見
て
い
る
「
感
覚
の
ゆ
め
」
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。

「盲
ひ
し
少
女
」
の
見
て
い
る
夢
と
距
離
を
置
い
た
と
き

に
初
め
て
腐
臭
が
発
生
し

そ
れ
が

〈
腐
嫡
〉
し
た
も
の
だ
と
知

〈
腐
嫡
〉
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
て

い
る
の
は
「
わ
か
き
日
」
を
夢
見
る
少
女
自
身
で
あ
る
。
〈
腐
燭
〉

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
静
心
な
く
、
落
ち
着
き
な
く
変
化
に
富

の
生
々
し
い
様
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
が

ん
だ
「
わ
か
き
日
」

死
体
が
自
然
を
明
白
に
表
す
の
は
腐
り
始
め
る
と
き
:
:
:
(
中

略
)
・
・
・
そ
れ
は
汚
れ
で
あ
り
不
快
で
あ
り
恐
怖
を
与
え
る
物

体
と
み
な
さ
れ
る

0

・

(
中
略
)
・
;
死
体
が
腐
り
始
め
る
と

き
死
は
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
死
体
が
腐
る
こ
と
は
、
身
体
が
有

機
体
と
し
て
の
物
質
と
し
て
の
証
明
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ

「
わ
か
き
日
」
は
腐
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
〈
腐
嫡
〉
が
有
機
体
に
の
み
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と

そ
の
腐
っ
た
状
態
は
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
た
機
能
を
手

か
ら
、

放
し
た

〈死
〉
と
い
う
も
の
を
さ
ら
に
一
つ
飛
び
越
え
た
と
こ
ろ

9 

に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
上
に
示
し
た
文
章
は
死
体

に
限
定
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
有
機
体
と
い
う
生
活
機
能

を
持
っ
て
い
た
も
の
の
死
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
「
わ
か

き
日
」
は
少
女
に
と
っ
て
の
過
去
で
あ
り
、
そ
れ
は
か
つ
て
生
き

生
き
と
胎
動
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
で

は
そ
の
機
能
は
失
わ
れ
、
た
だ

(腐
嫡
〉
し
て
い
く
こ
と
で
し
か

存
在
意
義
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し

〈腐
嫡
〉

し
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
、
「
静
こ
こ
ろ
な
し
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
死

し
て
な
お
、
変
化
を
も
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い



る
。
そ
れ
で
も
い
く
ら
変
化
に
富
ん
で
い
る
か
ら
と
い
っ
て

〈腐

畑
〉
し
て
い
く
も
の
を
手
元
に
置
い
て
お
く
、
ま
し
て
や
夢
想
す

る
な
ど
と
い
う
感
性
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
を
感
じ
る
。

九
想
(
相
)
と
は
人
間
の
死
骸
が
土
灰
に
帰
す
る
ま
で
の
九
段

階
の
変
相
を
い
う
。
こ
の
九
想
(
相
)
を
観
想
し
て
肉
体
へ
の

執
着
を
断
ち
、
無
常
を
悟
っ
て
解
釈
を
は
か
る
修
業
の
こ
と
。

(
中
略
)
・
・
仏
教
絵
画
の
題
材
の
一
つ

0

・
(
中
略
)

美
女
の
死
体
が
次
第
に
腐
敗
し
て
ゆ
き
最
後
に
は
白
骨
と
な
る

過
程
が
九
段
階
で
描
か
れ
て
い
る
。

引
用
し
た
も
の
は
、
専
ら
小
野
小
町
、
極
稀
に
檀
林
皇
后
と
な

ぜ
か
女
性
ば
か
り
が
描
か
れ
る
九
想
観
を
題
材
に
し
た
仏
教
画
に

つ
い
て
説
明
し
た
文
章
で
あ
る
。
「
人
間
の
死
骸
が
土
灰
に
帰
す
る

ま
で
の
九
段
階
の
変
相
」
を
眺
め
て
い
る
こ
と
が
、
解
脱
へ
と
繋

が
る
と
い
う
。
で
は
こ
の
「
室
内
庭
園
」
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、

「
わ
か
き
日
」
を

〈腐
焔
〉
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
過
去
と
い
う

呪
縛
か
ら
の
解
脱
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
作
品
だ
と
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
な
く
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ

こ
で
腐
臭
を

嘆
ぎ
、

そ
れ
を
弄
ぶ
よ
う
に
さ
え
し
て
い
る
の
は
夢
を
見
て
い
る

主
体
の

「
盲
ひ
し
少
女
」

か
ど
う
か
は
非
常
に
疑
わ
し
い
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
。
「
う
ち
湿
る
革
の
函
」
に
手
を
か
け
て
い
る
の
は

も
し
か
す
る
と
読
者
自
身
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
盲
ひ
し
少

女
」
の
夢
が

〈腐
嫡
〉
し
て
い
る
と
読
者
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
白
秋
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
九
想
観
を
成
立
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

九
想
観
は
腐
っ
て
い
く
死
体
と
そ
れ
を
見
る
者
と
の
両
者
が
い

な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
こ
こ
で
初
版
の
『
邪
宗
門
』
冒
頭
に
載

せ
ら
れ
た
長
田
秀
雄
(
木
下
杢
太
郎
)
の
「
魔
睡
」
と
い
う
詩
歌
を

10 

引
用
す
る
。

余
は
内
部
の
世
界
を
熟
視
め
て
居
る
。
陰
穆
な
死
の
節
奏
は
絶

え
ず
快
く
響
き
渡
る
・
・
:
:
と
神
経
は

一
斉
に
不
思
議
の
舞
踏
を

は
じ
め
る
。
す
す
り
な
く
黒
き
替
機
、
歌
う
た
ふ
硝
子
の
イ
ン

キ
査
、
誘
惑
の
色
あ
ざ
や
か
な
猫
眼
石
の
腕
環
、
笑
ひ
つ
づ
け

る
空
眼
の
老
女
等
は
こ
ま
か
く
し
な
や
か
な
舞
踏
を
い
つ
ま
で

も
つ
や
つ
け
る
。
余
は
一
心
に
熟
視
め
て
居
る
・
:
・
い
つ
か
余
は

朱
の
房
の
つ
い
た
長
い
剣
と
な
っ
て
渠
等
の
内
に
舞
踏
っ
て
ゐ



る
〈
熟
視
め
る
〉

と
い
う
表
現
は
「
余
」

の

「
内
部
の
世
界
」

と
向
け
ら
れ
た
視
線
そ
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
「
鈴
の

立
田
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
「
熟
視
」
め
て
い
る
主
体
は

「恐
怖

の
烏
」

で
あ
り
、
視
線
の
先
に
あ
る
も
の
は
拒
漢
と
し
た
砂
漠
の

世
界
で
あ
る
。
「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
瞳
」
が
ち
ら
り
と
鳥
を
見
る
こ

と
に
よ
り
、
両
者
の
視
線
が
か
ち
合
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
ス
フ
イ

ン
ク
ス
の
噴
」
に

「あ
あ
暗
示
・
・
:
え
も
わ
か
ぬ
夢
の
象
徴
」
を

見
て
取
る
こ
と
に
な
る
。
「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
嘘
」
は
冒
頭
で
白
秋

が
宣
言
し
た
マ
ニ
フ
エ
ス

ト
を
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ

れ
と
視
線
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

「
挨
及
の
夜
」
が

や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

「
挨
及
の
夜
」

は
暗
示
と
象
徴
に

そ
の

よ
り
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
鳥
の
中
に
あ
ら
わ

さ
れ
る
風
景
で
あ
る
。
ま
た
「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
」
に
は

「
な
ぞ
め

い
た
人
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
砂
漠
と
い
う
シ
チ
ユ
エ
!
シ

ヨ
ン
か
ら
無
難
に
人
面
獣
身
の
怪
物
の
石
像
と
と
ら
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
石
像
が
動
く
は
ず
は
な
い
が
、
そ
の
生
気
に
乏
し
い

「静

か
な
る
」
瞳
か
ら
は
、
彼
自
身
が
動
い
た
と
い
う
よ
り
も

「
恐
怖

の
鳥
」

の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

r、、

日
は
赤
し
、
窓
の
上
に
恐
怖
の
烏

ひ
た
黙
み
暮
れ
か
か
る
砂
漠
を
熟
視
む
。

今
日
も
ま
た
も
の
鈍
き
磁
蛇
を
つ
ら
ね
、

一
群
の
わ
が
ゃ
か
ら
消
え
さ
り
ゆ
き
ぬ
。

も
の
甘
き
鈴
の
音
、
あ
あ
そ
を
聴
け
よ
。

か
ら
ら

か
ら
ら
、
ら
、
ら

ら
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暮
れ
の
こ
る
ピ
ラ
ミ
ド
の
暗
紅
色
よ
。

そ
が
空
の
う
ち
濁
る
重
き
空
気
よ
。

い
づ
こ
に
か
月
の
色
ほ
の
め
く
ご
と
し
。

か
ら
ら
、
か
ら
ら
、
ら
、
ら
、
ら
:
;
・

か
の
群
よ
、
寵
ふ
か
く
、

い
ま
か
ひ
ろ
ぐ
る

色
鈍
き
、
幽
欝
の
毛
織
の
天
幕
。

勝
舵
ら
の
た
め
い
き
も
そ
こ
は
か
と
な
く
。

か
ら
ら
、

か
ら
ら

p
り
、
戸
り
、

p
り



も
の
青
く
暮
れ
て
み
な
蒸
し
も
見
わ
か
ね
。

鐙
え
温
る
む
空
の
を
ち
、
薄
ら
あ
か
り
に

ほ
の
か
に
も
此
方
見
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
瞳
。

か
ら
ら

か
ら
ら
、
ら
、
ら

ら

あ
は
れ

そ
の
静
か
な
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
瞳
。

あ
あ
暗
示
:
・
え
も
わ
か
ぬ
夢
の
象
徴
。

ま
た
く
い
ま
挨
及
の
夜
と
ゃ
な
る
ら
む
。

か
ら
ら
、
ら
、
ら
、
ら
:
・
:

か
ら
ら
、

烏
い
ま
は
た
は
た
と
遠
く
飛
び
去
り
、

窓
に
た
だ
色
あ
か
き
燈
火
点
る
。

日
目
頭
に
「
暗
紅
に
う
ち
濁
り
た
る
挨
及
の
濃
霧
に
苦
し
め
る
ス

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
目
白
頭
の

フ
イ
ン
ク
ス
の
瞳
也
」
と
述
べ
て
あ
る
通
り
に
暗
紅
色
は
〈
腐
燭
〉

「
日
は
赤
し
」
と
終

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
直
接
的
に
〈
腐
嫡
〉

「
窓
に
た
だ
色
あ
か
き
燈
火
点
る
」
に
も
赤
い
色
彩
は
散

は
描
か
れ

わ
り
の

て
い
な
い
が
、
官
頭
で
の

「
そ
が
腐
嫡
し
た
る
類
唐
の
紅
」
と
い

う
暗
示
に
よ
り
、
〈
腐
燐
〉
の
象
徴
と
し
て
赤
い
色
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
最
後
に
〈
熟
視
め
る
〉
主
体
で
あ
っ
た
鳥
が
飛
び
立
っ
て

い
く
が
、
後
に
は
燈
火
の
赤
い
色
彩
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
赤

い
色
彩
が
点
る
の
を
見
つ
め
て
い
る
の
は
、
他
の
誰
で
も
な
い
読

者
で
あ
る
。
鳥
が
飛
び
立
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
読
者
は
自
分

自
身
の
存
在
が
、
視
線
、
が
、
作
品
中
に
介
在
し
て
い
た
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

「
見
る
も
の
」
と
し
て
の
詩
集
、

『
邪
宗
門
』
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『
邪
宗
門
』
は
矢
野
峰
人
が

の
暇
が
無
か
っ
た
」
と
評
価
し
た
よ
う
な
上
っ
面
だ
け
を
華
々
し

「横
に
拡
が
る
の
み
で
上
昇
沈
下

く
着
飾
っ
た
詩
集
で
は
な
い
。
『
芸
術
の
円
光
』
へ
と
繋
が
っ
て
い

く
〈
観
る
〉
こ
と
に
対
す
る
執
着
が
『
邪
宗
門
』
で
は
〈
熟
視
め

る
〉
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
〈
観
る
〉
と
い
う
行
為

が
詩
に
と
け
こ
ん
で
い
る

「な
に
も
の
か
」
を
感
知
す
る
た
め
の

も
の
な
ら
ば
、
〈
熟
視
め
る
〉
と
い
う
行
為
は
そ
の
前
段
階
で
あ
ろ

ぅ
。
腐
り
ゆ
く
も
の
:
・
そ
の
生
物
と
し
て
の
変
化
の
様
子
を
〈
熟



視
め
る
〉
こ
と
に
よ
り
、
無
生
物
で
あ
ろ
う
と
無
機
物
で
あ
ろ
う

と
関
係
な
く
、
生
命
力
を
与
え
ら
れ
る
。
〈
熟
視
め
る
〉
主
体
は
作

品
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
品
の
外
側
で
遠
巻

き
に
絵
画
を
眺
め
て
い
る
は
ず
の
読
者
で
あ
る
。
『
邪
宗
門
』
に
満

た
さ
れ
た
腐
臭
は
邪
宗
門
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ

う
な
、
絶
対
的
な
も
の
に
背
い
た
者
の
背
徳
感
や
退
廃
的
な
雰
囲

気
を
か
も
し
だ
す
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
読
者
の
視
線
を

束
縛
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
作
品
が
単
独
で
存
在
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
読
者
の
視
線
を
求
め
る
『
邪
宗
門
』
は
白
秋
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
絵
画
に
た
と
え
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
。
白
秋
は
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
詩
集
を
管
弦
楽
に
も
た
と

え
て
い
る
が
、
演
奏
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
生
命
を
持
つ
音
楽
と

い
-
フ
よ
り
も
、

そ
こ
に
立
て
か
け
て
あ
る
だ
け
の
一
見
す
る
と
静

的
な
は
ず
の
絵
画
に
た
と
え
た
ほ
う
が
的
を
射
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
絵
画
よ
り
も
『
邪
宗
門
』
は
よ
り
鑑
賞

者
の
想
像
力
に
訴
え
か
け
る
力
を
持
っ
て
い
る
。

[
注
]

1 

室
生
犀
星
「
北
原
白
秋
」
(
『
我
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
』
、
一
九
六
六
・

八
、
新
潮
社

2 

北
原
白
秋
『
白
秋
全
集
』
(
一
九
八
四
・
二
一

1
一
九
八
八
・
八
、
岩

波
書
庖
)
第
一
巻

3 

矢
野
峰
人
「
北
原
白
秋
論
」
(
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
第
三
二
巻

九

一
、
筑
摩
書
房
)

4 

3
に
同
じ

5 

3
に
同
じ

6 

村
野
四
郎
「
北
原
白
秋

邪
宗
門
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』、

九

五
八
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7 

木
下
杢
太
郎
「
詩
集
『
邪
宗
門
』
を
評
す
」
(
『
ス
バ
ル
』
、

一九
O
九・

五
8 

北
原
白
秋
『
白
秋
全
集
』
第
三
巻

9 

北
原
白
秋
「
言
葉
の
遊
戯
か

無
内
容
か
」
(
『
白
秋
全
集
』
第
一
九

巻

1 
0 

9
に
同
じ

1 
1 

菅
野
昭
正
「
見
つ
つ
観
ざ
り
き
|
|
北
原
白
秋
論

(
1
11
」

(
『
ス
バ
ル
』
、

一
九
八
O

1 
2 

山
折
哲
雄
『
死
の
民
俗
学

日
本
人
の
死
生
観
と
葬
送
儀
礼
』



九
九

0
・
五
、
岩
波
書
庖
)

1 
3 

西
山
美
香
「
九
想
(
相
)
図
」
(
吉
原
浩
人
編
『
東
洋
に
お
け
る
死

の
思
想
』
、
二

O
O六
・
七
、
春
秋
社

1 
4 

3
に
同
じ

※ 

本
稿
に
お
け
る
詩
の
引
用
は
、
『
白
秋
全
集
』
全
三
九
巻
な
ら
び
に
別

巻
に
拠
っ
た
。
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