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文
辞
が
そ
の
思
い
を
語
り
尽
く
せ
な
い
こ
と
へ
の
旅
人
の
嘆
き
が
つ
づ
ら
れ
る
。

そ
の
嘆
き
は
歌
に
よ
っ
て
、「
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま

す
ま
す
か
な
し
か
り
け
り
」（
巻
五
・
七
九
三
）
と
い
う
悲
し
み
の
情
が
述
べ
ら

れ
る
。
こ
こ
に
は
仏
説
に
よ
る
世
間
虚
仮
の
実
感
か
ら
導
か
れ
る
、
人
間
の
存

在
そ
も
の
も
へ
の
悲
し
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
旅
人
の
報
凶

問
歌
に
続
い
て
無
題
の
文
と
詩
が
載
り
、
続
く
「
日
本
挽
歌
」
と
題
さ
れ
る
長

歌
と
反
歌
五
首
の
左
注
に
は
「
神
亀
五
年
七
月
二
十
一
日　

筑
前
国
守
山
上
憶

良
上
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
挽
歌
と
こ
の
無
題
の
詩
文
を
憶
良
作
と
し
、

一
対
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
半
ば
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
無
題

の
詩
文
と
日
本
挽
歌
を
関
連
し
な
い
別
個
の
作
品
と
し
て
捉
え
る
見
方
も
存
す

る
が（

２
）

、
旅
人
の
報
凶
問
歌
に
出
発
し
、
亡
妻
に
ま
つ
わ
る
作
品
が
連
続
し
て
収

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
関
連
性
、
連
続
性
の
中
で
こ
の
一
連

の
作
品
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
無
題
の
詩
文
と
日
本
挽
歌
が
、
旅
人
の

亡
妻
に
対
す
る
も
の
か
、
憶
良
の
亡
妻
に
対
す
る
も
の
か
と
い
う
問
題
を
抱
え

る
こ
と
に
な
る
が
、
後
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
旅
人
の
妻
に
対
す
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
目
録
に
も
作
者
名
を
記
さ
な
い
こ
の
無
題
の
詩
文

が
、
憶
良
の
作
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
憶
良
に
し
か
な
し
得

な
い
作
品
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
問
題
を
抱
え
る
こ
の
無
題
の
詩
文
及
び
日
本
挽
歌
は
、
憶
良
作
品
の

画
期
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
巻
五
の
神
亀
五
年
以
前
の
憶
良

一　

は
じ
め
に

山
上
憶
良
の
作
品
は
、『
万
葉
集
』
巻
五
に
集
中
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
巻
は
他
の
巻
に
比
し
て
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
巻
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ

れ
は
、
冒
頭
の
旅
人
の
作
品
に
お
い
て
、
歌
に
漢
文
の
序
を
付
す
と
い
う
形
式

が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
巻
五
の
多
く
の
作
品
が
「
題
＋
序
文
＋
歌
」
と
い

う
新
し
い
文
学
の
形
式
を
作
り
上
げ
た
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
中
に
は
、

漢
文
の
み
の
作
品
や
、
漢
文
に
漢
詩
を
合
わ
せ
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
漢

文
に
は
、
儒
教
や
仏
教
な
ど
の
多
く
の
典
籍
の
受
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
当
時
の
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
多
彩
な
思
想
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
形
成
を
み
る
と
、こ
の
巻
五
は『
万
葉
集
』

を
古
代
東
ア
ジ
ア
文
学
へ
と
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
巻
五
は
、
大
宰
府
に
お
け
る
旅
人
の
妻
の
死
か
ら
出
発
す
る
。
愛
す
る
妻

の
死
と
重
な
る
よ
う
に
訪
れ
る
悪
い
知
ら
せ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
知
人
の
助
け

に
よ
り
、
旅
人
は
再
び
生
き
る
気
力
を
取
り
戻
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
、
い

わ
ゆ
る
報
凶
問
歌
の
漢
文
序
の
末
尾
に
は
、「
筆
不
尽
言
、
古
今
所
歎（

１
）

」
と
あ
り
、

山
上
憶
良
の
悼
亡
詩
文

　
　
　
　
　

―
愛
河
か
ら
浄
刹
へ
―

 

大
谷　
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二
鼠
競
走
、
而
度
目
之
鳥
旦
飛
、
四
蛇
争
侵
、
而
過
隙
之
駒
夕
走
。
嗟
乎
痛
哉
。

紅
顔
共
三
従
長
逝
、
素
質
与
四
徳
永
滅
。
何
図
、
偕
老
違
於
要
期
、
独
飛
生
於

半
路
。
蘭
室
屏
風
徒
張
、
断
腸
之
哀
弥
痛
、
枕
頭
明
鏡
空
懸
、
染
筠
之
涙
逾
落
。

泉
門
一
掩
、
無
由
再
見
。
嗚
呼
哀
哉
。

愛
河
波
浪
已
先
滅
、
苦
海
煩
悩
亦
無
結
。
従
来
厭
離
此
穢
土
。
本
願
託
生
彼
浄
刹
。

こ
の
無
題
の
詩
文
は
、
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
に
お
い
て
「
悼
亡
文

一
篇
并
詩（

３
）

」
と
説
明
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
「
悼
亡
詩
文
」
と
い
う

名
称
を
採
用
す
る
向
き
も
あ
る
。
本
稿
で
も
、
以
後
便
宜
上
文
を
「
悼
亡
文
」、

詩
を
「
悼
亡
詩
」、
詩
文
全
体
を
「
悼
亡
詩
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
こ
の

悼
亡
文
は
、
北
村
季
吟
『
万
葉
拾
穂
抄
』
に
「
挽
歌
の
序
也（

４
）

」
と
あ
り
、
荷
田

春
満
『
万
葉
童
蒙
抄
』、
岸
本
由
豆
流
『
万
葉
集
攷
證
』、
橘
千
蔭
『
万
葉
集
略

解
』
な
ど
も
序
文
と
位
置
付
け
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
日
本
挽
歌
の
序
と
い
う

扱
い
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
憶
良
の
他
の

作
品
に
お
い
て
は
、
歌
に
前
置
さ
れ
る
漢
文
序
に
は
題
詞
に
「
并
序
」
の
記
載

が
み
ら
れ
る
、
も
し
く
は
「
…
曰
」
と
い
う
詩
歌
へ
の
接
続
の
辞
が
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
持
た
な
い
悼
亡
文
は
こ
れ
ら
と
等
質
の
序
に
は
当
た
ら

な
い
。
芳
賀
紀
雄
氏
は
、
悼
亡
文
の
「
嗟
乎
痛
哉
…
嗚
呼
哀
哉
」
と
同
じ
定
型

句
を
持
つ
中
国
の
碑
文
・
墓
誌
に
注
目
し
、
碑
文
・
墓
誌
は
四
言
句
の
銘
辞
が

本
文
で
は
あ
る
が
、
死
者
の
事
跡
を
記
す
序
に
主
力
が
注
が
れ
る
の
だ
と
い
い
、

悼
亡
文
も
こ
の
枠
組
み
の
中
で
理
解
さ
れ
る
も
の
と
論
じ
て
い
る（

５
）

。
当
該
の
文

を
詩
序
と
み
る
か
否
か
の
問
題
は
一
端
措
く
と
し
て
、
こ
の
悼
亡
文
は
極
め
て

の
作
品
に
お
い
て
は
、
漢
籍
・
仏
典
の
思
想
を
全
面
に
打
ち
出
す
作
品
は
無
く
、

そ
の
意
味
で
こ
の
無
題
の
詩
文
は
、
以
後
の
憶
良
作
品
の
基
調
を
な
す
重
要
な

作
品
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

盖
し
聞
く
、
四
生
の
起
き
滅
ぶ
る
こ
と
は
、
夢
の
皆
空
し
き
が
方
く
、

三
界
の
漂
ひ
流
る
る
こ
と
は
環
の
息
ま
ぬ
が
喩
し
。
所
以
、
維
摩
大
士

は
方
丈
に
在
り
て
、
染
疾
の
患
を
懐
く
こ
と
あ
り
、
釈
迦
能
仁
は
、
双

林
に
坐
し
て
、
泥
洹
の
苦
し
み
を
免
る
る
こ
と
無
し
、
と
。
故
知
る
、

二
聖
の
至
極
も
、
力
負
の
尋
ね
至
る
を
払
ふ
こ
と
能
は
ず
、
三
千
の
世

界
に
、
誰
か
能
く
黒
闇
の
捜
ね
来
る
を
逃
れ
む
、
と
。
二
つ
の
鼠
競
ひ

走
り
、
目
を
度
る
鳥
旦
に
飛
び
、
四
つ
の
蛇
争
ひ
侵
し
て
、
隙
を
過
ぐ

る
駒
夕
に
走
る
。
嗟
呼
痛
し
き
か
も
。
紅
顏
は
三
従
と
長
に
逝
き
、
素

質
は
四
徳
と
永
に
滅
ぶ
。
何
そ
図
ら
む
、
偕
老
の
要
期
に
違
ひ
、
独
飛

し
て
半
路
に
生
き
む
こ
と
を
。
蘭
室
の
屏
風
徒
ら
に
張
り
て
、
腸
を
断

つ
哀
し
び
弥
痛
く
、
枕
頭
の
明
鏡
空
し
く
懸
り
て
、
染
筠
の
涙
逾
落
つ
。

泉
門
一
た
び
掩
は
れ
て
、
再
見
る
に
由
無
し
。
嗚
呼
哀
し
き
か
も
。

愛
河
の
波
浪
は
已
先
に
滅
え
、
苦
海
の
煩
悩
も
亦
結
ぼ
ほ
る
こ
と
な
し
。

従
来
こ
の
穢
土
を
厭
離
す
。
本
願
を
も
ち
て
生
を
彼
の
浄
刹
に
託
せ
む
。

盖
聞
、
四
生
起
滅
、
方
夢
皆
空
、
三
界
漂
流
、
喩
環
不
息
。
所
以
、
維
摩
大

士
在
于
方
丈
、
有
懐
染
疾
之
患
、
釈
迦
能
仁
、
坐
於
双
林
、
無
免
泥
洹
之
苦
。

故
知
、
二
聖
至
極
、
不
能
拂
力
負
之
尋
至
、
三
千
世
界
、
誰
能
逃
黒
闇
之
捜
来
。
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く
も
の
で
あ
る
が
、
悼
亡
文
の
後
半
部
分
は
明
ら
か
に
儒
教
思
想
に
基
づ
く
記

述
で
あ
り
、
悼
亡
文
全
体
を
仏
教
思
想
の
み
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
は
適
切

で
は
な
い
。
仏
教
思
想
の
み
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
悼
亡
文
に
お
い
て
、
憶
良
が

仏
教
思
想
と
儒
教
思
想
と
い
う
相
容
れ
な
い
二
つ
の
思
想
を
併
用
し
た
意
図
に

つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
儒
仏
の
対
立
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
憶
良
が

憶
良
た
ら
し
め
る
始
発
の
作
品
に
お
い
て
、〈
死
〉
と
い
う
問
題
に
い
か
に
向

き
合
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。
さ
ら
に
詩
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
体
を

作
者
の
立
場
と
す
る
か
亡
妻
に
託
し
た
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
浄

刹
へ
の
託
生
を
本
願
と
し
た
の
は
、
作
者
か
亡
妻
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ

れ
は
こ
の
詩
文
全
体
の
位
置
付
け
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
一
度

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
悼
亡
文
の
儒
仏
の
対
立
の
問
題
と

詩
に
お
け
る
主
体
の
問
題
と
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
当
該
作
品
の
思
想
的
形

成
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

二　

悼
亡
文
に
お
け
る
儒
と
仏
の
対
立
的
構
造

巻
五
冒
頭
の
旅
人
の
報
凶
問
歌
（
旅
人
の
妻
の
死
）
と
悼
亡
詩
文
、
日
本
挽

歌
の
一
連
の
作
品
が
抱
え
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
お
お
ま
か
に
言
え
ば

次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

独
立
性
の
高
い
内
容
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
二
段
に
よ
り

構
成
さ
れ
、
前
半
は
「
嗟
乎
痛
哉
」
ま
で
、
後
半
は
「
紅
顔
共
三
従
長
逝
」
か

ら
末
尾
ま
で
と
な
る
。
前
半
部
分
の
内
容
は
、
生
あ
る
も
の
全
て
に
は
必
ず
死

が
訪
れ
、
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
、
後
半
部
分
は
、
婦
徳
を
備

え
た
美
し
い
妻
は
偕
老
の
約
束
を
違
え
て
帰
ら
ぬ
人
と
な
り
、
夫
婦
の
寝
室
の

空
し
い
様
子
に
悲
し
み
は
い
よ
い
よ
増
す
の
で
あ
り
、
黄
泉
路
の
門
は
一
度
閉

じ
ら
れ
れ
ば
再
び
会
う
術
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
前
半
部
分
は
仏

教
思
想
に
よ
っ
て
、
後
半
部
分
は
婦
徳
や
三
従
の
教
え
な
ど
の
儒
教
思
想
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
続
く
詩
に
お
い
て
は
、
愛
欲
の
河

波
は
す
で
に
消
滅
し
、
苦
海
の
煩
悩
も
再
び
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
穢

土
を
離
れ
、
か
の
浄
刹
に
生
を
託
す
こ
と
を
本
願
と
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の

詩
は
、
金
子
元
臣
『
万
葉
集
評
釈
』
に
「
こ
れ
は
佛
者
の
作
る
漢
讃
の
体
で
あ

る（
６
）

」
と
言
わ
し
め
る
よ
う
に
、「
愛
河
」「
苦
海
」「
煩
悩
」「
無
結
」「
厭
離
」「
穢

土
」「
本
願
」「
託
生
」「
浄
刹
」
な
ど
の
仏
教
の
術
語
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、「
厭

離
穢
土　

欣
求
浄
土
」
の
仏
教
思
想
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
悼
亡
詩

文
は
、『
万
葉
集
総
釈
』
が
「
文
も
詩
も
、
徹
頭
徹
尾
佛
教
思
想
を
以
て
作
ら

れ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
内
容
を
印
度
か
ら
、
形
を
支
那
か
ら
―
―
と
二
先
進
国

の
文
化
を
土
壌
と
し
て
成
り
立
つ
て
ゐ
る
の
が
こ
の
一
篇
だ
と
考
へ
得
よ
う（

７
）

」

と
説
く
よ
う
に
、
従
来
は
詩
文
全
体
が
仏
教
思
想
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と

捉
え
ら
れ
て
お
り
、
先
の
金
子
評
釈
に
も
「
こ
の
序
は
素
よ
り
佛
教
の
無
常
思

想
の
所
産
で
あ
る
」
と
あ
る
。
た
し
か
に
、
詩
は
全
面
的
に
仏
教
思
想
に
基
づ
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れ
の
中
に
お
け
る
憶
良
作
品
の
位
置
を
論
じ
る
も
の
や
、
憶
良
の
表
現
史
の
中

か
ら
こ
の
作
品
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
、
表
現
研
究
は
細
部
に
わ
た
り

さ
ま
ざ
ま
な
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
一
方
、
当
該
の
悼
亡
詩
文
に
つ
い
て
は
、

『
万
葉
代
匠
記
』
や
『
万
葉
集
攷
證
』
に
語
句
の
多
く
の
出
典
が
示
さ
れ
、
そ

れ
を
踏
ま
え
て
小
島
憲
之
氏
、村
山
出
氏
、中
西
進
氏
、芳
賀
紀
雄
氏
を
中
心
に
、

詩
文
の
解
釈
に
関
わ
る
多
く
の
出
典
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
本
稿

の
問
題
意
識
に
お
い
て
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
出
典
論
に
ま
つ
わ
る
指
摘
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。

は
じ
め
に
文
体
と
し
て
悼
亡
詩
文
の
出
典
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
小
島

憲
之
氏
で
あ
っ
た
。
小
島
氏
は
、井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考
』
が
指
摘
し
た
『
文

選
』
の
主
簡
棲
「
頭
陀
寺
碑
文
」
の
李
善
注
が
悼
亡
文
の
直
接
の
典
拠
と
な
っ

た
と
み
て
お
り
、
さ
ら
に
「
頭
陀
寺
碑
文
」
は
「
蓋
聞
」
と
い
う
書
き
出
し
や

「
能
仁
」「
双
樹
」「
大
千
」「
三
界
」
な
ど
の
語
句
も
一
致
す
る
が
、「
憶
良
の

詩
序
は
こ
の
碑
文
に
よ
つ
て
最
初
の
述
作
の
暗
示
を
得
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
自
己
の
述
作
の
過
程
に
於
て
、
こ
の
碑
文
を
思
ひ
出
し
、
そ
の
語
句
を
数
多

利
用
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う）

（1
（

。」
と
、
憶
良
の
『
文
選
』
の
利
用
の

方
法
を
提
示
し
た
。
村
山
出
氏
は
、『
文
選
』
の
誄
や
哀
策
文
、
婦
人
に
対
す

る
哀
悼
文
か
ら
そ
の
構
想
を
得
て
こ
の
悼
亡
詩
文
を
叙
述
し
た
と
し
、
そ
の
形

式
を
踏
ん
だ
の
は
旅
人
に
献
呈
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
こ
れ
ら
の
論
に

対
し
て
、
中
西
進
氏
は
古
代
日
本
の
仏
教
関
係
文
献
を
渉
猟
し
、

「
蓋
聞
…
…
嗟
乎
痛
哉
…
…
嗚
呼
哀
哉
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
み
な
ら

①
悼
亡
詩
文
及
び
日
本
挽
歌
は
旅
人
の
亡
妻
に
対
す
る
も
の
か
、
憶
良
の

亡
妻
に
対
す
る
も
の
か
。

②
悼
亡
詩
文
と
日
本
挽
歌
は
旅
人
に
献
上
さ
れ
た
も
の
か
否
か
。

③
悼
亡
詩
文
と
日
本
挽
歌
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。

①
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
代
匠
記
』
以
降
憶
良
の
妻
説
が
支
持
さ
れ
て
き
た

が
、『
万
葉
集
攷
證
』
に
引
用
さ
れ
る
「
或
人
の
説（

８
）

」
や
土
屋
文
明
氏（

９
）

の
発
言

が
支
持
さ
れ
、
近
年
で
は
旅
人
の
妻
説
が
主
流
で
あ
り
、
筆
者
も
旅
人
の
妻
説

を
採
る
立
場
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
最
も
多
く
の
議
論
が
交
わ

さ
れ
た
き
た
も
の
で
、
殊
に
日
本
挽
歌
の
左
注
が
主
な
検
討
材
料
と
さ
れ
て
き

た
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
々
を
紹
介
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
現
在
で
も
賛
否
両

説
が
紛
々
と
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
い
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
作
品

の
内
容
に
よ
っ
て
判
断
す
る
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、「
日
本
挽
歌
」
と
い
う
題
詞
の
考
察
か
ら
、
前
置

さ
れ
る
悼
亡
詩
文
に
対
す
る
日
本
語
の
挽
歌
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
多
く
行
わ

れ
て
い
る
が
、近
年
は
中
西
進
氏
の
、中
国
の
挽
歌
詩
を
踏
ま
え
て
「
伝
統
的
・

儀
礼
的
格
式
を
意
識
し
て
作
っ
た
」
葬
送
儀
礼
の
歌）

（1
（

、
と
い
う
理
解
に
賛
同
す

る
意
見
も
見
受
け
ら
れ
る）

（（
（

。
そ
の
内
容
上
に
つ
い
て
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
相

互
を
積
極
的
に
関
連
さ
せ
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
伊
藤
博
氏
の
主
張
も
あ

る
が）

（1
（

、
両
者
は
個
別
の
作
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
見
も
あ
る
よ
う
に
、
作
品
の
読

解
の
方
法
も
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
日
本
挽

歌
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
柿
本
人
麻
呂
以
降
、『
万
葉
集
』
の
亡
妻
挽
歌
の
流
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持
つ
こ
と
か
ら
、
死
者
の
追
善
供
養
の
斎
会
な
ど
で
披
露
さ
れ
た
願
文
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
芳
賀
氏
の
説
は
、
日
本
挽
歌
の
左
注

の
「
神
亀
五
年
七
月
二
十
一
日　

筑
前
国
守
山
上
憶
良
上
」
の
日
付
が
、
旅
人

の
亡
妻
の
百
日
供
養
の
斎
会
の
日
で
あ
り
、
悼
亡
詩
文
と
日
本
挽
歌
は
こ
の
時

に
披
露
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
井
村
哲
夫
氏
の
説
を
補
強
す
る
形

と
も
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
鉄
野
昌
弘
氏
が
、

「
鏡
中
釈
霊
実
集
」
の
願
文
、
或
い
は
敦
煌
遺
文
の
願
文
文
例
集
な
ど
で

も
、
追
善
の
対
象
人
物
を
文
中
に
明
示
す
る
形
式
が
通
例
と
見
受
け
ら
れ

る
。
憶
良
の
場
合
、
自
明
の
事
柄
と
し
て
省
略
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
そ
れ
を
持
た
な
い
の
は
や
は
り
異
質
と
言
え
よ
う
。
ま
た
願
文

に
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
、
仏
に
対
す
る
帰
依
、
賛
仰
の
言
葉
を
、
こ
の
文

に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
旅
人
亡
妻
の
百
日
を
機
に
献

呈
さ
れ
た
と
し
て
も
、
斎
会
の
場
で
読
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
目
的
と
し

て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う）

（1
（

。

と
反
論
す
る
よ
う
に
、
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
悼
亡
詩
文
は
そ
の
出
典
か
ら
文
体
論
へ
と
展
開
し
、
憶
良

の
制
作
意
図
は
主
と
し
て
文
体
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
え

る
。
型
が
規
定
す
る
内
容
的
な
志
向
を
探
る
こ
と
は
、
文
学
研
究
に
お
い
て
重

要
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
憶
良
の
文
学
性
か
ら
当

該
の
悼
亡
詩
文
に
つ
い
て
論
じ
た
辰
巳
正
明
氏
の
発
言
が
注
目
さ
れ
る
。

憶
良
は
そ
の
文
学
の
出
発
に
お
い
て
す
で
に
二
律
背
反
す
る
中
で
人
間

ず
、
三
界
・
四
生
・
煩
悩
・
能
仁
・
泉
門
・
泥
洹
と
い
っ
た
憶
良
の
用
語

が
同
時
代
の
仏
文
に
多
く
見
ら
れ
る
と
す
る
と
、
こ
の
文
と
詩
は
そ
れ
ら

の
一
つ
で
あ
り
、
ど
う
も
「
頭
陀
寺
碑
文
」
と
こ
れ
と
を
直
接
結
び
つ
け

て
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か）

（1
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
中
西
氏
の
論
は
、
憶
良
の
使
用
語
の
典
拠
が
一
つ
の
作
品
や

特
定
の
文
献
に
拠
る
と
い
う
よ
う
な
限
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
当
時
流
布
し

て
い
た
多
く
の
典
籍
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、

『
文
選
』
の
利
用
に
偏
っ
て
い
た
視
点
は
大
き
く
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
し
て
、
憶
良
は
同
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
語
句
を
利
用
し
て
悼
亡
詩

文
を
叙
述
し
た
が
、
そ
こ
に
は
旅
人
の
若
い
妻
の
死
に
対
す
る
憶
良
の
強
い
衝

撃
が
表
白
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
芳
賀
紀
雄
氏
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏

ま
え
、
悼
亡
詩
文
の
創
作
意
図
は
、
誄
・
哀
策
文
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、

中
国
の
墓
誌
・
碑
文
の
類
を
参
照
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る）

（1
（

。
そ
の

根
拠
は
、
悼
亡
文
は
四
六
駢
儷
体
を
志
向
す
る
無
韻
の
文
で
あ
る
が
、
誄
・
哀

策
文
は
有
韻
の
文
で
あ
る
こ
と
、
誄
・
哀
策
文
に
お
い
て
当
然
述
べ
ら
れ
る
べ

き
生
前
の
行
い
を
称
賛
す
る
部
分
が
悼
亡
文
で
は
欠
落
し
て
い
る
こ
と
、「
蓋

聞
」
の
書
き
出
し
は
散
文
に
み
ら
れ
る
形
式
で
あ
り
、
誄
・
哀
策
文
の
よ
う
な

韻
文
に
用
い
ら
れ
る
可
能
性
は
な
い
の
だ
と
い
い
、
対
し
て
墓
誌
・
碑
文
は
散

文
で
あ
り
、
そ
の
叙
述
内
容
も
あ
る
程
度
自
由
度
が
高
い
と
い
う
。
こ
の
文
体

を
根
拠
と
し
た
芳
賀
氏
の
論
に
は
強
い
説
得
力
が
あ
り
、
首
肯
さ
れ
る
べ
き
部

分
も
多
い
。
さ
ら
に
芳
賀
氏
は
加
え
て
、
悼
亡
詩
文
は
死
者
に
対
す
る
内
容
を
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り
、
す
べ
て
は
幻
、
水
泡
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
よ
る
。
三
界
は

欲
界
・
色
界
・
無
色
界
か
ら
な
る
世
界
で
、
解
脱
で
き
な
い
衆
生
は
死
後
に
こ

の
三
界
の
輪
廻
を
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
解

脱
で
き
な
い
迷
妄
の
凡
夫
で
あ
る
が
、
憶
良
は
「
所
以
」
と
し
て
、
維
摩
大
士

と
釈
迦
の
故
事
を
挙
げ
る
。
維
摩
大
士
の
故
事
は
、『
維
摩
詰
所
説
経
』
巻
上
・

方
便
品
第
二
に
記
さ
れ
る
、
病
床
に
あ
り
な
が
ら
衆
生
に
説
法
す
る
姿
や
、
あ

る
い
は
同
経
・
巻
中
の
文
殊
師
利
問
疾
品
第
五
の
大
士
の
病
床
を
訪
れ
た
文
殊

師
利
菩
薩
と
の
問
答
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
維
摩
大
士
は
、「
有

懐
染
疾
之
患
」
と
病
気
を
患
い
憂
え
る
気
持
ち
を
抱
い
た
の
だ
と
い
い
、
さ
ら

に
釈
迦
は
沙
羅
双
樹
の
下
に
座
し
て
入
滅
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、「
無
免

泥
洹
之
苦
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。「
泥
洹
之
苦
」
は
仏
典
に
は
検
出
さ
れ

な
い
語
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
泥
洹
（
涅
槃
）」
は
煩
悩
の
火
が
消
え
て
寂

滅
の
状
態
に
至
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
「
苦
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
自
体
が
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。「
泥
洹
」
と
は
、
た
と
え
ば

『
経
律
異
相
』
巻
十
九
に
は
「
道
人
為
説
三
塗
之
苦
泥
洹
之
楽
。〈
出
譬
喩
経
第

十
巻
〉」（
大
正
蔵
（11
ｂ
11
-1（
）
と
あ
り
、「
三
塗
」
は
三
悪
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
）

と
も
さ
れ
る
、
す
さ
ま
じ
い
苦
し
み
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
の

が
「
泥
洹
之
楽
」
で
あ
り
、「
苦
」
と
は
対
極
に
あ
る
、
仏
教
に
お
け
る
理
想

の
状
態
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
「
泥
洹
之
苦
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
芳
賀

紀
雄
氏
は
「
憶
良
は
そ
も
そ
も
涅
槃
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
え
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

の
存
在
を
問
う
こ
と
を
試
み
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
こ
の
世
が
恩

愛
の
迷
い
の
世
界
だ
と
い
う
道
理
を
説
く
仏
教
の
教
え
（
仏
教
の
道
理
）

へ
と
心
を
大
き
く
動
か
し
、
そ
し
て
ま
た
一
方
に
は
親
子
・
夫
婦
の
恩
愛

の
道
理
を
説
く
儒
教
の
教
え
（
儒
教
の
道
理
）
へ
と
心
を
動
か
す
。
そ
の

二
つ
の
背
反
す
る
道
理
の
中
で
、
ま
ず
憶
良
の
文
学
は
出
発
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
以
後
の
憶
良
文
学
に
お
け
る
思
考
の
基
本
的
な
姿
と
な
る

も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

辰
巳
氏
が
述
べ
る
二
律
背
反
の
道
理
の
融
合
は
、
ま
さ
に
当
該
の
悼
亡
詩
文

の
鍵
で
あ
り
、
そ
れ
が
以
後
の
憶
良
の
文
学
の
基
盤
と
な
る
と
い
う
指
摘
も
首

肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
具
体
的
に
こ
の
儒
教
と
仏
教
の

二
律
背
反
的
、
対
立
的
な
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

冒
頭
の
「
盖
聞
、四
生
起
滅
、方
夢
皆
空
、三
界
漂
流
、喩
環
不
息
。」
は
、『
阿

毘
達
磨
倶
舍
論
』
巻
第
八
・
分
別
世
品
第
三
之
一
に
「
論
曰
。
謂
有
情
類
卵

生
胎
生
湿
生
化
生
。
是
名
為
四
。〔
論
じ
て
曰
は
く
、
有
情
の
類
に
、
卵
生
と
胎
生

と
湿
生
と
化
生
と
あ
り
。
是
れ
を
名
け
て
四
（
生
）
と
な
す
。〕」（
大
正
蔵
11
ｃ
11
-11

／
国
訳
・
印
度
・
毗
曇
部
二
十
六
・
上）

1（
（

）
と
あ
る
よ
う
に
、「
四
生
」
に
よ
り
あ
ら

ゆ
る
生
命
が
生
じ
て
滅
す
る
こ
と
は
、
夢
が
空
で
あ
る
こ
と
と
等
し
い
の
だ
と

い
う
。
こ
れ
は
、『
六
度
集
経
』
巻
第
七
・
禅
度
無
極
章
第
五
に
「
三
界
皆
空
。

夫
有
悉
無
。
万
物
若
幻
。
一
生
一
滅
。
猶
若
水
泡
。〔
三
界
は
皆
空
な
り
。
夫
れ

有
は
悉
く
無
な
り
。
万
物
幻
の
ご
と
し
。
一
生
一
滅
は
猶
し
水
泡
の
ご
と
し
。〕」（
大

正
蔵
11
ｃ
1（
-11
／
国
訳
・
印
度
・
本
縁
部
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、
三
界
は
空
で
あ
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る
者
之
を
負
ひ
て
走
る
。
昧
き
者
は
知
ら
ざ
る
な
り）

11
（

。〕」
の
故
事
を
踏
ま
え
て
の
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
谷
や
山
な
ど
の
大
地
は
不
動
の
も
の
で
あ
る
と
思
う

か
も
し
れ
な
い
が
、
夜
中
に
力
持
ち
が
そ
れ
ら
を
背
負
っ
て
走
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
世
に
は
不
動
不
定
の
も
の
は
存
在
し
な
い

こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
荘
子
』の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
赤
塚
忠
氏
は
、

古
代
中
国
に
は
、
天
地
の
創
造
に
関
し
、
舟
を
収
め
る
よ
う
に
谷
を
切
り

開
い
た
り
、
沢
中
に
山
を
置
い
た
り
し
て
、
大
地
を
安
定
し
た
が
、
そ
の

大
地
さ
え
も
、
日
夜
移
動
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
神
話
が
あ
っ
た
ら
し

い
。
こ
の
叙
述
は
、
そ
の
種
の
神
話
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。

と
解
説
し
て
い
る
。
先
の
『
荘
子
』
の
引
用
は
、『
淮
南
子
』
俶
真
訓
に
も
同

様
の
記
述
が
あ
り）

11
（

、
古
代
中
国
の
古
伝
承
を
利
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
「
黒
闇
」
が
探
し
に
来
る
こ
と
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
も
、

『
大
般
涅
槃
経
』
巻
十
二
・
聖
行
品
第
七
之
二）

11
（

に
載
る
功
徳
天
（
生
）
と
黒
闇

（
死
）
の
姉
妹
の
逸
話
で
、
生
の
み
を
受
け
入
れ
、
死
を
避
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
道
理
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
、
い
か
な
る
聖
人
に
お
い
て
も
死

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
憶
良
の
思
想
は
、「
俗
の
道
の
、
仮
に

合
ひ
即
ち
離
れ
、
去
り
易
く
留
ま
り
難
き
を
悲
し
び
嘆
け
る
詩
一
首
并
序
」
に

も
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。

所
以
、
維
摩
大
士
も
玉
体
を
方
丈
に
疾
ま
し
め
、
釈
迦
能
仁
も
金
容
を
双

樹
に
掩
ひ
た
ま
へ
り
。
内
教
に
曰
は
く
、「
黒
闇
の
後
に
来
る
を
欲
は
ず

は
、
徳
天
の
先
に
至
る
に
入
る
こ
と
莫
か
れ
」
と
い
へ
り
。〔
徳
天
と
は
生

憶
良
は
、
釈
迦
が
煩
悩
を
断
っ
た
（
成
道
）
の
み
な
ら
ず
、
肉
身
を
も

滅
し
た
（
雑
阿
含
経
（
巻
四
十
四
）
に
従
え
ば
「
於
二

無
余
涅
槃
一

、
而
般
涅
槃
」、

大
正
蔵
二
巻
三
二
五
頁
中
）
こ
と
か
ら
、
悟
り
と
は
無
関
係
に
、
寂
滅
を

肉○
○

○
○

○

体
の
寂
滅
と
の
み
受
け
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
肉
体
の
寂
滅
な
ら
ば

死
で
あ
り
、
死
な
ら
苦
で
あ
る
と
い
う
論
法
で
、
彼
は
涅○

○
○

○
○

○
○

槃
を
苦
と
し
た

の
だ
ろ
う
。
無
余
涅
槃
の
恣
意
的
な
解
と
も
い
え
る
が
、
涅
槃
に
お
け
る

「
寂
滅
」
の
義
の
構
造
的
な
す
り
か
え
と
見
て
お
き
た
い）

11
（

。

さ
ら
に
、
涅
槃
が
煩
悩
を
断
ち
切
っ
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
後
義
的
に
死
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
憶
良
が
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
泥
洹

之
苦
」
と
し
た
の
は
憶
良
の
曲
解
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く

の
仏
典
を
利
用
し
、
後
に
も
多
く
の
仏
教
思
想
に
基
づ
い
た
詩
文
を
叙
述
し
て

い
る
憶
良
が
、
仏
教
の
重
要
な
タ
ー
ム
で
あ
る
「
涅
槃
」
を
誤
解
し
て
い
た
と

は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
憶
良
が
背
反
す
る
問
題
を
一
致
さ
せ
る
時

に
用
い
る
詭
弁
で
あ
り
、
強
弁
で
あ
ろ
う
。

憶
良
は
続
い
て
「
故
知
、
二
聖
至
極
、
不
能
拂
力
負
之
尋
至
、
三
千
世
界
、

誰
能
逃
黒
闇
之
捜
来
。」
と
述
べ
る
。
こ
の
「
二
聖
」
は
維
摩
大
士
と
釈
迦
能

仁
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
大
聖
で
す
ら
、
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
だ
と
い
う
。「
力
負
」
が
尋
ね
て
く
る
こ
と
を
払
い
の
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
の
は
、『
荘
子
』
大
宗
師
第
六
の
「
夫
蔵
舟
於
壑
、
蔵
山
於

沢
、
謂
之
固
矣
。
然
而
夜
半
有
力
者
負
之
而
走
。
昧
者
不
知
也
。〔
夫
れ
舟
を
壑

に
蔵
し
、
山
を
沢
に
蔵
す
る
は
、
之
を
固
し
と
謂
は
ん
。
然
り
而
う
し
て
夜
半
に
力
有
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し
て
此
井
の
下
に
は
大
毒
龍
あ
り
、
傍
ら
に
四
蛇
を
畏
れ
、
下
に
は
毒
龍
を
畏

る
。
攀
つ
る
所
の
樹
は
其
の
根
動
搖
す
。
樹
上
に
蜜
あ
り
、
三
渧
し
て
其
の
口

中
に
堕
つ
。
時
に
樹
を
動
か
し
て
蜂
窠
を

壊
す
。
衆
蜂
散
飛
し
、
唼
つ
て
其

の
人
を
螫
す
。
野
火
起
る
あ
り
。
復
た
来
つ
て
樹
を
焼
く
。
大
王
よ
、
当
に
知

る
べ
し
、
彼
の
人
の
苦
悩
は
称
計
す
べ
か
ら
ず
。
王
、
愁
憂
厭
悪
し
て
言
は
く
、

「
彼
の
人
、
味
を
得
る
こ
と
甚
だ
少
な
く
、
苦
患
甚
だ
多
し
。
其
の
味
ふ
所
は
、

牛
跡
の
水
の
如
く
、
其
の
苦
患
す
る
所
は
猶
ほ
大
海
の
如
し
。〕

（
国
訳
・
印
度
・
論
集
部
五
）

や
、『
佛
説
譬
喩
経
』
の
、

乃
往
過
去
。
於
無
量
劫
。
時
有
一
人
。
遊
於
昿
野
為
悪
象
所
逐
。
怖
走
無
依
。

見
一
空
井
。
傍
有
樹
根
。
即
尋
根
下
。
潜
身
井
中
。
有
黒
白
二
鼠
。
互
齧

樹
根
。
於
井
四
辺
有
四
毒
蛇
。
欲
螫
其
人
。（
中
略
）
黒
白
二
鼠
以
喩
昼
夜
。

齧
樹
根
者
。
喩
念
念
滅
。
其
四
毒
蛇
。
喩
於
四
大
。（
大
正
蔵
11（
ｂ
11
-11
）

に
み
え
る
よ
う
に
、「
二
鼠
」
は
昼
夜
を
指
し
、
そ
れ
が
競
っ
て
過
ぎ
去
っ
て

ゆ
く
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
而
度
目
之
鳥
旦
飛
」
と
合
わ
せ
て
、
生
の
時

間
は
一
瞬
に
し
て
過
ぎ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
四
蛇
」
は
こ
の
世
を

構
成
す
る
要
素
で
あ
る
地
水
火
風
の
四
大
を
指
し
て
お
り
、「
四
蛇
争
侵
」
は

こ
の
四
大
が
常
に
変
化
し
て
ゆ
く
「
世
間
無
常
」
の
譬
喩
で
あ
る
。「
而
過
隙

之
駒
夕
走
」
も
ま
た
、
馬
の
走
る
姿
が
隙
間
か
ら
わ
ず
か
に
見
え
る
こ
と
で
あ

り
、『
史
記
』
魏
豹
列
伝
に
「
人
生
一
世
間
、
如
白
駒
過
隙
耳
。〔
人
生
ま
れ
て

一
世
の
間
は
、
白
駒
の
隙
を
過
ぐ
る
が
如
き
の
み）

11
（

。〕」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
生
は
一

な
り
。
黒
闇
と
は
死
な
り
。〕
故
知
り
ぬ
、
生
る
れ
ば
必
ず
死
あ
る
を
。
死

を
も
し
欲
は
ず
は
生
れ
ぬ
に
如
か
ず
。

憶
良
が
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
四
生
起
滅
と
い
う
免
れ
得
な
い
死
の

現
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
な
る
聖
人
に
も
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

凡
夫
に
は
当
然
起
こ
り
う
る
道
理
で
あ
る
こ
と
を
、
極
論
を
も
っ
て
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
二
鼠
競
走
而
」「
四
蛇
争
侵
」
も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
賓
頭

盧
突
羅
闍
為
優
陀
延
王
説
法
経
』
の
、

我
今
為
王
略
説
譬
喩
。
諸
有
生
死
。
著
味
過
患
。
王
至
心
聴
。
昔
日
有
人
。

行
在
昿
路
。
逢
大
悪
象
。
為
象
所
逐
。
狂
懼
走
突
。
無
所
依
怙
見
一
丘
井
。

即
尋
樹
根
。
入
井
中
蔵
。
有
白
黒
鼠
。
牙
齧
樹
根
。
此
井
四
辺
。
有
四
毒

蛇
。
欲
螫
其
人
。
而
此
井
下
。
有
大
毒
龍
。
傍
畏
四
蛇
。
下
畏
毒
龍
。
所

攀
之
樹
。
其
根
動
搖
。
樹
上
有
蜜
三
渧
。
墮
其
口
中
。
于
時
動
樹

壊
蜂
窠
。

衆
蜂
散
飛
。
唼
螫
其
人
。
有
野
火
起
。
復
来
焼
樹
。
大
王
当
知
。
彼
人
苦
悩
。

不
可
称
計
。
王
愁
憂
厭
悪
而
言
。
彼
人
得
味
甚
少
。
苦
患
甚
多
。
其
所
味
者
。

如
牛
跡
水
。
其
所
苦
患
猶
如
大
海
。（
大
正
蔵
111
ａ
（1
-
ｂ
1（
）

〔
我
今
応
の
為
に
譬
喩
を
略
説
せ
ん
。
諸
有
の
死
生
は
、
著
味
の
過
患
な
り
。
王

よ
至
心
に
聴
け
。
昔
日
人
あ
り
。
行
て
昿
路
に
在
り
。
大
悪
象
に
逢
ひ
、
象

の
逐
ふ
所
と
為
る
。
狂
懼
し
て
走
突
す
。
依
怙
す
る
所
な
く
、
一
丘
井
を
見

る
。
即
ち
樹
根
を
尋
ね
て
、
井
中
に
入
つ
て
蔵
る
。
白
黒
の
鼠
あ
り
、
牙
に
て

樹
根
を
齧
む
。
此
の
井
の
四
辺
に
四
毒
蛇
あ
り
、
其
の
人
を
螫さ

さ
ん
と
す
。
而
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る
。
さ
ら
に
、「
四
徳
」
は
『
礼
記
』
昏
義
や
『
周
礼
』
天
官
に
「
婦
徳
・
婦

言
・
婦
容
・
婦
功
」
と
し
て
示
さ
れ
る
婦
人
の
持
つ
べ
き
四
つ
の
徳
の
こ
と
で
、

こ
の
亡
妻
は
儒
教
的
な
婦
の
徳
を
備
え
た
、
貞
節
あ
る
素
晴
ら
し
い
妻
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
妻
は
夫
婦
偕
老
の
約
束
を

違
え
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
人
生
の
半
ば
で
群
れ
を
離
れ
た
鳥
の
よ
う
に
、
独

り
で
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。「
蘭
室
屏
風
徒
張
、
断
腸
之
哀
弥
痛
、

枕
頭
明
鏡
空
懸
、
染
筠
之
涙
逾
落
。」
と
は
、
夫
婦
の
寝
室
の
屏
風
は
意
味
も

な
く
張
ら
れ
、
腸
を
断
つ
よ
う
な
悲
し
み
は
痛
い
ほ
ど
で
あ
り
、
枕
元
の
鏡
は

空
し
く
懸
け
ら
れ
、
竹
を
染
め
る
涙
は
い
よ
い
よ
流
れ
落
ち
る
こ
と
だ
と
い
う
。

「
蘭
室
」「
屏
風
」「
明
鏡
」
は
中
国
の
閨
情
詩
の
類
に
み
え
る
言
葉
で
も
あ
り
、

張
茂
先
（
華
）「
情
詩
」
に
は
「
佳
人
処
遐
遠
、
蘭
室
無
容
光）

11
（

。」
と
あ
り
、
梁
・

簡
文
帝
「
暁
思
詩
」
に
は
「
爐
煙
入
斗
帳
。
屏
風
隠
鏡
台
。
紅
粧
幾
尽
涙
。
蕩

子
何
当
来）

11
（

。」
と
あ
る
よ
う
に
、
屏
風
や
鏡
は
閨
室
に
置
か
れ
る
女
性
を
象
徴

す
る
道
具
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
で
は
夫
婦
の

寝
室
の
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
道
具
は
妻
の
不
在
に
あ
っ
て

は
無
用
の
も
の
で
あ
り
、
妻
が
永
遠
に
帰
る
こ
と
の
な
い
事
実
を
強
く
印
象
付

け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
儒
教
に
お
け
る
夫
婦
は
、『
礼
記
』
昏
義
に
「
男

女
有
別
、
而
后
夫
婦
有
義
。
夫
婦
有
義
、
而
后
父
子
有
親
。
父
子
有
親
、
而
后

君
臣
有
正
。
故
曰
、昏
礼
者
礼
之
本
也
。〔
男
女
別
有
り
て
、而
る
后
に
夫
婦
義
有
り
。

夫
婦
義
有
り
て
、
而
る
后
に
父
子
親
有
り
。
父
子
親
有
り
て
、
而
る
后
に
君
臣
正
有
り
。

故
に
曰
く
、
昏
礼
は
礼
の
本
な
り
と）

1（
（

。〕」
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
夫
に
は
夫
に
、

瞬
で
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
無
常
を
重
ね
て
譬
喩
し
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
人
間
の
一
生
は
死
と
い
う
絶
対
的
な
苦
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
一
生
は
無
常
に
し
て
儚
く
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま

な
典
籍
を
用
い
て
詳
細
に
説
い
て
い
る
。
こ
の
執
拗
な
人
間
の
死
と
人
生
の
無

常
に
対
す
る
弁
舌
は
、
死
者
哀
悼
の
文
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
も
思
え
る
ほ

ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
悼
亡
文
が
、
残
さ
れ
た
遺
族
に
向
け
ら
れ

た
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
死
は
誰
に
で
も
訪
れ
る
や
む
な
き
必
然
の
理

で
あ
り
、
悲
運
や
不
幸
な
る
で
き
ご
と
で
は
な
い
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
と
捉

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
詳
細
に
説
か
れ
る
世
間
無
常
の
思

想
は
、
詩
の
内
容
に
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

対
し
て
悼
亡
文
の
後
半
部
分
で
は
、「
紅
顔
共
三
従
長
逝
、
素
質
与
四
徳
永

滅
。」
と
述
べ
て
、
紅
顔
の
若
々
し
い
妻
は
三
従
の
教
え
と
共
に
永
遠
に
去
り

逝
き
、
白
く
美
し
い
肌
も
婦
の
四
徳
と
共
に
永
遠
に
消
え
た
こ
と
を
述
べ
る
。

仏
教
色
に
満
ち
た
前
半
部
分
か
ら
一
転
し
て
、
こ
こ
に
は
儒
教
的
な
婦
徳
を
備

え
た
妻
の
死
が
描
か
れ
て
い
る
。「
三
従
」
は
『
儀
礼
』
喪
服
第
十
一
に
「
婦

人
有
三
従
之
義
、
無
専
用
之
道
、
故
未
嫁
従
父
、
既
嫁
従
夫
、
夫
死
従
子
。
故

父
者
子
之
天
也
、
夫
者
妻
之
天
也
。〔
婦
人
に
三
従
の
義
有
り
て
、
専
用
の
道
無
し
。

故
に
未
だ
嫁
せ
ざ
れ
ば
父
に
従
ひ
、
既
に
嫁
す
れ
ば
夫
に
従
ひ
、
夫
死
す
れ
ば
子
に
従

ふ
。
故
に
父
は
子
の
天
な
り
。
夫
は
妻
の
天
な
り）

11
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。〕」
と
あ
る
よ
う
に
、
父
・
夫
・

子
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
女
性
の
あ
る
べ
き
理
想
の
行
い
を
説
く
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
は
父
や
夫
を
天
と
し
て
仰
ぐ
べ
き
と
い
う
節
婦
の
基
本
姿
勢
で
あ
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ろ
の
妻
子
を
も
含
め
た
一
切
の
財
産
宝
物
を
捨
て
よ
と
教
え
る
の
で
あ
る
。
出

家
に
際
し
て
最
大
の
障
害
と
な
る
も
の
は
妻
子
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
釈
迦
は
子

に
「
羅
睺
羅
」（
障
碍
と
な
る
も
の
、
束
縛
す
る
も
の
）
と
名
付
け
た
と
も
さ
れ
る
。

仏
教
は
家
族
へ
の
愛
着
を
捨
て
る
こ
と
を
、
儒
教
は
家
を
整
え
、
夫
婦
が
睦
ま

じ
く
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
り
、
こ
の
相
反
す
る
道
理
は
、
互
い
に
相
容
れ

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
憶
良
は
こ
の
二
者
を
一
つ
の
理
念
の
も

と
に
混
在
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
憶
良
の
理
解
の
至
ら
な
さ
で
は
な
く
、
人
間

の
死
の
根
源
を
問
い
詰
め
た
時
に
み
え
た
「
世
間
無
常
」
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ

と
、
そ
の
中
で
生
き
る
人
間
の
愛
の
問
題
は
、
対
立
し
な
が
ら
も
現
前
と
し
て

存
在
す
る
道
理
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
人
間
の

死
を
通
し
て
見
つ
め
ら
れ
た
こ
の
世
を
構
成
す
る
道
理
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が

憶
良
が
理
解
し
た
東
ア
ジ
ア
の
哲
学
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
仏
教
の
信
仰
に
も
、

儒
教
の
道
徳
に
も
心
酔
す
る
こ
と
の
な
い
憶
良
の
目
は
、
異
な
る
道
理
を
矛
盾

と
し
て
で
は
な
く
、
止
揚
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
作
品
と
し
て

成
立
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。

三　
「
苦
海
煩
悩
」
か
ら
「
浄
刹
」
へ
の
願
い
へ

悼
亡
文
に
お
い
て
、
憶
良
は
執
拗
な
ま
で
に
人
間
の
〈
死
〉
に
対
す
る
道
理

を
説
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、〈
死
〉
と
い
う
現
象
を
道
理
と
し
て
把
握
し
よ

う
と
す
る
憶
良
の
哲
学
が
あ
り
、
以
後
の
憶
良
作
品
の
源
流
を
な
す
思
考
で
あ

妻
に
は
妻
の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
男
女
夫
婦
の
別
を
厳
し
く
説
い
て
い

る
。
そ
れ
は
、婚
礼
は
礼
の
根
本
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、『
礼
記
』
礼
運
に
は
「
父

子
篤
、
兄
弟
睦
、
夫
婦
和
、
家
之
肥
也
。〔
父
子
篤
く
、
兄
弟
睦
じ
く
、
夫
婦
和
す

る
は
、
家
の
肥
え
た
る
な
り）
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。〕」
で
あ
る
と
も
い
い
、
夫
婦
が
和
合
す
る
こ
と
は

家
が
富
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
国
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
繋
が

る
の
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
三
従
」「
四
徳
」
を
備
え
た
貞
節
あ

る
妻
と
夫
が
睦
ま
じ
く
過
ご
し
た
閨
室
を
描
く
こ
と
は
、
儒
教
の
説
く
三
網
の

教
え
が
正
し
く
実
践
さ
れ
、
そ
の
婦
徳
を
備
え
た
妻
が
道
半
ば
で
世
を
去
っ
た

こ
と
へ
の
悲
し
み
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。亡
妻
が「
三
従
」「
四
徳
」

を
備
え
た
と
述
べ
ら
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
り
、
あ
る
べ
き
理
想
の
夫
婦
の
姿

と
、
そ
の
妻
の
不
在
を
悲
痛
な
ま
で
に
悲
し
む
夫
の
姿
に
よ
っ
て
、
家
族
を
慈

し
む
愛
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
憶
良
が
捉
え
た
儒
教
の
道
理

は
、
こ
の
家
族
へ
の
愛
の
姿
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
悼
亡
文
の
前
半
部
分
は
仏
教
の
世
間
無
常
を
道
理
と
し
、
後
半

部
分
は
儒
教
の
夫
婦
和
合
に
よ
る
愛
の
姿
を
道
理
と
し
た
。
仏
教
は
、『
金
光

明
経
』
巻
一
・
空
品
第
五
に
「
菩
提
之
道　

求
於
如
来　

真
実
法
身　

捨
諸
所

重　

肢
節
手
足　

頭
目
髓
脳　

所
愛
妻
子　

銭
財
珍
宝　

真
珠
瓔
珞　

金
銀
琉

璃　

種
種
異
物
〔
菩
提
の
道
は　

如
来
の　

真
実
法
身
を
求
め　

諸
の
重
ん
ず
る
所

の　

肢
節
手
足　

頭
目
髄
脳　

愛
す
る
所
の
妻
子　

銭
財
珍
宝　

真
珠
瓔
珞　

金
銀
琉

璃　

種
種
の
異
物
を
捨
て
ん
〕」（
大
正
蔵
111
ｃ
11
-11
／
国
訳
・
印
度
・
経
集
部
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
の
正
し
い
教
え
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
愛
す
る
と
こ
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一
つ
で
あ
る
。『
大
般
泥
洹
経
』
巻
第
六
・
問
菩
薩
品
第
十
七
に
は
「
如
是
衆

生
得
摩
訶
衍
般
泥
洹
風
。
速
度
生
死
到
菩
提
岸
。
若
不
得
者
永
溺
生
死
輪
迴
苦

海
〔
是
の
如
く
、
衆
生
は
摩
訶
衍
の
般
泥
洹
の
風
を
得
れ
ば
、
速
や
か
に
生
死
を
度
っ

て
菩
提
の
岸
に
到
る
も
、
若
し
得
ざ
れ
ば
、
永
く
生
死
輪
迴
の
苦
海
に
溺
る
。〕」（
大

正
蔵
111
ａ
（1
-（1
））

11
（

と
あ
り
、
彼
岸
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
永
遠
に
生

死
輪
廻
の
苦
海
に
溺
れ
続
け
る
の
だ
と
い
う
。「
苦
海
煩
悩
」
は
、
ま
さ
に
迷

妄
の
凡
夫
が
、
そ
の
煩
悩
に
よ
っ
て
生
死
の
輪
廻
を
く
り
返
す
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
苦
海
煩
悩
」
が
「
無
結
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、従
来
か
ら
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
無

結
」
を
煩
悩
の
尽
き
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
と
る
か
、
前
句
の

「
先
滅
」
と
同
様
に
煩
悩
の
消
滅
と
と
る
か
で
あ
る
。
前
者
の
説
を
採
る
小
島

憲
之
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
無
レ

結
」
は
、
苦
悩
が
「
結
ぼ
ほ
る
」
即
ち
「
一
定
の
場
所
に
凝
結
し

て
留
ま
る
こ
と
」
が
無
い
、
不
定
の
状
態
を
示
す
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

苦
悩
が
尽
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
第
三
句
以
下
の
佛
果
を
得
た
い
と
続
く
わ

け
で
あ
る）
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。

こ
れ
は
、
次
の
「
従
来
厭
離
此
穢
土
。
本
願
託
生
彼
浄
刹
。」
の
句
へ
の
接

続
関
係
を
重
視
し
た
理
解
で
、
浄
刹
へ
の
託
生
を
本
願
と
す
る
理
由
は
、
煩
悩

が
尽
き
な
い
た
め
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、
文
脈
と
し
て
の
筋
は

通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
仏
典
に
お
け
る
「
結
」
は
束
縛
を

意
味
す
る
た
め
、「
無
結
」
と
は
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と

る
と
い
え
る
。
一
方
で
、
憶
良
作
品
の
根
底
に
は
、〈
死
〉
と
い
う
問
題
と
と

も
に
〈
愛
〉
と
い
う
問
題
も
、
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
悼
亡

詩
は
、
こ
の
〈
愛
〉
と
い
う
問
題
か
ら
出
発
す
る
。

愛
河
の
波
浪
は
已
先
に
滅
え
、
苦
海
の
煩
悩
も
亦
結
ぼ
ほ
る
こ
と
な
し
。

従
来
こ
の
穢
土
を
厭
離
す
。
本
願
を
も
ち
て
生
を
彼
の
浄
刹
に
託
せ
む
。

愛
河
波
浪
已
先
滅
、苦
海
煩
悩
亦
無
結
。
従
来
厭
離
此
穢
土
。
本
願
託
生
彼
浄
刹
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
愛
河
」「
苦
海
」「
煩
悩
」「
無
結
」「
厭
離
」「
穢
土
」

「
本
願
」「
託
生
」「
浄
刹
」
は
仏
教
の
術
語
で
あ
り
、
こ
の
詩
が
仏
教
思
想
に

基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。「
愛
河
」
は
、
愛
欲
や
愛
着
の
絶
え
な

い
こ
と
を
河
に
譬
え
た
語
で
あ
り
、
仏
典
に
多
く
み
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、『
大
方
広
佛
華
厳
経
』（
旧
訳
華
厳
経
）
巻
二
十
四
・
十
地
品
第
二
十

二
之
二
に
は
「
随
生
死
流
。
入
大
愛
河
。」（
大
正
蔵
111
ｃ
（1
）
と
あ
り
、『
大
乗

理
趣
六
波
羅
蜜
多
経
』
に
は
「
流
転
生
死
沈
溺
愛
河
」（
大
正
蔵
111
ｃ
11
-11
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
界
で
生
死
の
流
転
を
く
り
返
す
者
は
愛
河
に
入
り
溺
れ

る
と
い
う
の
で
あ
り
、
一
方
、『
正
法
念
処
経
』
巻
二
十
四
・
観
天
品
第
六
之

三
に
は
「
若
能
断
愛
河　

得
脱
生
死
流　

勇
健
者
能
度　

必
至
涅
槃
城
〔
若
し

能
く
愛
河
を
断
た
ん
に
は
、
生
死
の
流
れ
を
脱
す
る
こ
と
を
得
ん
。
勇
健
な
る
者
は
能

く
度
り
て
、
必
ら
ず
涅
槃
の
城
に
至
ら
ん
。〕」（
大
正
蔵
（11
ｃ
11
-11
／
国
訳
・
印
度
・

経
集
部
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
愛
河
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
生

死
流
転
の
循
環
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
仏

教
で
は
愛
着
や
煩
悩
を
河
や
大
海
に
譬
え
る
こ
と
が
多
く
、「
苦
海
」
も
そ
の
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こ
こ
は
「
先
滅
」
と
同
じ
く
、
煩
悩
が
消
滅
し
た
こ
と
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
初
・
二
句
は
い
ず
れ
も
世
間
に
お
け
る
愛
欲
・
煩
悩
の
河
海

の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
重
ね
て
示
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
愛
欲
・
煩
悩
の
消
滅
は
す
な
わ
ち
浄
土
へ
の
入
証
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、「
厭
離
穢
土　

欣
求
浄
土
」
を
説
く
三
・
四
句
の
内
容
に
続
か
な

い
と
い
う
小
島
氏
の
指
摘
と
は
矛
盾
を
き
た
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
詩

を
必
ず
し
も
連
続
す
る
時
制
の
中
で
捉
え
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
愛
河

波
浪
已
先
滅
、
苦
海
煩
悩
亦
無
結
。」
は
、
死
に
よ
っ
て
愛
欲
・
煩
悩
の
消
滅

し
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
句
の
主
旨
は
妻
が
死
に
よ
っ

て
愛
欲
や
愛
着
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
世
間
苦
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、「
従

来
厭
離
此
穢
土
」、
す
な
わ
ち
、
か
ね
て
か
ら
こ
の
穢
土
を
厭
う
て
い
た
た
め

で
あ
り）
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、
い
わ
ば
三
句
は
初
・
二
句
の
よ
う
な
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た

根
拠
を
述
べ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。「
厭
離
穢
土
」
を
願
っ
て
い
た
が
ゆ
え

に
、
死
を
迎
え
る
こ
と
で
愛
欲
・
煩
悩
が
消
え
て
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
穢
土
を
厭
離
し
た
後
の
本
願
は
、
か
の
浄
刹
（
浄
土
）
に
生
を
託

す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
本
願
は
死
に
よ
る
愛
河
波
浪
の
先

滅
、
苦
海
煩
悩
の
無
結
に
よ
っ
て
、
浄
刹
へ
の
託
生
と
し
て
成
就
さ
れ
た
と
い

う
、
三
句
の
「
従
来
厭
離
此
穢
土
」
が
前
後
句
の
根
拠
と
な
る
構
造
と
し
て
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
浄
刹
」
が
指
し
示
す
浄
土
に
つ
い
て
は
、
土
屋

文
明
氏
が
、

理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、『
雑
阿
含
経
』
巻
第
四
十
四
・
第

七
偈
誦
・
第
十
二
林
相
応
に
は
「
常
従
彼
求
浄　

無
結
離
煩
悩　

如
毛
髪
之
悪

　

人
見
如
泰
山
〔
常
に
彼
に
従
り
て
浄
を
求
め　

無
結
に
し
て
煩
悩
を
離
る
る
も
の

な
ら
ば　

毛
髪
の
如
き
悪
も
人
見
る
こ
と
泰
山
の
如
し
〕」（
大
正
蔵
111
ｂ
11
-11
／
国

訳
・
印
度
・
阿
含
部
三
）
と
あ
り
、「
無
結
」
は
す
な
わ
ち
煩
悩
か
ら
離
れ
る
こ

と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、「
結
」
に
つ
い
て
は
『
大
方
広
佛
華
厳
経
』（
新

訳
華
厳
経
）
巻
二
十
六
・
十
迴
向
品
第
二
十
五
之
四
に
は
「
願
一
切
衆
生
。
永

断
一
切
。
煩
悩
結
縛
。
到
無
煩
悩
。
無
障
礙
地
。
智
慧
彼
岸
。〔
願
く
は
一
切
の

衆
生
は
永
く
一
切
の
煩
悩
の
結
縛
を
断
じ
て
、
煩
悩
無
く
障
礙
無
き
智
慧
の
彼
岸
に
到

ら
ん
。〕」（
大
正
蔵
（11
ｃ
（1
-（1
／
国
訳
・
印
度
・
華
厳
部
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
結

縛
」
の
語
は
煩
悩
に
囚
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
仏
教
で
は
「
煩

悩
結
縛
」
を
断
じ
て
彼
岸
に
到
る
こ
と
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は

仏
典
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
の
「
無
結
」
を
煩
悩
が
尽
き
な
い
こ

と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

土
屋
文
明
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

煩
悩
は
即
ち
苦
悩
。
結
は
佛
語
の
煩
悩
と
同
じ
で
あ
り
、
特
に
生
死
を
出

づ
る
の
を
妨
げ
る
も
の
を
い
ふ
と
あ
る
か
ら
、
無
結
は
煩
悩
も
成
道
を
引

き
と
め
な
い
意
で
、
旅
人
の
妻
の
死
は
菩
提
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
苦

悩
も
亦
生
じ
な
い
と
讃
歎
の
意
で
あ
ら
う
。「
結
」
を
「
終
」
の
意
に
取

る
の
は
、
こ
こ
の
佛
教
的
考
方
と
違
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
従
へ
な
い）

11
（

。

「
無
結
」
の
語
義
か
ら
す
れ
ば
、土
屋
氏
の
主
張
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
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が
煩
悩
が
尽
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
妻
の
死
に
よ
っ
て
愛
欲
は
消
滅
し

た
が
煩
悩
は
尽
き
な
い
と
い
う
、
矛
盾
し
た
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、「
愛
河
波
浪
」「
苦
海
煩
悩
」
の
消
滅
は
本

願
で
あ
る
と
こ
ろ
の
浄
土
へ
の
入
証
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

対
象
者
を
無
理
に
現
世
に
遺
さ
れ
た
夫
と
す
る
よ
り
も
、
死
者
で
あ
る
と
こ
ろ

の
妻
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
次
の
、
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
も
、

同
じ
く
こ
の
詩
は
妻
の
立
場
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
て
い
る
。

生
き
た
身
を
離
れ
な
い
愛
欲
と
煩
悩
の
な
い
状
態
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で

も
そ
う
し
た
生
活
を
す
る
穢
土
と
し
て
現
世
を
厭
っ
て
い
た
が
、
今
は
本

願
と
し
て
の
浄
土
へ
往
こ
う
と
い
う
の
で
、
郎
女
が
そ
の
死
を
喜
ん
で
迎

え
て
い
る
心
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
郎
女
に
代
わ
っ
て
作
っ
て
い

る
形
の
も
の
で
あ
る
。
郎
女
が
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
と
、
旅
人
と
し
て
は
、

自
分
の
悲
し
み
は
と
に
か
く
、
郎
女
を
憐
れ
む
心
は
な
ご
め
ら
れ
る
こ
と

で
、
慰
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る）

11
（

。

窪
田
氏
の
解
釈
は
、
こ
の
詩
を
亡
妻
の
立
場
か
ら
の
詠
と
み
る
数
少
な
い
説

で
あ
る
が
、
上
述
の
詩
の
理
解
に
照
ら
し
て
も
矛
盾
の
な
い
も
の
と
い
え
る
。

重
要
な
点
は
、
窪
田
氏
が
「
郎
女
が
そ
の
死
を
喜
ん
で
迎
え
て
い
る
心
の
も
の

で
あ
る
」
と
捉
え
る
点
で
あ
り
、
こ
の
詩
の
主
眼
は
こ
の
心
を
述
べ
る
も
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

悼
亡
文
に
お
い
て
、
憶
良
は
生
死
の
輪
廻
に
囚
わ
れ
る
三
界
を
漂
流
す
る
こ

と
が
、
い
か
に
苦
悩
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
か
を
説
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩

か
う
し
た
憶
良
の
思
想
は
、
厳
密
に
何
に
拠
つ
て
ゐ
る
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
浄
土
思
想
的
傾
向
は
早
く
か
ら
日
本
に
あ
つ
た
と
見
え
る
。
但
し
、

弥
勒
浄
土
信
仰
の
方
が
早
か
つ
た
如
く
で
あ
る
が
、
専
門
の
こ
と
は
分
り

か
ね
る
。
憶
良
作
の
悲
歎
俗
道
云
々
の
詩
序
の
始
め
に
釈
慈
之
示
教
と
あ

る
を
思
へ
ば
、
憶
良
の
考
へ
て
ゐ
た
の
は
当
時
の
通
念
の
如
く
、
弥
勒
浄

土
で
あ
つ
た
ら
う）

11
（

。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
弥
勒
浄
土
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
兜
率
天
、
西
方
浄
土

な
ど
、
い
ず
れ
の
浄
土
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
「
浄
刹
」

と
い
う
言
葉
の
み
か
ら
、
そ
の
具
体
相
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
は
悼
亡
文
に
み
る
三
界
と
対
比
さ
れ
る
、
解
脱

に
よ
り
至
り
つ
く
世
界
と
し
て
の
把
握
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
詩
の
主
体
が
妻
を
失
っ
た
夫
の
立
場
で
あ

る
か
、
亡
妻
の
立
場
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
行
の
注
釈

書
に
お
い
て
、
詩
の
主
体
を
明
確
化
し
て
解
釈
し
て
い
る
も
の
の
中
で
は
、
夫

の
立
場
を
採
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
現
代
語

訳
で
は
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

愛
欲
の
川
波
は
消
え
て
し
ま
っ
た
が
（
妻
は
逝
っ
て
し
ま
っ
た
が
）、
そ
れ

と
と
も
に
煩
悩
の
海
も
渡
り
終
え
な
い
（
こ
の
世
の
煩
悩
も
尽
き
る
こ
と
が

な
い
）。
も
と
か
ら
こ
の
穢
土
を
厭
離
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
、
本
願
ど

お
り
に
あ
の
浄
土
に
命
を
寄
せ
た
い）

11
（

。

愛
欲
が
消
滅
し
た
の
は
妻
の
死
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
、「
無
結
」
の
理
解
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必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
死
後
の
世
界
を
明
確
に
説
く
の
は
、
儒

教
よ
り
も
仏
教
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
詩
に
お
い
て
は
仏
教
思
想
に
基
づ
い
て
、

そ
の
死
後
の
世
界
を
述
べ
る
こ
と
が
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
深
い
仏
教
へ
の
理
解
に
よ
る
詩
文
の
創
作
は
、
や
は
り
憶
良
に
し

か
な
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
の
詩
文
を
述
作
す
る
必
然
性
は
、
や

は
り
第
三
者
の
た
め
の
作
―
―
大
伴
旅
人
と
そ
の
亡
妻
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
と

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
悼
亡
文
に
お
け
る
仏
教
と
儒
教
の
対
立
的
構
造
を
検
討
す
る
こ

と
で
、
憶
良
が
人
間
に
訪
れ
る
〈
死
〉
と
い
う
問
題
を
い
か
に
把
握
し
た
の
か

を
論
じ
た
。
悼
亡
文
の
前
半
部
分
で
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
四
生
起
滅

と
い
う
世
間
無
常
と
、
三
界
に
漂
流
す
る
こ
と
へ
の
苦
し
み
が
述
べ
ら
れ
、
人

間
の
死
が
必
ず
訪
れ
る
必
然
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
一
方

悼
亡
文
の
後
半
部
分
で
は
、
亡
妻
が
儒
教
的
な
婦
徳
を
備
え
た
女
性
と
し
て
描

か
れ
、
そ
の
妻
の
い
な
い
寝
室
の
様
子
は
、
夫
婦
和
合
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ

た
も
と
の
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
礼
の
根
本
は
婚
礼
か
ら
始
ま
る
と
い
う
儒
教

の
教
え
の
と
お
り
、
夫
婦
が
睦
ま
じ
く
あ
る
こ
と
は
家
を
整
え
る
こ
と
で
あ
り
、

家
が
整
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
国
家
が
安
泰
で
あ
る
と
い
う
儒
教
理
念
に
則
っ
た
、

理
想
の
夫
婦
の
姿
を
描
く
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
愛
着
の
最
た
る
も

に
お
い
て
、
こ
の
死
者
が
い
か
な
る
世
界
を
脱
し
て
「
浄
刹
」
な
る
世
界
へ
旅

立
っ
て
行
っ
た
の
か
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
悼
亡
文
は
そ
の
た
め
に
用

意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
憶
良
の
あ
の
執
拗
な
筆
は
、
こ
の

死
者
が
「
愛
河
波
浪
」「
苦
海
煩
悩
」
に
満
ち
た
三
界
か
ら
解
脱
し
た
こ
と
が
、

い
か
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
か
を
説
く
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
詩
に
お
い
て
最
も
注
意
す
べ
き
点
は
、
憶
良
が
「
浄
刹
」
な
る
世
界

へ
の
託
生
を
「
本
願
」
と
し
て
肯
定
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
後
の

憶
良
の
作
品
に
お
い
て
も
、
仏
教
思
想
を
利
用
し
て
叙
述
さ
れ
た
も
の
を
多
く

み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
仏
教
浄
土
を
肯
定
す
る
よ
う

な
発
言
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
悼
亡
詩
文
が
憶
良
自
身
の

問
題
を
離
れ
た
、
他
者
に
向
け
ら
れ
た
文
辞
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
第
三
者
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
た
め
に
、
亡
く
な
っ
た
奥
様
は

こ
の
よ
う
な
穢
土
を
離
れ
て
浄
土
に
向
か
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、「
愛

河
波
浪
」
の
消
滅
も
「
苦
海
煩
悩
」
か
ら
の
解
放
も
、
す
べ
て
か
の
婦
人
の
解

脱
す
な
わ
ち
浄
刹
へ
の
託
生
を
、
遺
族
に
明
示
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
言
葉

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
憶
良
個
人
の
信
仰
の
問
題
で
は
な
く
、
愛
に
よ
り

結
ば
れ
た
家
族
の
、
死
後
の
世
界
に
対
す
る
懸
念
を
取
り
除
く
こ
と
が
、
遺
族

に
と
っ
て
の
最
大
の
慰
め
と
な
る
と
い
う
憶
良
の
理
解
と
配
慮
が
あ
る
の
だ
と

い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
悼
亡
文
に
お
い
て
維
摩
大
士
が
病
患
に
よ
っ
て
苦
し
み

の
心
を
懐
く
こ
と
や
、
釈
迦
能
仁
が
泥
洹
の
苦
を
得
た
と
い
う
よ
う
な
理
屈
を

弄
し
て
ま
で
も
、
そ
の
死
が
悲
運
で
は
な
く
必
然
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
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こ
の
悼
亡
詩
文
が
実
際
に
旅
人
の
目
に
触
れ
た
も
の
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
が
旅
人
の
妻
の
死
を
契
機
と
し
、
旅
人
の
悲
し
み
を
慰
め

る
目
的
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て

き
た
作
品
の
内
容
か
ら
認
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
旅
人
の
報
凶
問
歌
の

序
の
「
筆
不
尽
言
、
古
今
所
歎
」
の
言
辞
を
憶
良
が
知
っ
て
い
た
の
か
も
不
明

で
あ
る
が
、
こ
の
悼
亡
詩
文
は
ま
さ
に
「
筆
不
尽
言
、
古
今
所
歎
」
と
い
う
、

旅
人
の
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
悲
し
み
に
呼
応
し
、
そ
れ
を
補
う
作
品
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

中
西
進
氏
は
、
こ
の
悼
亡
詩
文
は
憶
良
に
と
っ
て
「
仏
典
を
教
科
書
か
ら
人

間
の
文
学
へ
と
か
え
た
」
の
だ
と
い
う）

11
（

。
中
西
氏
の
こ
の
発
言
は
、
知
識
の
枠

中
に
あ
っ
た
仏
典
が
、
現
実
に
起
こ
る
〈
死
〉
と
い
う
問
題
と
向
き
合
っ
た
時

に
自
覚
さ
れ
た
、
憶
良
の
文
学
へ
の
目
覚
め
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
悼
亡
詩
文
の
意
義
は
、
ま
さ
に
憶
良
の
人
間
の
文
学
と
し
て
の
始
発
に
あ
る

の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
妻
子
を
捨
て
よ
と
い
う
仏
教
の
教
え
と
、
夫
婦
和
合
と
い
う
愛
を
説

く
儒
教
の
教
え
と
は
、
矛
盾
す
る
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
憶
良
は
こ
の
二
つ

の
道
理
を
融
合
し
、
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
篇
の
文
を
述
作
し
た
。
そ

れ
は
、
憶
良
に
と
っ
て
は
仏
教
も
儒
教
も
こ
の
世
の
仕
組
み
を
把
握
す
る
た
め

の
一
つ
の
道
理
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
の
中
で
葛
藤
す
る
の
が
人
間
で
あ
る
と
結

論
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
と
死
と
愛
に
お
け
る
葛
藤
こ
そ
が
、
以
後
の
憶
良

作
品
の
基
調
を
な
す
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。

対
し
て
悼
亡
詩
は
、
仏
教
思
想
に
彩
ら
れ
て
い
た
。
死
に
よ
っ
て
「
愛
河

波
浪
」
が
消
滅
し
、「
苦
海
煩
悩
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
の
は
、
か

ね
て
か
ら
「
厭
離
此
穢
土
」
を
願
い
、「
浄
刹
」
へ
の
託
生
を
本
願
と
し
て
い

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
成
就
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い

ぞ
仏
教
浄
土
を
肯
定
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
憶
良
が
、
唯
一
「
浄
刹
」
な
る
世

界
を
肯
定
し
た
こ
の
詩
の
意
味
は
重
い
。
そ
れ
は
や
は
り
、
こ
の
死
者
の
魂
の

旅
立
ち
が
希
望
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
こ
と
こ
そ
が
、
亡

妻
と
そ
の
遺
族
へ
の
最
大
の
弔
慰
と
な
る
と
い
う
、
憶
良
の
理
解
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
憶
良
が
悼
亡
文
に
よ
っ
て
世
間
無
常
、
三
界
漂
流
の
苦
し
み
に
つ
い

て
筆
を
労
し
た
の
は
、
詩
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
亡
妻
の
浄
土
入
証
が
い
か
に
喜

ば
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
を
説
く
た
め
に
必
要
な
前
提
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
作
品
が
述
作
さ
れ
た
必
然
性
は
、
己
の
妻
の
た
め
で
あ
る

よ
り
も
、
他
者
へ
と
手
向
け
る
た
め
に
も
の
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
、
妥
当
で

あ
ろ
う
。

　

注
（
１
）『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
中
西
進
『
万
葉
集　

全
訳
注
原
文
付
』（
講
談
社
文
庫
）

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
２
）
中
西
進
「
日
本
挽
歌
」『
万
葉
論
集
』
第
八
巻
（
一
九
九
六
年
、
講
談
社
）。
初

出
は
同
題
『
成
城
万
葉
』
八
号
（
一
九
七
一
年
九
月
）。

（
３
）『
契
沖
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
七
四
年
、岩
波
書
店
）。
以
下
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
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（
４
）『
万
葉
拾
穂
抄
』
Ⅱ
（
古
典
索
引
刊
行
会
編
、
二
〇
〇
三
年
、
塙
書
房
）。

（
５
）
芳
賀
紀
雄
「
憶
良
の
挽
歌
詩
」『
万
葉
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』（
二
〇

〇
三
年
、
塙
書
房
）。
初
出
は
同
題
『
女
子
大
国
文
』
八
十
三
号
（
一
九
七
八
年

六
月
）。

（
６
）
金
子
元
臣
『
万
葉
集
評
釈
』
第
三
巻
（
一
九
四
〇
年
、
明
治
書
院
）。
以
下
、
金

子
評
釈
と
略
す
。

（
７
）『
万
葉
集
総
釈
』
第
三
巻
（
森
本
治
吉
・
新
井
出
担
当
、一
九
三
五
年
、楽
浪
書
院
）。

（
８
）
攷
證
に
は
、「
又
或
人
の
説
に
、こ
は
憶
良
の
妻
身
ま
か
り
し
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
は
大
伴
卿
の
心
に
な
り
て
、
憶
良
の
作
ら
れ
け
る
な
ら
ん
と
い
へ
れ
ど
、
さ

る
證
も
な
け
れ
ば
と
り
が
た
し
」
と
あ
る
。（
引
用
は
万
葉
集
叢
書
第
五
輯
『
万

葉
集
攷
證
』
第
五
巻
、
一
九
七
二
年
、
臨
川
書
店
）。

（
９
）
土
屋
文
明
「
日
本
挽
歌
」『
旅
人
と
憶
良
』（
一
九
四
二
年
、
創
元
社
）。

（
（1
）
注
２ 

中
西
論

（
（（
）
井
村
哲
夫 

担
当
『
万
葉
集
全
注
』
第
五
巻
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
な
ど
。

（
（1
）
伊
藤
博
「
学
士
の
歌
」『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
下
（
一
九
七
五
年
、
塙
書
房
）。

初
出
は
「
学
士
の
歌
―
憶
良
文
学
の
開
花
」（『
文
学
』
三
十
七
巻
三
号
、
一
九

六
九
年
三
月
）。

（
（1
）
五
味
保
義
「
憶
良
、
旅
人
の
位
地
」『
万
葉
集
作
歌
の
系
列
』（
一
九
五
二
年
、

弘
文
堂
）、
稲
岡
耕
二
「
憶
良
の
技
法
と
日
本
挽
歌
」（『
国
語
と
国
文
学
』
四
十

三
巻
一
号
、
一
九
六
六
年
一
月
）、
橋
本
達
雄
「
万
葉
悼
亡
歌
の
諸
相
―
人
麻
呂

の
創
造
―
」『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』（
一
九
七
五
年
、
笠
間
書
院
）、
青
木
生

子
「
亡
妻
挽
歌
の
系
譜
―
そ
の
創
作
的
虚
構
性
―
」『
万
葉
挽
歌
論
』（
一
九
八

四
年
、
塙
書
房
）、
岡
内
弘
子
「
山
上
憶
良
『
亡
妻
哀
悼
歌
』
―
作
品
に
使
用
さ

れ
た
用
語
の
総
体
的
研
究
」（『
群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要
』
五
号
、
一
九
八
四

年
三
月
）、
小
川
靖
彦
「
日
本
挽
歌
の
反
歌
五
首
を
め
ぐ
っ
て
」『
稲
岡
耕
二
先

生
還
暦
記
念　

日
本
上
代
文
学
論
集
』（
一
九
九
〇
年
、塙
書
房
）、平
舘
英
子
「
日

本
挽
歌
・
反
歌
五
首
」『
万
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』（
一
九
九
八
年
二
月
、
塙
書
房
）、

原
田
直
保
美
「『
日
本
挽
歌
』
論
―
『
心
そ
む
き
て
』
を
中
心
に
―
」（『
国
語
国

文
研
究
』
一
二
四
号
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）、
村
田
右
富
実
「
山
上
憶
良
日
本
挽

歌
論
」（『
女
子
大
文
学　

国
文
篇
』
五
十
五
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
富
原
カ

ン
ナ
「『
日
本
挽
歌
』
試
論
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
九
十
八
号
、二
〇
〇
九
年
六
月
）

な
ど
。

（
（1
）
小
島
憲
之
「
山
上
憶
良
の
述
作
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
（
一
九
六
四
年
、

塙
書
房
）。

（
（1
）
村
山
出
「
日
本
挽
歌
―
悼
亡
詩
文
の
構
成
の
面
か
ら
―
」『
山
上
憶
良
の
研
究
』

（
一
九
七
六
年
、
桜
楓
社
）。
初
出
は
「
日
本
挽
歌
―
主
と
し
て
そ
の
構
成
に
つ

い
て
―
」（『
万
葉
』
五
十
七
号
、
一
九
六
五
年
十
月
）。

（
（1
）
中
西
進
「
悼
亡
詩
」『
万
葉
論
集
』
第
八
巻
（
一
九
九
六
年
、講
談
社
）。
初
出
は
「
憶

良
の
悼
亡
詩
」『
古
代
文
学
』
十
号
、
一
九
七
〇
年
十
二
月
。

（
（1
）
注
５ 

芳
賀
論

（
（1
）
井
村
哲
夫
「
報
凶
問
歌
と
日
本
挽
歌
』『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
四
集
（
一
九
七
八
年
、

有
斐
閣
）。

（
（1
）
鉄
野
昌
弘
「
日
本
挽
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
五
巻
（
二
〇
〇
〇
年
、

和
泉
書
院
）。

（
11
）
辰
巳
正
明
「
愛
河
―
日
本
挽
歌
覚
書
―
」『
万
葉
集
と
中
国
文
学　

第
二
』（
一

九
九
三
年
、
笠
間
書
院
）。

（
1（
）
仏
典
本
文
の
引
用
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
大
蔵
出
版
）
に
よ
り
、
書
き
下

し
文
の
引
用
は
、『
国
訳
一
切
経
』（
大
東
出
版
）
に
よ
る
。
断
り
が
な
い
限
り
、

以
下
の
仏
典
の
引
用
も
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

な
お
、引
用
の
末
尾
の
括
弧
内
の
「
大
正
蔵
」
の
英
数
字
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

の
該
当
例
の
引
用
箇
所
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
国
訳
」
以
下
は
『
国
訳
一
切
経
』

の
撰
述
部
（
印
度
・
和
漢
）
と
、
各
部
名
・
巻
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
11
）
芳
賀
紀
雄
「
理
と
情
」『
万
葉
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』（
二
〇
〇
三
年
、

塙
書
房
）。
初
出
は
「
理
と
情　

憶
良
の
相
剋
」『
万
葉
集
研
究
』
第
二
集
（
一
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九
七
三
年
四
月
）。

（
11
）
全
釈
漢
文
大
系
『
荘
子
』
上
（
赤
塚
忠 

著
、
一
九
七
四
年
、
集
英
社
）。

（
11
）
注
11 
『
荘
子
』
語
注

（
11
）『
淮
南
子
』
巻
二
・
俶
真
訓
に
は
「
夫
蔵
舟
於
壑
、
蔵
山
於
沢
、
人
謂
之
固
矣
。

雖
然
夜
半
有
力
者
負
而
趨
、
寝
者
不
知
。
猶
有
所
遁
。
若
蔵
天
下
於
天
下
、
則

無
所
遁
其
形
矣
。〔
夫
れ
舟
を
壑
に
蔵
し
、
山
を
沢
に
蔵
せ
ば
、
人
は
之
を
固
し

と
謂
は
ん
。
然
り
と
雖
も
夜
半
に
力
有
る
者
負
う
て
趨
ら
ば
、
寝
ぬ
る
者
は
知

ら
じ
。
猶
ほ
遁
る
る
所
有
れ
ば
な
り
。
若
し
天
下
を
天
下
に
蔵
せ
ば
、
則
ち
其

の
形
を
遁
る
る
所
無
か
ら
ん
。〕」
と
あ
る
（
引
用
は
、新
釈
漢
文
大
系
『
淮
南
子
』

上
、
楠
山
春
樹 

著
、
一
九
七
九
年
、
明
治
書
院
に
よ
る
）。

（
11
）『
大
般
涅
槃
経
』
巻
十
二
・
聖
行
品
第
七
之
二
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

迦
葉
、
女
人
有
り
て
他
舍
に
入
る
が
如
し
。
是
の
女
、
端
正
に
し
て
顔
貌

瓌
麗
な
り
。
好
瓔
珞
を
以
て
、
其
の
身
を
荘
厳
す
。
主
人
見
已
り
て
、
即

便
問
ひ
て
言
は
く
、「
汝
何
等
と
字
し
、
誰
に
繋
属
す
る
。」
女
人
答
へ
て
言

は
く
、「
我
が
身
は
即
ち
是
功
徳
大
天
な
り
。」
主
人
問
ひ
て
言
は
く
、「
汝
、

所
至
の
処
、
何
の
所
作
を
か
為
す
。」
女
人
答
へ
て
言
は
く
、「
我
所
至
の
処

に
、
能
く
種
種
の
金
・
銀
・
琉
璃
・
頗
梨
・
真
珠
・
珊
瑚
・
虎
珀
・
車
渠
・

馬
瑙
・
象
馬
・
車
乗
・
奴
婢
・
僕
使
を
与
ふ
。」
主
人
聞
き
已
り
て
、
心
に

歓
喜
を
生
じ
、
踊
躍
無
量
な
り
。「
我
今
福
徳
あ
り
。
故
に
汝
を
し
て
我
が

舍
宅
に
来
至
せ
し
む
。」
即
便
焼
香
し
、
散
花
し
、
供
養
し
、
恭
敬
し
、
礼

拝
す
。
復
、
門
外
に
於
て
、
更
に
一
女
を
見
る
。
其
の
形
醜
陋
に
し
て
、
衣

裳
弊
壊
し
、
諸
の
垢
膩
多
し
。
皮
膚
皴
裂
し
て
、
其
の
色
艾
白
な
り
。
見
已

り
て
問
ひ
て
言
は
く
、「
汝
何
等
と
字
し
、
誰
が
家
に
か
繋
属
す
る
。」
女
人

答
へ
て
言
さ
く
、「
我
黒
闇
と
字
す
。」
復
問
ふ
、「
何
が
故
に
名
け
て
黒
闇

と
為
す
。」
女
人
答
へ
て
言
は
く
、「
我
所
行
の
処
、
能
く
其
の
家
の
有
ら
ゆ

る
財
宝
を
し
て
、
一
切
衰
秏
せ
し
む
。」
主
人
聞
き
已
り
て
、
即
ち
利
刀
を

持
ち
て
是
の
如
き
の
言
を
作
さ
く
、「
汝
若
去
ら
ず
ん
ば
、
当
に
汝
が
命
を

断
つ
べ
し
。」
女
人
答
へ
て
言
は
く
、「
汝
甚
だ
愚
癡
に
し
て
、
智
慧
有
る
こ

と
無
し
。」
主
人
問
ひ
て
言
は
く
、「
何
が
故
ぞ
我
を
癡
に
し
て
智
慧
無
し
と

名
く
る
。」
女
人
答
へ
て
言
は
く
、「
汝
が
舍
中
の
者
は
即
ち
是
我
が
姉
に
し

て
、
我
常
に
姉
と
進
止
共
倶
な
り
。
汝
若
我
を
駆
ら
ば
亦
当
に
彼
を
駆
る
べ

し
。」
主
人
還
り
入
り
て
、
功
徳
天
に
問
は
く
、「
外
に
一
女
有
り
て
是
汝
の

妹
と
云
ふ
、
実
に
是
と
為
す
や
不
や
。」
功
徳
天
の
言
は
く
、「
実
に
是
我

が
妹
な
り
。
我
此
の
妹
と
行
住
共
倶
に
し
て
、
未
だ
曽
て
相
離
れ
ず
。
所
住

の
処
に
随
ひ
て
、
我
常
に
好
を
作
し
、
彼
常
に
悪
を
作
す
。
我
常
に
利
益
し
、

彼
常
に
衰
を
作
す
。
若
我
を
愛
せ
ば
、亦
応
に
彼
を
も
愛
す
べ
し
。
若（
我
を
）

恭
敬
せ
ら
る
れ
ば
、
亦
応
に
彼
を
も
敬
す
べ
し
。」
主
人
即
ち
言
は
く
、「
若

是
の
如
き
好
悪
の
事
有
ら
ば
我
倶
に
用
ひ
ず
。
各
意
に
随
ひ
て
去
れ
。」
是

の
時
に
二
女
倶
共
に
相
将
ゐ
て
其
の
所
止
に
還
る
。
爾
の
時
に
主
人
、
其
の

還
去
を
見
て
心
に
歓
喜
を
生
じ
、
踊
躍
す
る
こ
と
無
量
な
り
。
是
の
時
二
女
、

復
共
に
相
随
ひ
て
、
一
つ
の
貧
家
に
至
る
。
貧
人
見
已
り
て
、
心
に
歓
喜
を

生
じ
、
即
ち
之
を
請
じ
て
言
は
く
、「
今
よ
り
已
去
、
願
は
く
は
汝
二
人
常

に
我
が
家
に
住
せ
よ
。」
功
徳
天
の
言
は
く
、「
我
等
先
に
以
て
他
に
駆
せ
ら

る
。
汝
は
復
何
に
縁
り
て
か
、倶
に
我
が
住
せ
ん
を
請
ふ
。」貧
人
答
へ
て「
汝

今
我
を
念
ず
、
我
汝
を
以
て
の
故
に
、
復
当
に
彼
を
敬
す
べ
し
。
是
の
故
に

倶
に
請
じ
て
我
が
家
に
住
せ
し
む
」
と
。
迦
葉
、
菩
薩
摩
訶
薩
も
、
亦
復
是

の
如
し
。
天
に
生
ず
る
こ
と
を
願
は
ず
、
生
は
当
に
老
・
病
・
死
有
る
べ
き

を
以
て
の
故
に
、是
を
以
て
、倶
に
棄
て
て
曽
て
愛
心
無
し
。
凡
夫
愚
人
は
老
・

病
・
死
等
の
過
患
を
知
ら
ず
。
是
の
故
に
生
死
の
二
法
を
貪
受
す
。

（
大
正
蔵
111
ｂ
11
-ｃ
11
／
国
訳
・
印
度
・
涅
槃
部
一
）

（
11
）
新
釈
漢
文
大
系
『
史
記
』
十
・
列
伝
三
（
水
沢
利
忠 

著
、一
九
九
六
年
、明
治
書
院
）。

（
11
）
本
文
の
引
用
は
、『
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記　

四　

儀
礼
注
疏
』（
中
文
出
版
社
）

に
よ
り
、
書
き
下
し
の
引
用
は
、
東
海
大
学
古
典
叢
書
『
儀
礼
』
Ⅲ
（
池
田
末

利 

訳
注
、
一
九
七
五
年
、
東
海
大
学
出
版
会
）
に
よ
る
。
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（
11
）
新
釈
漢
文
大
系
『
玉
台
新
詠
』
上
（
内
田
泉
之
助 

著
、一
九
七
四
年
、明
治
書
院
）。

な
お
、『
文
選
』
巻
二
十
・
雑
詩
上
に
は
「
情
詩
二
首
」
と
し
て
同
詩
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
11
）『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩　

下
』
梁
詩
巻
二
十
二
（
一
九
八
三
年
、
中
華
書
局
）。

な
お
、
同
書
・
梁
詩
巻
十
九
に
は
武
陵
王
蕭
紀
の
「
暁
思
詩
」
と
し
て
、
簡
文

帝
の
詩
と
ほ
ぼ
同
じ
「
爐
煙
入
斗
帳
。
屏
風
隠
鏡
台
。
紅
粧
随
涙
尽
。
蕩
子
何

時
迴
。」（
引
用
は
第
三
句
以
降
）
の
詩
が
載
る
。『
玉
台
新
詠
』
巻
七
も
武
陵
王

紀
と
し
て
「
暁
思
」
を
収
録
す
る
。

（
1（
）
全
釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』
下
（
市
原
亨
吉
・
今
井
清
・
鈴
木
隆
一 

著
、一
九
七
九
年
、

集
英
社
）。

（
11
）
全
釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』
中
（
市
原
亨
吉
・
今
井
清
・
鈴
木
隆
一 

著
、一
九
七
七
年
、

集
英
社
）。

（
11
）
仏
典
の
書
き
下
し
は
、
新
国
訳
大
蔵
経 

涅
槃
部
五
『
大
般
泥
洹
経
・
大
般
泥
洹

経
後
文
』（
一
九
九
九
年
、
大
蔵
出
版
）
に
よ
る
。

（
11
）
小
島
憲
之
「
上
代
に
於
け
る
詩
歌
の
表
現
」『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
上
巻
（
一

九
六
八
年
、
塙
書
房
）。

（
11
）
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
第
三
巻
（
一
九
七
六
年
、
筑
摩
書
房
）。

（
11
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
脚
注
に
は
、「『
従
来
』
の
語
が
『
も
と
か
ら
』
の

意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
は
梁
代
以
降
の
こ
と
」
と
の
指
摘
が
あ
る
た
め
、「
そ
れ

以
来
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
仏
典
に
お

い
て
は
「
も
と
か
ら
・
以
前
か
ら
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
例
も
存

す
る
。
た
と
え
ば
、『
仏
本
行
集
経
』
巻
十
六
・
耶
輪
陀
羅
夢
品
第
二
十
之
下
に

は
「
聖
子
。
次
復
夢
見
。
此
城
従
来
所
護
之
神
。
遍
体
種
種
。
瓔
珞
荘
厳
。〔
聖

子
、
次
に
、
復
、
此
の
城
を
、
従
来
護
る
所
の
神
、
遍
体
を
種
種
の
瓔
珞
も
て

荘
厳
し
…
。〕」（
大
正
蔵
111
ｃ
11
-11
／
国
訳
・
印
度
・
本
縁
部
二
）、
同
経
巻
二

十
・
車
匿
等
還
品
第
二
十
三
之
下
に
は
「
汝
不
善
馬
。
従
来
多
種
。
為
我
所
作
。

愛
楽
之
事
。
今
日
何
縁
。
忽
不
饒
益
。
如
是
損
害
於
釈
種
家
。〔
汝
、
不
善
の
馬

よ
、
従
来
、
多
種
に
、
我
が
為
に
愛
楽
の
事
を
作
せ
る
所
な
る
に
、
今
日
、
何

に
縁
り
て
か
、
忽
ち
饒
益
せ
ず
し
て
、
是
の
如
く
、
釈
種
の
家
を
損
害
す
る
か
。〕」

（
大
正
蔵
111
ｂ
（1
／
国
訳
・
印
度
・
本
縁
部
二
）
な
ど
と
あ
る
。
悼
亡
詩
が
仏
教

思
想
に
基
づ
く
詩
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
「
従
来
」
の
語
は
「
も

と
か
ら
・
以
前
か
ら
」
の
意
と
解
釈
す
る
。

（
11
）
注
11 

土
屋
私
注

（
11
）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
二
（
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広 

校
注
・

訳
、
一
九
七
二
年
、
小
学
館
）。

（
11
）『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
十
五
巻
（
一
九
六
六
年
、
角
川
書
店
）。

（
11
）
注
（1 

中
西
論




