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木
簡
な
ど
か
ら
窺
え
る
。『
古
事
記
』
の
序
文
に
よ
れ
ば
「
上
古
の
時
、
言
と

意
と
並
朴
に
し
て
、
文
を
敷
き
句
を
構
ふ
る
こ
と
、
字
に
は
難
し
。
已
に
訓
に

因
り
述
ぶ
れ
ば
、
詞
は
心
に
逮
ば
ず
、
全
く
音
を
以
ち
連
ぬ
れ
ば
、
事
の
趣
更

に
長
し
。
是
を
以
ち
、
今
、
或
る
は
一
つ
の
句
の
中
に
、
音
と
訓
と
を
交
へ
用

ゐ
、
或
る
は
一
つ
の
事
の
内
に
、
全
く
訓
を
以
ち
録
し
つ（

１
）

。」
の
よ
う
に
み
ら
れ
、

漢
字
・
漢
文
か
ら
和
文
表
記
へ
の
苦
悩
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
東
ア
ジ

ア
の
漢
字
文
化
と
向
き
合
っ
た
時
の
古
代
日
本
語
表
記
に
お
け
る
最
初
の
苦
悩

で
あ
っ
た
。
こ
の
漢
字
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が
記
す
と
こ
ろ
で
は
、

応
神
天
皇
の
時
代
に
百
済
の
王
仁
（
和
邇
）
吉
師
が
『
論
語
』
と
『
千
字
文
』

を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
二
書
は
漢
籍
渡
来
の
象
徴
的
表

現
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
古
代
日
本
は
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏

に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
千
字
文
』
は
四
字
熟
語
の
漢
文
の

教
養
と
文
字
練
習
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
、『
論
語
』
は
孔
子
が
弟
子
た
ち
に
語
っ

た
言
行
録
で
あ
る
。
し
か
も
、『
論
語
』
は
古
代
日
本
に
お
い
て
も
儒
教
思
想

を
形
成
す
る
基
本
図
書
と
な
る
。
い
わ
ば
、『
千
字
文
』
は
漢
字
・
漢
文
表
記

の
基
本
図
書
と
し
て
、『
論
語
』
は
儒
教
道
徳
の
基
本
図
書
と
し
て
百
済
か
ら

も
た
ら
さ
れ
、
古
代
日
本
は
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
に
参
画
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、『
千
字
文
』も『
論
語
』も
以
後
の
日
本
文
化
形
成
の
基
本
図
書
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
が
漢
字
・
漢
文
を
も
っ
て
自
国
の
歌
を
表
記
す
る
と
い
う
背
後

に
は
こ
の
よ
う
な
漢
字
文
化
へ
の
参
画
が
あ
り
、
そ
の
表
記
の
方
法
と
し
て
漢

一
、
は
じ
め
に

本
研
究
は
平
成
二
十
七
年
度
・
同
二
十
八
年
度
に
行
わ
れ
た
、
第
九
回
奈
良

県
立
万
葉
文
化
館
委
託
研
究
に
よ
る
研
究
成
果
報
告
で
あ
る
。
研
究
テ
ー
マ
は

「
万
葉
集
の
受
容
し
た
漢
籍
・
仏
典
と
そ
の
表
現
形
成
の
研
究
」
で
あ
る
。
そ

の
概
要
は
平
成
二
十
九
年
九
月
十
六
日
（
土
）
に
「
万
葉
集
の
中
の
漢
籍
・

仏
典
を
考
え
る
―
新
し
い
万
葉
集
の
世
界
を
拓
く
―
」（
於
奈
良
県
立
万
葉
文

化
館
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
報
告
を
行
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
テ
ー
マ
を
選
択
し
た
の
は
、『
万
葉
集
』
の
時
代
が
東
ア
ジ
ア
文
化
の

中
に
存
在
し
た
こ
と
に
よ
る
。
何
よ
り
も
無
文
字
社
会
に
あ
っ
た
倭
国
が
、
や

が
て
漢
字
と
い
う
文
字
文
化
を
受
け
入
れ
、
以
後
に
成
立
す
る
平
仮
名
や
片
仮

名
の
和
文
字
成
立
以
前
に
漢
字
の
み
で
和
文
を
書
き
記
す
と
い
う
歴
史
が
あ
り
、

そ
れ
が
倭
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
漢
字
利
用
に
よ
る
仮
名
表
記
が
駆
使
さ
れ

て
和
文
の
基
本
を
形
成
し
た
と
い
う
表
記
史
が
あ
る
。

そ
の
背
後
に
は
漢
字
を
用
い
て
和
文
を
表
記
す
る
と
い
う
工
夫
が
存
在
し
た

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
今
日
に
残
さ
れ
た
金
石
文
や
出
土
木
簡
や
歌

総　

論

　
　
　

―
万
葉
集
の
中
の
漢
籍
と
仏
典
―
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れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
古
代
日
本
は
儒
教
と
仏
教
の
揃
う

国
家
と
し
て
東
ア
ジ
ア
文
化
に
参
画
し
、
東
ア
ジ
ア
の
文
明
国
と
し
て
の
地
位

を
築
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化
史
の
中
で
も
、
大
宝
二

（
七
○
二
）
年
に
出
発
し
た
第
七
次
遣
唐
使
の
派
遣
は
、
古
代
日
本
に
と
っ
て

大
き
な
文
化
的
画
期
と
な
っ
た
。
こ
の
折
の
遣
唐
使
は
多
く
の
留
学
生
や
留
学

僧
を
唐
に
送
る
と
と
も
に
、
当
面
す
る
平
城
京
造
営
の
プ
ラ
ン
や
新
た
な
律
令

学
を
学
び
持
ち
帰
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
漢
籍
・
仏
典
を
持
ち
帰
る

こ
と
で
奈
良
時
代
を
用
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
六
六
三
年
の
朝
鮮
半
島
に
お
け

る
白
村
江
の
戦
い
は
、
新
羅
・
中
国
連
合
軍
と
の
国
際
紛
争
に
よ
り
百
済
が
滅

亡
し
、
百
済
を
支
援
し
た
倭
軍
も
敗
退
し
た
。
こ
の
戦
い
で
百
済
か
ら
多
く
の

亡
命
渡
来
人
た
ち
が
近
江
大
津
の
宮
に
仕
え
た
結
果
、
天
智
朝
（
近
江
朝
）
で

は
百
済
宮
廷
文
化
が
花
開
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
近
江
朝
に
初
め
て
漢
詩
の

宴
が
開
か
れ
て
い
る
の
は
、
百
済
の
知
識
人
た
ち
の
も
た
ら
し
た
漢
詩
文
化
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
近
江
朝
の
漢
詩
隆
盛
の
状
況
が
想
像
さ
れ
る
。
す
で
に
大
化

の
改
新
に
よ
っ
て
儒
教
国
家
を
目
指
し
た
古
代
日
本
は
、
天
智
朝
に
お
い
て
唐

の
太
宗
の
貞
観
の
治
に
倣
い
政
治
・
社
会
制
度
を
整
え
た
の
で
あ
る
。『
懐
風

藻
』
の
序
文
に
は
「
及
至
淡
海
先
帝
之
受
命
也
。
恢
開
帝
業
。
弘
闡
皇
猷
。
道

格
乾
坤
。
功
光
宇
宙
。
既
而
以
為
。
調
風
化
俗
。
莫
尚
於
文
。
潤
徳
光
身
。
孰

先
於
学
。
爰
則
建
庠
序（

２
）

。」
と
い
う
こ
と
に
よ
り
「
於
是
三
階
平
煥
。
四
海
殷
昌
。

旈
纊
無
為
。
巌
廊
多
暇
。」
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
懐
風
藻
』
序
文

文
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
る
こ
と
な
く
、
一
に
漢
文
の
利
用
、
一
に
漢
字
音
の
利

用
（
借
音
）、
一
に
漢
字
訓
読
の
利
用
（
借
訓
）、
一
に
音
訓
混
用
の
利
用
な
ど

が
駆
使
さ
れ
、
付
属
語
表
記
を
も
可
能
と
し
た
多
様
な
表
記
法
に
よ
っ
て
倭
の

歌
が
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
記
法
が
成
立
し
た
の
は
朝
鮮
半

島
の
郷
歌
や
白
族
の
白
文
あ
る
い
は
越
南
の
字
喃
な
ど
に
見
ら
れ
、
中
華
の
周

辺
国
に
現
れ
る
現
象
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
中
華
の
漢
字
・
漢
文
を
受
け
入
れ
な

が
ら
も
自
国
語
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
字
文
化
の
受
け
入
れ
に
続
い
て
、
欽
明
天
皇
の
時
代
に
や
は

り
百
済
か
ら
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
。
百
済
の
聖
明
王
が
仏
像
と
経
論
を
日
本
に

贈
り
、
以
後
、
百
済
か
ら
は
し
ば
し
ば
仏
像
や
経
論
が
贈
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

古
代
日
本
は
仏
教
国
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
古
代
日
本
に
仏

教
文
化
を
作
り
上
げ
た
の
が
聖
徳
太
子
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
仏
教
文
化
の
特
質

の
一
は
、
イ
ン
ド
発
祥
の
仏
教
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
後
漢
に
は
長
安
へ
と

至
り
、
そ
の
中
国
に
お
い
て
長
い
時
間
を
か
け
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
経
典
が
何

度
に
も
亘
り
漢
文
に
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
訳
経
作
業
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教

経
典
が
自
国
の
漢
文
に
翻
訳
さ
れ
て
漢
字
文
化
圏
の
中
の
仏
典
と
し
て
成
立
し

た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
特
質
は
、
こ
れ
ら
の
仏
典
が
漢
文
に
翻
訳
さ
れ
な
が

ら
も
、
東
ア
ジ
ア
周
辺
国
で
は
自
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
の

国
も
そ
の
ま
ま
に
漢
文
経
典
と
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
古
代
日
本
に

お
い
て
も
仏
教
文
献
は
漢
訳
さ
れ
た
経
典
に
基
づ
い
て
仏
教
が
理
解
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
い
わ
ば
東
ア
ジ
ア
で
は
仏
教
文
献
が
漢
文
文
献
と
し
て
受
け
入
れ
ら
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風
藻
』
も
こ
の
時
代
の
文
化
を
吸
収
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
は

朝
鮮
半
島
の
み
で
は
な
く
中
国
の
漢
籍
・
仏
典
を
含
め
て
『
万
葉
集
』
が
成
立

す
る
文
化
的
環
境
は
整
っ
た
と
い
え
る
。『
万
葉
集
』
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
東
ア
ジ
ア
文
化
と
深
く
交
流
し
な
が
ら
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

以
下
は
、
二
年
間
に
わ
た
る
「
万
葉
集
の
受
容
し
た
漢
籍
・
仏
典
と
そ
の
表

現
形
成
の
研
究
」
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
問
題
が
提
起
さ
れ
論
議
さ
れ
た
研
究

会
で
の
発
表
内
容
の
概
要
で
あ
る
。

二
、『
万
葉
集
』
と
比
較
文
学
研
究

（
ⅰ
）
江
戸
期
の
万
葉
集
研
究

こ
の
よ
う
な
『
万
葉
集
』
と
漢
籍
・
仏
典
研
究
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た

の
は
、江
戸
期
の
僧
契
沖
に
よ
る
『
万
葉
代
匠
記
』（
一
六
八
四
～
一
六
九
〇
）

が
あ
る
。
契
沖
は
仏
典
学
者
で
あ
る
が
、漢
籍
・
仏
典
を
駆
使
し
て
『
万
葉
集
』

の
研
究
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
水
戸
光
圀
の
依
頼
を
受
け
て
下
河
辺
長

流
の
『
万
葉
集
』
研
究
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
れ
を
契
沖
が
受
け
継
い
で
完
成
さ

せ
た
も
の
で
あ
り
、
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
は
水
戸
学
を
代
表
す
る
研
究
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
鎌
倉
期
に
は
禅
僧
に
よ
る
漢
詩
創
作
が
隆
盛
し
て

い
て
、
中
国
五
山
を
受
け
た
鎌
倉
・
京
都
の
五
山
で
は
漢
詩
文
注
釈
が
行
わ
れ

て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
漢
詩
文
注
釈
が
和
国
の
古
典
注
釈
へ
と
向
か
わ
せ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
古
典
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
が
『
万
葉
集
』
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
中
期

の
作
者
が
漢
詩
文
化
の
出
発
を
告
げ
た
近
江
朝
漢
文
学
へ
の
尊
敬
か
ら
記
し
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
や
唐
と
の
交
流
が
途
絶
え
た
上
に
、
壬
申

の
乱
（
六
七
二
）
に
よ
り
天
智
朝
は
滅
亡
し
て
天
武
朝
へ
と
移
り
、
都
は
飛
鳥

へ
と
戻
り
、
さ
ら
に
藤
原
京
へ
と
遷
都
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
天
武
・
持
統

朝
も
ま
た
奈
良
朝
を
用
意
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
は
百
済
宮
廷
に
よ
る
政
治
・
社
会
制
度
や
都
城
の
造
営
が
進
め
ら

れ
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
文
武
朝
に
入
り
唐
と
の
直
接
関
係
が
開
か
れ

た
の
で
あ
る
。
天
智
朝
の
第
六
次
遣
唐
使
派
遣
以
来
三
十
年
を
経
て
の
遣
唐
使

船
が
大
宝
二
年
に
難
波
を
出
航
し
た
。
こ
の
第
七
次
遣
唐
使
船
に
は
無
位
の
山

上
憶
良
や
唐
で
結
婚
し
て
朝
慶
・
朝
元
の
父
と
な
る
釈
弁
正
ら
が
乗
る
。
以
後

に
も
続
い
て
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
奈
良
朝
は
中
国
の
文
化
を

直
接
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
膨
大
な
中
国
文
物
が
古
代

日
本
に
流
入
し
た
の
で
あ
る
。
基
本
図
書
と
し
て
は
儒
教
の
経
書
と
注
釈
書
あ

る
い
は
老
荘
の
書
物
が
も
た
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
膨
大
な
仏
典
と
注
釈
類
が
も
た

ら
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
文
学
的
文
献
も
多
く
も
た
ら
さ
れ
た
。
第
七
次
に

渡
唐
し
た
山
上
憶
良
は
公
的
な
漢
籍
・
仏
典
と
は
別
途
に
、『
遊
仙
窟
』
を
含

む
個
人
的
な
趣
味
の
怪
し
げ
な
書
物
を
多
く
買
い
求
め
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
の
文
物
に
直
接
に
触
れ
、
漢
籍
・
仏
典
を
積
載
し
て
帰

国
し
た
遣
唐
使
船
よ
っ
て
奈
良
時
代
は
豊
か
な
文
明
国
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
史
書
や
『
風
土
記
』

の
よ
う
な
地
誌
が
成
立
し
、
奈
良
朝
の
文
学
を
代
表
す
る
『
万
葉
集
』
も
『
懐
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か
か
る
理
由
に
よ
る
。
し
か
も
、『
万
葉
集
』
は
国
学
研
究
に
よ
っ
て
高
め
ら

れ
た
歌
の
価
値
に
基
づ
い
て
、
西
欧
的
な
国
民
文
学
（
ゲ
ー
テ
に
よ
る
）
と
し

て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
正
岡
子
規
の
登
場
に
よ
っ
て

短
歌
や
俳
句
の
革
新
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
『
古
今
和
歌
集
』
は
排
斥
さ
れ
、『
万

葉
集
』
に
回
帰
す
る
こ
と
が
叫
ば
れ
て
新
し
い
短
歌
文
学
が
提
唱
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
正
岡
子
規
の
文
学
革
新
は
西
欧
の
リ
ア
リ
ズ
ム
表
現
を
輸
入
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
子
規
に
は
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
万
葉
集
』
が
最

適
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
学
以
来
の
『
万
葉
集
』
は
率
直
な
古
代
の
心
が
歌

わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
傾
向
は
昭
和
の
時
代
に
入
り
い
っ
そ
う
顕
著
と
な
り
、
民
族
的

独
自
性
を
唱
え
る
時
代
性
と
と
も
に
、
日
本
的
精
神
の
追
求
が
『
万
葉
集
』
に

求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
向
か
う
中
で
鮮
明

に
な
り
、『
万
葉
集
』
の
価
値
も
こ
の
時
代
の
中
で
高
く
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
と
の
ほ
か
「
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
」
と
い
う
王
権
称
賛
の
歌
や
、「
大
君

の
醜
の
御
楯
と
」
と
い
っ
て
出
て
行
く
防
人
の
歌
や
、
あ
る
い
は
「
海
行
か
ば

水
漬
く
屍　

山
行
か
ば
草
生
す
屍
」
と
い
う
天
皇
守
護
の
兵
士
た
ち
の
歌
な
ど

は
、「
万
葉
集
愛
国
歌
集
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
こ
の
時
代
の
時
局
に
合
う

も
の
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
代
に
も
土
居
光

知
氏
の
『
文
学
序
説
』
や
竹
友
藻
風
氏
の
『
詩
の
起
原
』
な
ど
の
よ
う
に
、
古

代
日
本
文
学
の
価
値
を
世
界
文
学
と
比
較
す
る
立
場
の
研
究
者
も
い
た
が
、
こ

の
時
代
の
趨
勢
の
中
で
黙
止
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
学
僧
で
あ
る
仙
覚
の
訓
詁
注
釈
学
の
登
場
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

た
だ
、契
沖
の
な
し
遂
げ
た
『
万
葉
集
』
研
究
は
、必
ず
し
も
正
統
で
は
な
か
っ

た
。
契
沖
以
後
の
国
学
者
の
手
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』
の
研
究
は
「
古
道
」
を

中
心
と
す
る
研
究
へ
と
向
か
い
、
漢
籍
・
仏
典
を
通
し
た
研
究
は
終
息
し
た
の

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
国
学
四
大
人
と
呼
ば
れ
る
荷
田
春
満
・
賀
茂
真
淵
・
本
居

宣
長
・
平
田
篤
胤
や
そ
の
子
弟
に
よ
る
学
問
が
『
万
葉
集
』
を
中
心
に
江
戸
国

学
と
し
て
台
頭
し
た
。
彼
ら
は
歌
人
と
し
て
多
く
の
弟
子
を
抱
え
、
そ
の
弟
子

た
ち
に
万
葉
調
の
歌
作
り
を
教
え
、
国
学
と
い
う
学
問
を
普
及
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』
の
研
究
は
純
粋
な
倭
国
の
精
神
や
歌
学
を
理
解
す

る
古
道
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
江
戸
期
の
『
万
葉
集
』
の
注
釈
や
研

究
が
隆
盛
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
万
葉
集
』
に
よ
る
国
学
台
頭
の
背

後
に
は
、
中
国
明
代
の
先
秦
古
典
の
訓
詁
学
や
復
古
学
を
説
く
古
文
辞
学
派
の

面
影
が
あ
り
、
宣
長
や
篤
胤
の
よ
う
に
真
の
心
の
追
求
に
は
公
安
派
の
李
贄
の

説
く
性
霊
説
の
面
影
が
あ
る
。
江
戸
国
学
も
ま
た
五
山
文
学
の
訓
詁
注
釈
や
明

清
詩
学
の
方
法
の
中
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
（
辰
巳
『
折
口
信
夫
』
笠
間
書
院

参
照
）。

（
ⅱ
）
明
治
か
ら
戦
前
の
万
葉
集
研
究

明
治
に
入
る
と
国
学
の
主
要
な
研
究
の
一
つ
で
あ
る
歌
学
の
流
れ
を
受
け
て
、

歌
人
た
ち
の
『
万
葉
集
』
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、
書
誌
・
文
献
学
・
訓
詁
注
釈

学
が
主
流
を
占
め
な
が
ら
も
、
歌
人
た
ち
の
歌
の
注
釈
や
鑑
賞
の
態
度
が
強
く

な
っ
た
。『
万
葉
集
』の
注
釈
に
こ
う
し
た
歌
人
の
手
に
な
る
も
の
が
多
い
の
は
、
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ど
の
研
究
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
等
し
く
し
て
現
れ
た
戦
後
の
比
較
文
学
研
究
の
方
法
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
比
較
文
学
の
方
法
を
受
け
入
れ
て
出
発
し
た
。
そ
の
方
法
は
二
国

間
以
上
の
国
と
の
比
較
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
の
中
で
も
、
一
つ
は
彼
我

の
テ
キ
ス
ト
の
比
較
を
通
し
て
現
れ
る
語
彙
の
共
通
性
の
研
究
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
主
題
な
ど
を
通
し
た
作
品
そ
の
も
の
の
表
現
形
成
の
研
究
で
あ
る
。
前

者
は
源
泉
研
究
と
も
呼
ば
れ
、
後
者
は
批
評
研
究
と
も
呼
ば
れ
る
。
前
者
は
古

沢
未
知
男
氏
『
漢
詩
文
引
用
よ
り
見
た
万
葉
集
の
研
究
』
や
小
島
憲
之
氏
『
上

代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』（
中
）
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』
の
比

較
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
今
日
の
索
引
検
索
の
時
代
に
入
り
源
泉

研
究
は
大
き
く
姿
を
後
退
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
の
批
評
研
究
は
源

泉
研
究
も
内
包
し
た
表
現
研
究
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
源
泉
研
究
に
先
ん
じ

て
中
西
進
博
士
の
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
や
『
万
葉
史
の
研
究
』
な

ど
の
著
作
を
皮
切
り
と
し
て
展
開
し
た
。
こ
の
比
較
研
究
の
方
法
は
文
学
研
究

の
本
質
的
な
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
比
較
研

究
と
い
う
範
囲
を
こ
え
て
一
般
文
学
論
と
し
て
の
基
本
を
目
指
す
方
法
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
比
較
と
い
う
方
法
が
文
学
研
究
の
必

然
の
手
続
き
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
研
究
の
目
的
は
作
品
内
部

の
文
学
的
表
現
形
成
や
世
界
文
学
史
と
し
て
の
究
明
に
あ
る
こ
と
の
指
摘
で

あ
っ
た
。

（
ⅲ
）
戦
後
の
万
葉
集
研
究

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
敗
戦
と
い
う
現
実
は
、
日
本
人
の
精
神
の
挫
折
と

し
て
現
れ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
世
界
に
向
け
た
日
本
文
学
研
究
は
息
を

潜
め
、
国
学
研
究
以
来
続
く
訓
詁
注
釈
や
歌
の
注
釈
と
鑑
賞
に
よ
っ
て
研
究
は

進
め
ら
れ
、
国
内
向
け
の
研
究
が
主
要
な
内
容
で
あ
っ
た
。『
万
葉
集
』
の
研

究
も
例
外
で
は
な
い
。
正
岡
子
規
に
よ
る
明
治
の
短
歌
革
新
を
受
け
て
、
そ
れ

に
支
え
ら
れ
て
『
万
葉
集
』
が
必
読
の
書
と
し
て
称
揚
さ
れ
、
戦
後
に
お
い
て

も
短
歌
人
口
は
急
増
し
た
の
で
あ
る
。「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
百
年
に
及
ん
だ
の
も
、

国
学
と
い
う
枠
組
み
に
お
け
る
短
歌
集
団
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
の

精
神
的
挫
折
を
短
歌
や
俳
句
に
お
い
て
回
復
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
戦
後
の
復
興
期
に
日
本
人
の
挫
折
し
た
心
を
支
え
た
の
は
、『
万
葉
集
』

と
短
歌
や
俳
句
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
新
し
い
『
万
葉
集
』
研
究
の
模
索
が
始
ま
っ
た
。

『
万
葉
集
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
多
く
の
文
化
性
を
内
在
さ
せ
て
い
る
文
献
で

あ
る
か
ら
、
早
く
か
ら
い
く
つ
も
の
研
究
方
法
を
生
み
出
し
て
い
た
。
訓
詁
・

書
誌
・
文
献
を
基
本
と
し
な
が
ら
社
会
・
歴
史
・
民
俗
・
人
類
学
・
美
学
な
ど

の
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
た
（『
万
葉
集
大
成
』
平
凡
社
参
照
）。
そ
の
よ
う
な

中
で
も
歴
史
社
会
学
派
の
台
頭
は
、
戦
後
の
日
本
文
学
研
究
の
光
明
で
あ
っ
た
。

そ
の
研
究
は
共
同
体
の
起
源
や
歴
史
性
を
実
証
的
に
研
究
す
る
学
問
分
野
で
あ

り
、
戦
前
の
神
話
か
ら
出
発
す
る
歴
史
・
社
会
研
究
と
は
異
な
る
科
学
的
方
法

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
社
会
学
に
よ
る
研
究
の
方
法
は
、
西
郷
信
綱
氏
な
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花
開
く
。
こ
の
段
階
で
仏
教
は
中
国
も
韓
国
も
イ
ン
ド
の
仏
教
と
は
異
な
る
東

ア
ジ
ア
仏
教
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
韓
国
の
仏
教
が
百
済
か
ら
倭
国
に

至
っ
た
の
は
公
伝
と
さ
れ
る
西
暦
五
三
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仏
教
の
受

容
と
展
開
の
時
代
と
軌
を
一
に
し
て
『
万
葉
集
』
の
時
代
が
展
開
し
た
の
で
あ

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
仏
教
文
化
も
東
ア
ジ
ア
仏
教
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
、こ
こ
に
三
国
は
東
ア
ジ
ア
仏
教
を
共
有
し
た
の
で
あ
り
、そ
れ
は
『
万

葉
集
』
に
も
十
分
に
浸
潤
し
た
と
こ
ろ
の
仏
教
文
化
で
あ
る
。
こ
こ
に
古
代
大

和
の
東
ア
ジ
ア
文
化
は
、
漢
字
文
化
・
儒
教
文
化
・
道
教
文
化
に
仏
教
文
化
を

も
加
え
て
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
『
万
葉
集
』
と
の
比
較
研
究
の

極
め
て
重
要
な
研
究
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

四
、
万
葉
集
の
受
容
し
た
漢
籍
と
そ
の
表
現
形
成
（
概
要
）

（
ⅰ
）
近
江
朝
の
漢
文
学
と
万
葉
集

『
日
本
書
記
』
の
伝
え
に
よ
れ
ば
、
応
神
天
皇
十
六
年
に
百
済
の
王
仁
吉
師

が
来
朝
し
て
、
当
時
の
太
子
が
王
仁
を
師
と
し
て
漢
籍
を
習
っ
た
と
あ
り
、『
古

事
記
』
の
伝
え
に
よ
れ
ば
、
応
神
天
皇
の
時
に
百
済
の
和
迩
吉
師
が
論
語
十
巻
、

千
字
文
一
巻
を
貢
進
し
た
と
あ
る
。
お
よ
そ
六
世
紀
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
七

世
紀
の
中
葉
に
朝
鮮
半
島
の
百
済
の
滅
亡
が
あ
り
、
救
援
に
出
掛
け
た
倭
軍
は

白
村
江
で
敗
退
し
た
。
六
六
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
朝
鮮
半

島
か
ら
百
済
と
い
う
国
は
消
滅
す
る
が
、
多
く
の
百
済
人
が
倭
国
へ
と
亡
命
す

三
、
比
較
文
学
研
究
か
ら
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
へ

東
ア
ジ
ア
文
化
を
対
象
と
し
た
比
較
文
学
研
究
は
、
日
本
と
中
国
、
日
本
と

韓
国
と
い
う
二
国
間
の
交
流
関
係
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
近
時
に
至
っ
て
日

本
・
中
国
・
韓
国
と
い
う
三
カ
国
を
一
つ
に
し
て
比
較
研
究
を
行
う
と
い
う
方

法
が
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
、
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
研
究
と
呼
ん

で
い
る
。
文
学
も
ま
た
文
化
研
究
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
考
え
か
ら
こ
の
研
究
を
推
進
し
た
の
は
中
西
進
博
士
で
あ
っ
た
。
こ
の

方
法
は
、
必
ず
し
も
自
国
文
学
を
主
体
と
す
る
こ
と
に
拘
ら
ず
、
三
カ
国
の
文

学
的
特
質
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
国
の
文
学
の
優
位
性
を
説
く
こ
と
が

目
的
で
は
な
い
。
日
本
に
あ
っ
て
も
東
ア
ジ
ア
に
育
ま
れ
た
共
通
の
文
化
性
が

あ
り
、
そ
の
交
流
の
実
証
的
な
解
明
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
東
ア
ジ

ア
の
普
遍
的
文
化
性
の
解
明
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化
の
普
遍
性
の
確
認
の

上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文
化
の
固
有
性
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
東
ア

ジ
ア
比
較
文
化
研
究
の
目
指
す
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
の
普
遍
と
固
有
と

い
う
様
態
の
解
明
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
各
国
の
伝
統
文
化
の
上
に
漢

字
文
化
・
儒
教
文
化
・
道
教
文
化
と
い
う
大
き
な
文
化
の
受
容
と
発
信
と
が
あ

り
、
三
国
に
よ
る
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
方
向
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
に
加
え
ら
れ
る
の
は
仏
教
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
発
し
た
仏
教

は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
中
国
へ
と
至
る
。
そ
れ
は
中
国
の
後
漢
の
時
代
で
あ

る
。
そ
の
仏
教
は
漢
訳
経
典
と
し
て
朝
鮮
半
島
に
受
け
入
れ
ら
れ
仏
教
文
化
が
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こ
こ
に
は
「
春
山
」
と
「
秋
山
」、「
万
花
」
と
「
千
葉
」、「
艶
」
と
「
彩
」

と
い
う
対
の
見
事
さ
が
あ
る
。
こ
れ
が
天
智
天
皇
か
ら
提
起
さ
れ
た
詩
の
題
で

あ
り
、
そ
れ
を
内
大
臣
の
鎌
足
を
し
て
臣
下
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
君

臣
唱
和
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
歌
に
は
春
と
秋
の
季
節
が

正
面
か
ら
捉
え
ら
れ
、
季
節
の
詩
宴
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
額
田
王
が
詠
ん
だ
歌
は
、
題
詞
に
沿
っ
て
次
の
よ
う
な
対
句

仕
立
て
の
方
法
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

喧
か
ざ
り
し　

鳥
も
来
鳴
き
ぬ

冬
こ
も
り　

春
去
り
来
れ
ば

開
か
ざ
り
し　

花
も
咲
け
れ
ど

山
を
茂
み　

入
り
て
も
取
ら
ず

秋
山
の　

木
の
葉
を
見
て
は

草
深
み　
　

執
り
て
も
見
ず

黄
葉
を
ば　

取
り
て
そ
偲
ふ

そ
こ
し
恨
め
し　

秋
山
吾
は

青
き
を
ば　

置
き
て
そ
歎
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
・
一
六
）

こ
れ
は
漢
詩
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
た
対
句
仕
立
て
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
方
法
は
漢
詩
の
対
句
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
な
技
法
で
あ
る
。
漢

詩
は
対
句
を
用
い
て
表
現
す
る
の
が
基
本
で
あ
り
、『
懐
風
藻
』
の
犬
上
王
の

る
。
天
智
天
皇
が
遷
都
し
た
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
の
近
江
大
津
の
宮
廷
に
は
、
多

く
の
百
済
知
識
人
に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
各
地
の
山
に
残
る
天
智
朝
の
砦

跡
や
大
宰
府
の
水
城
は
百
済
の
兵
法
家
た
ち
が
築
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
友

皇
太
子
の
も
と
に
五
人
の
百
済
人
学
士
が
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
日
本
人
が
初

め
て
漢
詩
を
学
び
詠
ん
だ
の
も
、
百
済
渡
来
人
に
学
ん
だ
結
果
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
近
江
朝
漢
文
学
が
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
語
る
の

が
『
懐
風
藻
』
の
序
文
で
あ
り
、
す
で
に
近
江
朝
で
は
政
治
制
度
が
整
え
ら
れ

て
余
裕
の
出
来
た
こ
と
を
み
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
宮
廷
で
は
「
旋
招
文
学

之
士
。
時
開
置
醴
之
遊
。
当
此
之
際
。
宸
翰
垂
文
。
賢
臣
献
頌
。」
と
記
し
て

い
る
。
余
裕
の
出
来
た
近
江
宮
廷
で
は
、
君
臣
和
楽
の
詩
宴
が
開
か
れ
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
断
片
を
伝
え
る
の
が
、
初
期
万
葉
の
額
田
王

の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
題
詞
に
は
「
天
皇
、
内
大
臣
藤
原
朝
臣
に
詔
し
て
、
春

山
万
花
の
艶
と
秋
山
千
葉
の
彩
と
を
競
憐
は
し
め
た
ま
ひ
し
時
、
額
田
王
の
歌

を
以
ち
て
こ
れ
を
判
わ
れ
る
歌（

３
）

」
と
あ
る
。
天
智
天
皇
は
藤
原
鎌
足
に
詔
を
し

て
「
春
山
万
花
の
艶
」
と
「
秋
山
千
葉
の
彩
」
と
を
競
憐
さ
せ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
漢
文
の
対
句
法
を
用
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

次
の
よ
う
な
対
句
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

春
山
万
花
艶

天
皇
詔
内
大
臣
藤
原
朝
臣
競
憐                    　
　
　
　
　

時
額
田
王
以
歌
判
之
歌　

         　
　

秋
山
千
葉
彩
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佳
人
処
遐
遠
、
蘭
室
無
容
光
。　

あ
の
人
は
遠
く
に
あ
り
、
寝
室
に
華
や

か
な
輝
き
は
な
い
。

と
い
う
。
清
ら
か
な
秋
風
が
吹
い
て
簾
を
動
か
し
、
夜
明
け
の
月
は
あ
の
人
の

い
な
い
ベ
ッ
ド
を
空
し
く
照
ら
し
て
い
る
と
い
う
、
空
閨
の
哀
し
み
を
述
べ
た

詩
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
詩
は
艶
詩
と
も
閨
情
詩
と
も
い
わ
れ
、『
玉
台
新

詠
』
の
中
に
多
く
見
ら
れ
る
。

（
ⅱ
）
天
武
・
持
統
・
文
武
朝
の
漢
文
学
と
万
葉
集

天
武
・
持
統
・
文
武
朝
に
生
き
た
歌
人
は
柿
本
人
麿
で
あ
る
。
人
麿
歌
集
の

歌
も
含
め
て
数
え
方
に
よ
る
が
四
五
九
首
の
歌
を
残
す
。
そ
の
人
麿
の
歌
の
始

ま
り
は
、
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
近
江
朝
の
荒
都
を
悲
し
む
「
過
近
江

荒
都
」
と
い
う
歌
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
歌
で
は
壬
申
の
乱
で
天
智
天
皇
の
近
江

の
宮
が
焼
け
落
ち
た
都
跡
を
見
て
、
長
歌
の
後
半
で
は
次
の
よ
う
に
悲
し
む
の

で
あ
る
。

楽
浪
の　

大
津
の
宮
に　

天
の
下　

知
ら
し
食
し
け
む　

天
皇
の　

神
の

御
言
の　

大
宮
は　

此
間
と
聞
け
ど
も　

大
殿
は　

此
間
と
云
へ
ど
も　

春
草
の　

茂
く
生
ひ
た
る　

霞
立
ち　

春
日
の
霧
れ
る　

百
磯
城
の　

大

宮
処　

見
れ
ば
悲
し
も
（
巻
一
・
二
九
）

都
が
戦
乱
に
よ
り
滅
亡
す
る
こ
と
を
多
く
経
験
し
た
中
国
の
詩
人
た
ち
は
、

早
く
か
ら
荒
都
を
主
題
に
無
常
の
世
の
悲
し
み
を
述
べ
た
。
荒
都
を
テ
ー
マ
と

す
る
の
は
、
偉
大
な
王
権
も
ま
た
滅
び
る
と
い
う
驚
き
で
あ
り
、
歴
史
へ
の
感

詩
で
は
「
吹
台
哢
鶯
始
。
桂
庭
舞
蝶
新
。
沐
鳧
双
廻
岸
。
窺
鷺
独
銜
鱗
」（
二

一
番
詩
）
の
よ
う
に
丁
寧
な
対
句
を
取
る
。
そ
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
春

花
」
と
「
秋
葉
」
と
の
対
で
あ
り
、「
鳴
く
鳥
」
と
「
咲
く
花
」
と
の
対
で
あ
り
、

「
黄
葉
」
と
「
青
葉
」
と
の
対
で
あ
る
。
こ
こ
に
美
し
い
季
節
の
景
物
を
春
と

秋
と
に
分
け
て
、
そ
れ
を
対
と
し
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
を
通
し
て
季
節
を
詠
む
歌
は
古
代
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

を
思
う
と
、
そ
こ
に
は
近
江
朝
が
漢
文
学
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
窺

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
額
田
王
に
は
「
額
田
王
の
近
江
の
天
皇
を
思
ひ
て
作
れ
る
歌
一
首
」

と
題
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
閨
情
の
歌
が
あ
る
。

君
待
つ
と
吾
が
恋
ひ
居
れ
ば
我
が
屋
戸
の
簾
動
か
し
秋
の
風
吹
く

 
（
巻
四
・
四
八
八
）

こ
の
歌
は
愛
し
い
天
皇
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
る
と
、
簾
を
動
か
し
て
秋
風
が

吹
い
て
来
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
ど
こ
に
も
あ
り
そ
う
な
歌
で
あ
る
が
、
こ

の
「
秋
の
風
」
と
い
う
の
は
「
秋
風
」
と
い
う
詩
語
か
ら
の
翻
訳
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
こ
の
歌
は
中
国
の
恋
愛
詩
で
あ
る
情
詩
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。「
秋
夜
」
と
い
う
劉
緩
の
詩
で
は
「
楼
上
起
秋
風
。
絶
望
秋
閨
中（

４
）

。」

と
詠
み
、
秋
風
の
吹
く
閨
の
中
で
望
み
も
絶
え
た
ま
ま
に
男
子
を
思
う
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
閨
の
詩
を
代
表
す
る
張
茂
先
の「
情
詩
」と
い
う
題
の
詩
で
は
、

清
風
動
帷
簾
、
晨
月
照
幽
房
。　

秋
風
は
簾
を
動
か
し
、
有
明
の
月
は
空

し
い
閨
房
を
照
ら
す
。
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夭
折
し
た
皇
子
に
は
王
権
の
歴
史
を
、
同
じ
く
高
市
皇
子
の
よ
う
に
壬
申
の
乱

で
活
躍
し
た
皇
子
に
は
そ
の
活
躍
を
、
同
じ
く
飛
鳥
皇
女
の
よ
う
な
女
性
に
は

明
日
香
川
の
美
し
さ
を
も
っ
て
称
え
る
の
で
あ
る
。
死
者
哀
悼
の
辞
は
難
し
い

表
現
で
あ
る
か
ら
、
文
章
理
論
家
の
劉
勰
は
『
文
心
雕
龍
』
で
夭
折
は
業
績
が

な
い
か
ら
若
々
し
い
容
姿
を
称
え
、
立
派
な
男
子
に
は
優
れ
た
業
績
を
称
え
る

の
だ
と
い
う
。
人
麿
の
挽
歌
は
そ
の
よ
う
な
誄
詞
の
用
法
を
理
解
し
た
表
現
で

あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
旅
人
・
憶
良
の
漢
文
学
と
万
葉
集

奈
良
時
代
の
中
で
も
漢
文
学
を
も
っ
て
『
万
葉
集
』
が
花
開
い
た
の
は
天
平

時
代
で
あ
る
。
そ
の
前
期
は
大
伴
旅
人
や
山
上
憶
良
が
活
躍
し
、
後
期
は
大
伴

家
持
や
大
伴
池
主
が
活
躍
す
る
。
第
七
次
遣
唐
使
が
帰
国
し
た
こ
と
か
ら
、『
万

葉
集
』
と
漢
文
学
と
の
関
係
は
極
端
に
深
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
心
的

役
割
を
果
た
し
た
の
が
旅
人
や
憶
良
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
大
宰
府
で
邂
逅

し
、
旅
人
の
妻
の
死
を
契
機
に
交
流
が
始
ま
る
。
旅
人
が
大
宰
府
に
着
任
し
て

間
も
無
く
同
行
し
た
妻
が
亡
く
な
り
、
そ
れ
を
旅
人
は
「
世
の
中
は
空
し
き
も

の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
」（
巻
五
・
七
九
三
）
と
嘆
く
。

聖
徳
太
子
の
い
う
「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
の
理
解
の
上
で
の
発
言
で
あ
る
。

こ
の
歌
を
皮
切
り
に
、
二
人
の
文
学
的
交
流
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
旅
人
を
中

心
と
し
て
、
こ
こ
に
大
宰
府
文
学
圏
が
成
立
す
る
。
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
天

平
二
年
正
月
に
旅
人
官
邸
で
開
か
れ
た
梅
花
の
宴
で
あ
り
、
そ
の
時
に
詠
ま
れ

懐
が
詩
人
の
心
を
動
か
し
た
か
ら
で
あ
る
。
隋
詩
に
は
「
玄
武
観
に
臨
む
と
雖

も
、
紫
微
宮
を
識
ら
ず
。
年
代
俄
に
昔
と
な
り
、
唯
余
す
風
月
の
同
じ
き
を
。」

（
段
君
彦
「
過
故
鄴
」）
と
い
う
。
時
の
権
力
が
大
き
い
の
に
比
例
し
て
、
滅

亡
の
悲
し
み
も
大
き
い
の
で
あ
る
。

人
麿
の
漢
籍
理
解
は
、
こ
れ
の
み
で
は
な
い
。
持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
の
歌

（
巻
一
・
三
六
～
三
七
、三
八
～
三
九
）
の
二
作
品
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
山
川
」

は
、『
論
語
』
の
「
山
水
仁
智
」
と
い
う
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
吉
野
の

自
然
は
儒
教
的
徳
目
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
に
行
幸
す
る
天
皇
を
仁
と
智
を
兼
ね

備
え
た
聖
天
子
で
あ
る
と
称
賛
す
る
の
で
あ
る
。『
論
語
』
に
よ
れ
ば
「
子
曰
。

知
者
楽
水
。
仁
者
楽
山
。
知
者
動
。
仁
者
静
。
知
者
楽
。
仁
者
寿
。」
と
い
う
。

以
後
に
『
懐
風
藻
』
に
は
吉
野
へ
の
従
駕
応
詔
詩
が
多
く
詠
ま
れ
、
そ
こ
で
は

『
論
語
』
の
山
水
仁
智
を
繰
り
返
す
の
で
あ
り
、
天
皇
行
幸
と
山
水
と
の
関
係

が
行
幸
の
思
想
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
の
蔡
邕
の
『
独
断
』
に

よ
れ
ば
、「
天
子
車
駕
所
至
、
賜
以
食
帛
、
民
爵
有
級
、
或
賜
田
租
。
故
謂
之

幸
。」
と
あ
る
。
行
幸
と
は
民
に
天
子
の
恩
恵
（
幸
）
を
与
え
る
こ
と
に
よ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
天
子
に
対
し
て
天
子
賞
讃
の
辞
を
献
呈
す
る

の
は
、
宮
廷
に
控
え
る
言
語
侍
従
の
臣
の
役
割
で
あ
っ
た
。
人
麿
の
吉
野
讃
歌

は
、
言
語
を
も
っ
て
持
統
天
皇
に
奉
仕
す
る
言
語
侍
従
の
臣
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
人
麿
の
多
く
の
挽
歌
は
死
者
生
前
の
美
徳
を
語
る
「
誄
詞
」

の
形
式
を
踏
む
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
挽
歌
と
い
う
歌
の
確
立
を
果
た
し
た
の

で
あ
る
。
天
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
日
並
皇
子
の
よ
う
に
、
皇
位
に
就
か
ず
に
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酒
歌
十
三
首
」（
巻
三
・
三
三
八
～
三
五
〇
）
が
あ
る
。
酒
は
お
祭
り
や
儀
礼

に
集
団
で
楽
し
く
飲
む
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
独
り
で
酒
を
飲
み
さ
ま
ざ
ま
に

酒
を
称
賛
す
る
と
い
う
態
度
は
、
中
国
の
文
人
た
ち
の
飲
酒
文
学
を
意
識
し
た

も
の
で
あ
り
、
日
本
文
学
の
上
で
は
最
初
の
飲
酒
文
学
で
あ
る
。

古
の
七
の
賢
し
き
人
等
も
欲
り
為
し
物
は
酒
に
し
有
る
ら
し

                                            

（
巻
三
・
三
四
○
）

中
々
に
人
と
有
ら
ず
は
酒
壺
に
成
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む

                                            

（
巻
三
・
三
四
三
）

古
の
七
賢
人
と
い
う
の
は
魏
の
時
代
の
竹
林
の
七
賢
で
あ
り
、
時
の
権
力
に

迎
合
せ
ず
俗
を
離
れ
て
清
談
し
た
賢
人
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
へ
の
憧

れ
で
あ
る
。
中
途
半
端
に
生
き
る
よ
り
も
酒
壺
に
な
り
酒
に
染
み
よ
う
と
い
う

の
は
、
呉
の
鄭
泉
と
い
う
大
酒
飲
み
の
故
事
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
現
実
に
生
き

て
い
る
こ
と
へ
の
悲
哀
が
あ
る
。
な
ぜ
人
は
生
き
る
の
か
と
い
う
内
省
が
始

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
飲
酒
文
学
の
特
質
で
あ
り
、
す
で
に

魏
の
文
帝
は
「
短
歌
行
」
で
、

対
酒
当
歌
。
人
生
幾
何
。　

酒
に
向
か
い
歌
う
べ
き
だ
。
人
生
は
ど
れ
ほ

ど
の
も
の
か
。

譬
如
朝
露
。
去
日
苦
多
。　

例
え
ば
朝
露
の
よ
う
だ
。
過
ぎ
し
日
は
苦
し

み
ば
か
り
。

慨
當
以
慷
。
憂
思
難
忘
。　

嘆
き
ま
た
怒
る
べ
き
だ
。
あ
の
憂
い
は
忘
れ

難
い
。

た
三
十
二
人
の
官
人
た
ち
の
「
梅
花
の
歌
」
で
あ
る
。
旅
人
は
こ
の
宴
会
の
素

晴
ら
し
さ
を
、
次
の
よ
う
な
序
文
に
記
し
て
い
る
。

天
平
二
年
正
月
十
三
日
、
帥
老
の
宅
に
萃
ま
り
て
、
宴
会
を
申
す
。
時
に
、

初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑
く
風
和
ら
ぎ
、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
き
、
蘭

は
珮
後
の
香
を
燻
す
。
加
以
、
曙
の
嶺
に
雲
移
り
、
松
は
羅
を
掛
け
て
蓋

を
傾
け
、
夕
の
岫
に
霧
結
び
、
鳥
は
縠
に
封
じ
ら
え
て
林
に
迷
ふ
。
庭

に
新
蝶
舞
ひ
、
空
に
故
鳫
帰
る
。
こ
こ
に
天
を
蓋
と
し
地
を
坐
と
し
、
膝

を
促
け
觴
を
飛
ば
す
。
言
を
一
室
の
裏
に
忘
れ
、
衿
を
煙
霞
の
外
に
開
く
。

淡
然
と
し
て
自
ら
放
に
し
、
快
然
と
し
て
自
ら
足
る
。
若
し
翰
苑
に
非
ず

は
、
何
を
以
て
か
情
を
攄
べ
む
。
詩
に
落
梅
の
篇
を
紀
す
。
古
今
夫
れ
何

そ
異
な
ら
ん
。
宜
し
く
園
梅
を
賦
し
聊
か
短
詠
を
成
さ
ん
。

旅
人
の
梅
花
を
詠
む
と
い
う
風
流
な
花
宴
に
三
十
二
人
も
の
筑
紫
の
官
人
た

ち
が
集
ま
り
、
歌
が
詠
み
継
が
れ
て
行
き
、
そ
の
歌
に
は
「
梅
の
花
散
る
」
と

い
う
言
葉
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
旅
人
の
歌
で
も
、

わ
が
苑
に
梅
の
花
散
る
久
方
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

                                            

（
巻
五
・
八
二
二
）

と
い
う
。「
梅
の
花
散
る
」
と
い
う
の
は
、
中
国
で
古
く
か
ら
歌
わ
れ
て
い
る

楽
府
と
い
う
詩
の
「
梅
花
落
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
翻
訳
が
「
梅

の
花
落
る
」
で
あ
る
。
遠
方
に
出
征
し
た
兵
士
た
ち
が
正
月
を
迎
え
て
歌
う
の

で
あ
る
。
大
宰
府
は
都
の
遠
い
守
り
の
地
で
あ
る
か
ら
、「
梅
花
落
」
は
旅
人

の
風
流
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
異
国
趣
味
を
楽
し
む
旅
人
に
は
、「
讃
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て
滅
び
、
す
べ
て
を
失
い
倭
国
へ
と
亡
命
し
て
来
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
少
年
憶

良
の
出
発
は
風
土
性
を
持
た
な
い
現
実
的
な
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

倭
国
へ
逃
れ
て
来
て
も
渡
来
人
と
し
て
の
生
き
方
は
困
難
で
あ
っ
た
に
違
い
な

く
、
初
老
に
し
て
無
位
・
無
冠
の
憶
良
は
遣
唐
使
と
い
う
命
が
け
の
任
務
を
選

ぶ
こ
と
で
官
人
と
し
て
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
憶
良
の
作
品
に
人
生
に

関
わ
る
苦
し
み
や
、
仏
教
的
な
生
・
老
・
病
・
死
の
嘆
き
の
歌
が
多
く
あ
る
の
は
、

そ
れ
ら
は
憶
良
の
空
想
で
は
な
く
彼
の
現
実
主
義
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
問
題
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
、憶
良
は
現
実
の
み
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
唐
に
あ
っ

て
唐
の
文
化
を
理
解
し
当
時
の
唐
に
流
行
し
て
い
た
思
想
を
理
解
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
儒
教
や
仏
教
の
知
識
は
渡
唐
以
前
か
ら
の
教
養
と
し
て
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
憶
良
が
個
人
的
に
唐
で
入
手
し
た
と
思
わ
れ
る
図
書
は
「
沈
痾

自
哀
文
」（
巻
五
漢
文
）
に
よ
れ
ば
「
志
恠
記
」「
帛
公
略
説
」「
遊
仙
窟
」「
鬼

谷
先
生
相
人
書
」「
抱
朴
子
」
な
ど
の
書
名
が
見
ら
れ
、ま
た
「
曽
子
」
や
「
神

農
」
な
ど
も
そ
の
類
の
書
物
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
憶
良
の
作
品

は
正
当
な
儒
仏
の
書
物
の
み
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
怪
し
げ
な
書
物
を
も
含
め

て
人
間
の
現
実
を
思
考
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
憶
良
の

思
考
の
中
か
ら
作
ら
れ
た
作
品
に
「
悼
亡
詩
文
」
が
あ
る
。
筑
前
の
国
守
と
し

て
あ
っ
た
憶
良
が
、
大
宰
府
に
着
任
し
て
間
も
な
く
妻
を
失
っ
た
帥
の
旅
人
を

慰
め
た
作
品
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
憶
良
文
学
が
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

蓋
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
懷
染
疾
之
患
、
釋
迦
能
仁
、
坐
於
雙
林
、

何
以
解
憂
。
唯
有
杜
康
。　

何
を
も
っ
て
憂
い
を
解
こ
う
。
た
だ
酒
が
あ

る
の
み
。

奈
良
朝
に
入
る
と
律
令
の
時
代
を
迎
え
、
官
位
に
よ
り
差
別
化
さ
れ
る
人
間

と
し
て
生
き
る
こ
と
と
な
る
。
氏
族
集
団
に
よ
る
個
人
で
は
な
く
、
初
め
か
ら

個
人
の
能
力
が
政
治
を
動
か
す
時
代
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
の
思
い
の
多
様
性

が
表
れ
る
と
と
も
に
、
一
方
に
孤
独
感
も
表
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
多

様
性
と
孤
独
感
は
、
中
国
文
学
に
現
れ
る
そ
れ
と
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
中
国
文
学
の
模
倣
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
人
の
生

き
る
多
様
性
が
古
代
日
本
の
社
会
に
成
立
し
、
そ
れ
が
文
学
に
お
い
て
自
覚
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
旅
人
の
漢
文
学
の
受
容
は
こ
の
多
様
性
と
孤

独
感
と
に
あ
り
、
酒
を
も
っ
て
自
己
の
存
在
を
顧
み
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

孤
独
感
の
反
対
に
あ
る
の
が
神
仙
へ
の
憧
れ
で
あ
る
。
旅
人
が
神
仙
の
女
子
と

出
会
っ
た
と
い
う
松
浦
川
遊
覧
の
歌
（
巻
五
・
八
五
三
～
八
六
三
）
は
、
洛
水

の
仙
女
と
の
邂
逅
を
語
る
中
国
文
人
ら
の
遊
仙
詩
へ
の
憧
れ
で
あ
り
、
ま
た
唐

代
伝
奇
の
『
遊
仙
窟
』
へ
の
憧
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
、

旅
人
の
浪
漫
主
義
に
発
す
る
こ
と
が
窺
え
る
。

旅
人
の
こ
う
し
た
浪
漫
主
義
に
対
し
て
、
現
実
主
義
を
も
っ
て
登
場
し
た
の

が
山
上
憶
良
で
あ
る
。
憶
良
は
こ
の
世
の
人
の
生
を
悲
し
み
と
し
て
捉
え
る
性

格
を
持
つ
。
い
わ
ば
悲
観
主
義
的
な
人
生
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
憶
良
が
前
半
生

に
経
験
し
た
こ
と
の
悲
し
み
と
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。
憶
良
渡
来
人
説
を
信
じ

る
な
ら
ば
（
中
西
進
『
山
上
憶
良
』
講
談
社
）、
母
国
の
百
済
が
戦
争
に
よ
っ
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〔
あ
る
人
が
い
た
。
父
母
を
敬
う
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
養
う
と
い
う

こ
と
を
忘
れ
、
妻
子
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
脱
ぎ
捨
て
た
沓
よ
り
も
軽

く
扱
っ
て
い
た
。
自
ら
は
畏
俗
先
生
と
称
し
て
い
た
。
心
意
気
だ
け
は

青
雲
の
上
に
掲
が
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
身
体
は
ま
だ
塵
俗
の
中
に

あ
っ
た
。
い
ま
だ
に
修
行
得
道
の
聖
を
現
す
こ
と
は
な
く
て
、
ま
さ
に

こ
れ
は
山
沢
に
亡
命
の
民
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
三
綱
を
指
示
し
、

さ
ら
に
五
教
を
開
示
し
、
こ
の
者
に
遺
る
の
に
歌
を
以
て
し
、
そ
の
惑

い
の
情
を
元
に
戻
さ
せ
よ
う
と
思
う
。〕

と
い
う
の
で
あ
る
。
父
母
を
尊
敬
す
る
こ
と
は
理
解
し
つ
つ
も
、
父
母
や
妻
子

を
棄
て
て
心
意
気
だ
け
は
雲
の
上
に
あ
る
が
、
身
体
は
塵
俗
の
中
に
あ
る
と
い

う
畏
俗
先
生
が
主
人
公
で
あ
る
。
そ
の
先
生
は
家
族
を
棄
て
た
亡
命
の
民
と
思

わ
れ
る
こ
と
か
ら
「
三
綱
」（
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
）
と
「
五
教
」（
父
義
・
母
慈
・

兄
友
・
弟
恭
・
子
孝
）
を
示
す
の
だ
と
い
う
。
出
家
し
て
多
く
の
苦
し
む
人
々

を
救
済
す
べ
き
か
、
家
に
あ
っ
て
父
母
妻
子
を
愛
お
し
む
べ
き
か
、
そ
こ
に
は

後
漢
に
仏
教
が
入
っ
て
か
ら
の
仏
教
と
儒
教
の
根
本
的
な
対
立
す
る
課
題
が
提

起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
憶
良
の
作
品
に
は
家
族
を
通
し
た
儒
教
と
仏
教
と

の
葛
藤
が
主
題
と
し
て
選
ば
れ
る
。
そ
の
迷
い
の
中
に
憶
良
は
い
る
が
、
最
後

に
は
儒
教
的
な
生
き
方
へ
の
道
を
示
す
。
そ
こ
に
は
儒
教
が
現
実
的
な
生
き
方

の
教
え
で
あ
る
こ
と
に
あ
り
、
憶
良
は
そ
う
し
た
現
実
の
中
に
苦
し
む
人
間
の

生
へ
の
関
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
子
等
を
思
ふ
歌
一

首 

并
せ
て
序
」
の
作
品
で
は
、

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
搜
来
。
二
鼠
競
走
、
而
度
目
之
鳥
旦
飛
、

四
虵
争
侵
、
而
過
隙
之
駒
夕
走
。
嗟
乎
痛
哉
。
紅
顏
共
三
従
長
逝
、

素
質
与
四
徳
永
滅
。
何
啚
偕
老
違
於
要
期
、
獨
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
。
鳴
呼
哀
哉
。

愛
河
波
浪
已
先
滅
、
苦
海
煩
脳
亦
無
結
。
従
来
猒
離
此
穢
圡
。
本
願
託
生

彼
浄
刹
。

序
文
の
前
半
は
仏
教
の
無
常
の
道
理
を
説
き
、
後
半
は
儒
教
の
愛
の
道
理
を

説
い
て
い
る
。
人
の
生
は
輪
廻
を
繰
り
返
し
空
し
い
こ
と
、
夫
婦
の
愛
情
も
死

に
よ
っ
て
終
え
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
仏
教
と
儒
教
の
道
理
を

も
っ
て
死
の
道
理
を
説
く
の
で
あ
る
。
漢
詩
で
は
妻
の
死
に
よ
っ
て
愛
の
苦
し

み
も
消
滅
す
る
の
で
あ
り
、
妻
が
願
う
の
は
こ
の
穢
土
を
離
れ
て
浄
土
に
生
き

る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。
旅
人
の
妻
の
死
を
契
機
に
作
ら
れ
た
こ
の
作
品
は
、

憶
良
の
精
神
的
な
原
風
景
で
あ
ろ
う
。
人
の
生
を
常
に
こ
の
よ
う
に
思
考
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。「
令
反
惑
情
歌
一
首
并
序
」（
巻
五
・

八
〇
〇
）
と
い
う
作
品
に
お
い
て
も
、

或
有
人
、
知
敬
父
母
、
忘
於
侍
養
、
不
顧
妻
子
、
輕
於
脱
屣
。
自
稱

畏
俗
先
生
。
意
氣
雖
揚
青
雲
之
上
、
身
體
猶
在
塵
俗
之
中
。
未
驗
修

行
得
道
之
聖
、
盖
是
亡
命
山
澤
之
民
。
所
以
指
示
三
綱
、
更
開
五
教
、

遺
之
以
歌
、
令
反
其
惑
。（
歌
は
省
略
）



―71―

の
羅
睺
羅
を
思
う
如
き
だ
と
い
い
、
ま
た
、
愛
の
中
で
も
子
を
愛
す
る
以
上
の

愛
は
な
い
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
尊
い
お
釈
迦
様
で
も
、
子
を
愛
す

る
と
い
う
心
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
世
間
の
人
で
子
を
愛
さ
な
い
人
は
い
な
い
の

だ
と
い
う
こ
と
に
作
品
の
主
旨
が
あ
る
。
そ
の
主
旨
に
基
づ
い
て
詠
ん
だ
の
が

長
歌
で
あ
る
。
瓜
も
栗
も
子
ど
も
の
愛
す
る
食
べ
物
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を

食
べ
る
に
つ
け
て
子
ど
も
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
子
ど
も
へ
の
限
り
な

い
愛
を
お
釈
迦
様
を
味
方
に
し
て
歌
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
釈
迦
の
言
葉
で
あ
る
。
釈
迦
が
人
々

を
愛
す
る
の
は
、
子
の
羅
睺
羅
を
思
う
の
と
等
し
い
と
い
う
。
だ
か
ら
世
間
の

人
は
誰
も
が
子
を
愛
す
る
の
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
く
限
り
釈
迦

は
子
を
愛
し
た
と
い
う
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

釈
迦
は
子
へ
の
愛
が
出
家
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
か
ら
、
七
種
の
宝
物
と
と
も
に
、

「
愛
す
る
妻
子
を
棄
て
よ
」
と
い
っ
た
筈
で
あ
る
。
何
よ
り
も
羅
睺
羅
と
い

う
名
は
、
出
家
を
妨
げ
る
者
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
憶
良

の
説
く
釈
迦
に
よ
る
子
へ
の
愛
と
は
、
そ
れ
が
障
害
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
い
う
た
め
の
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
憶
良
は
誤
解
し
た
と
い
う

意
見
も
あ
る
が
、
釈
迦
が
愛
の
中
で
子
へ
の
愛
に
過
ぎ
る
も
の
は
無
い
の
だ
と

説
く
限
り
に
お
い
て
、
憶
良
の
釈
迦
理
解
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
儒
教
が
子
へ

の
愛
を
い
う
よ
う
に
、
釈
迦
も
ま
た
子
へ
の
愛
を
説
い
た
の
だ
と
憶
良
は
反
説

す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
釈
迦
が
金
銀
瑠
璃
な
ど
の
宝
を
否
定
す
る
よ
う
に
、

そ
の
限
り
で
も
金
銀
を
否
定
す
る
憶
良
は
釈
迦
の
意
向
に
沿
っ
て
い
る
。
し
か

釈
迦
如
来
、
金
口
に
正
に
説
き
た
ま
は
く
、「
等
し
く
衆
生
を
思
ふ

こ
と
は
、
羅
睺
羅
の
如
し
。」
と
。
又
説
き
た
ま
は
く
、「
愛
は
子

に
過
ぎ
た
る
は
無
し
。」
と
。
至
極
の
大
聖
す
ら
、
尚
ほ
子
を
愛
す

る
の
心
ま
す
。
況
む
や
、
世
間
の
蒼
生
の
、
誰
か
子
を
愛
さ
ざ
ら

め
や
。

瓜
食
め
ば　

子
ど
も
思
ほ
ゆ　

栗
食
め
ば　

ま
し
て
思
は
ゆ　

何
処
よ

り　

来
た
り
し
も
の
そ　

眼
交
に　

も
と
な
懸
り
て　

安
眠
し
寝
さ
ぬ

                                            

（
巻
五
・
八
○
二
）

　
　
　
　

反　

歌

銀
も　

金
も
玉
も　

何
せ
む
に　

勝
れ
る
宝　

子
に
し
か
め
や
も

                                            
（
巻
五
・
八
○
三
）

の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
子
へ
の
愛
が
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
こ
の
作
品
が
男
親
の
視
点
か
ら
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
律
令
の
時
代
に
な
っ
て
も
通
い
婚
の
習
俗
が
続
い
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
ら
、
子
を
養
育
す
る
の
は
母
親
の
役
割
で
あ
り
、
男
親
は
子
ど
も
と
の
接
点

は
薄
く
、
こ
の
よ
う
に
男
親
が
子
を
愛
す
る
歌
を
詠
む
と
い
う
の
は
、
時
代
の

変
化
の
先
端
を
取
り
込
ん
だ
特
別
な
考
え
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
新
し
い
律
令

時
代
の
到
来
に
よ
り
、
家
長
が
「
子
と
は
何
か
」
を
理
解
す
る
た
め
の
、
教
科

書
的
な
役
割
を
果
た
し
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。男
親
に
よ
る
男
親
の
た
め
の「
子

へ
の
愛
」
の
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
歌
は
そ
れ
の
み
で

は
な
い
。
こ
の
作
品
の
序
文
に
よ
る
と
、
釈
迦
が
衆
生
を
思
う
こ
と
は
わ
が
子
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う
に
子
を
宝
と
す
る
こ
と
は
、「
金
光
明
経
」（
巻
第
一
）
に
「
捨
諸
所
重
肢
節

手
足
、
頭
目
髄
脳
、
所
愛
妻
子
、
銭
財
珍
宝
、
真
珠
瓔
珞
、
金
銀
琉
璃
、
種
種

異
物
。」
と
い
う
よ
う
に
、
妻
子
を
も
含
む
そ
れ
ら
の
宝
は
種
々
の
煩
悩
を
生

む
も
の
で
あ
る
か
ら
棄
て
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。同
じ
こ
と
は「
大
般
涅
槃
経
」

（
巻
第
十
三
）
に
も
、「
如
是
大
士
棄
捨
財
宝
、
所
愛
妻
子
、
頭
目
髄
脳
、
手

足
支
節
、
所
居
舍
宅
、
象
馬
、
車
乗
、
奴
婢
、
僮
僕
。」
と
あ
る
。
そ
れ
ら
の

妻
子
も
財
物
も
愛
着
を
起
こ
す
原
因
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
棄
て
よ
と
い
う

の
が
仏
の
教
え
で
あ
り
、
そ
の
教
え
に
基
づ
け
ば
宝
玉
は
棄
て
る
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
憶
良
の
愛
着
は
子
を
宝
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
仏
の
教
え
と
対
峙
す
る
憶
良
の
態
度
が
あ
る
。
子
を
愛
す
る
と
い
う
こ

と
は
家
族
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
家
族
と
い
う
存
在
は
世
俗
の
最
た
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
儒
教
の
教
え
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
ⅳ
）
家
持
の
漢
文
学
と
万
葉
集

天
平
後
期
に
入
る
と
大
伴
家
持
が
登
場
す
る
。
家
持
の
文
学
的
開
花
は
、
越

中
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
に
家
持
は
病
に
臥
し
、
部
下
の
大
伴
池
主
と
文
学
的

交
流
を
始
め
る
。
そ
の
始
ま
り
が
、「
守
大
伴
宿
祢
家
持
、
贈
掾
大
伴
宿
祢
池

主
悲
歌
二
首
」（
巻
十
七
・
三
九
六
二
題
詞
）
と
題
す
る
歌
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
記
さ
れ
た
序
文
は
、
家
持
の
文
学
的
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

忽
沈
枉
疾
、
累
旬
痛
苦
。
祷
恃
百
神
、
且
得
消
損
。
而
由
身
體
疼
羸
、
筋

力
怯
軟
、
未
堪
展
謝
。
係
戀
弥
深
。
方
今
春
朝
春
花
、
流
馥
於
春
苑
、
春

し
、
そ
の
宝
の
否
定
の
反
対
側
に
子
宝
へ
の
謳
歌
が
現
れ
る
こ
と
で
、
釈
迦
と

憶
良
と
の
異
な
り
は
極
め
て
大
き
い
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
釈
迦
が
い
う

障
害
の
最
大
の
も
の
が
子
へ
の
愛
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
憶
良
の
子
へ
の
愛
は
最

も
大
き
な
愛
着
と
迷
妄
を
肯
定
す
る
態
度
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
憶

良
は
そ
う
し
た
愛
着
に
こ
そ
人
間
の
普
遍
の
感
情
を
認
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
に
お
い
て
釈
迦
の
い
う
愛
と
は
対
峙
す
る
、
子
へ
の
愛
を
自
覚
的
に
詠
ん

だ
の
だ
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の
作
品
を
仏
典
か
ら
み
る
と
幾
つ
か
の
問
題
が
浮
き

上
が
っ
て
来
る
。
そ
の
一
つ
は
、
宝
を
積
む
こ
と
は
無
益
で
あ
り
愚
か
な
こ
と

だ
と
説
く
こ
と
で
あ
る
。「
賢
愚
経
」（
巻
五
）
に
は
、「
有
大
長
者
。
財
富
無

量
。
金
銀
七
宝
。
象
馬
牛
羊
。
奴
婢
人
民
。
倉
庫
盈
溢
。
無
有
男
児
。
唯
有
五

女
。
端
正
聰
達
。
其
婦
懐
妊
。
長
者
命
終
。
時
彼
国
法
。
若
其
命
終
。
家
無
男
兒
。

所
有
財
物
。
悉
応
入
官
。」
と
い
う
。
財
産
や
財
宝
を
積
ん
だ
長
者
に
は
、
男

児
が
無
く
死
後
に
す
べ
て
官
府
に
入
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
ま
た
「
生
経
」

（
巻
第
一
）
に
も
「
有
一
長
者
。
名
号
曰
某
。
財
富
無
量
。
不
能
衣
食
。
不
供

父
母
妻
子
僕
使
。
不
能
布
施
。
一
旦
寿
終
。
財
物
沒
入
官
。
仏
告
諸
比
丘
。
今

此
尊
長
者
。
非
但
今
世
。
慳
貪
愛
惜
財
宝
。
前
世
亦
然
。」
と
い
う
こ
と
に
よ

り
、
蓄
え
た
財
宝
は
官
府
に
入
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
蓄
財
と
は
別

に
、
子
が
宝
で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
は
、「
雑
阿
含
経
」（
巻
第
三
十
六
）
で
あ

り
「
所
愛
無
過
子
、
財
無
貴
於
牛
。」
と
い
う
。
あ
る
い
は
「
仏
所
行
讃
」（
巻

第
一
）
で
も
「
人
於
親
族
中
、
愛
深
無
過
子
。」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
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含
弘
之
徳
、
垂
恩
蓬
体
、
不
貲
之
思
、
報
慰
陋
心
。
載
荷
来
眷
、
無
堪
所

喩
也
。
但
以
稚
時
不
渉
遊
芸
之
庭
、
横
翰
之
藻
、
自
乏
乎
彫
虫
焉
。
幼
年

未
逕
山
柿
之
門
、
裁
歌
之
趣
、
詞
失
乎
聚
林
矣
。

と
い
う
。
こ
こ
に
家
持
の
文
芸
意
識
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、「
遊

芸
の
庭
」
へ
の
関
心
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
国
文
人
た
ち
の
教
養
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、「
山
柿
の
門
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
和
の
歌
の
伝
統
へ
の
関
心
で
あ
る
。

ま
さ
に
漢
文
の
教
養
と
倭
歌
の
伝
統
と
い
う
漢
と
和
の
教
養
の
中
に
、
家
持
は

歌
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
池
主
は
、

忽
辱
芳
音
、翰
苑
凌
雲
。
兼
垂
倭
詩
、詞
林
舒
錦
。
以
吟
以
詠
、能
蠲
戀
緒
。

春
可
樂
。
暮
春
風
景
、
最
可
怜
。
紅
桃
灼
〻
、
戯
蝶
廽
花
舞
、
翠
柳
依
〻
、

嬌
鸎
隠
葉
歌
。（
巻
十
七
・
三
九
六
七
序
文
）

と
返
し
て
い
る
。
家
持
の
理
想
と
し
た
春
景
を
、
さ
ら
に
美
し
い
暮
春
の
風
景

と
し
て
紅
桃
・
戯
蝶
・
翠
柳
・
嬌
鸎
な
ど
に
よ
っ
て
描
く
の
で
あ
る
。
家
持
の

序
文
や
歌
に
描
か
れ
た
春
景
へ
の
理
念
、
漢
の
教
養
と
倭
の
伝
統
と
い
う
詩
の

方
法
を
理
解
し
た
池
主
は
、
家
持
の
そ
の
よ
う
な
詩
（
歌
）
の
あ
り
方
を
「
倭

詩
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
だ
和
歌
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
い
な
い
時
代

に
、
池
主
は
家
持
の
作
品
が
漢
詩
に
対
し
て
倭
詩
だ
と
呼
ん
だ
の
は
、
家
持
に

家
持
文
学
の
行
く
末
を
指
し
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
漢
と
和
の
教

養
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
の
が
、
越
中
三
賦
と
呼
ば
れ
る
「
二
上
山
賦
」「
遊
覧

布
勢
水
海
賦
」「
立
山
賦
」
で
あ
る
。「
賦
」
と
い
う
の
は
中
国
の
賦
と
い
う
文

芸
形
式
で
あ
り
、
韻
文
で
綴
ら
れ
た
長
詩
で
あ
る
。
そ
れ
を
家
持
は
長
歌
と
い

暮
春
鶯
、
囀
声
於
春
林
。
對
此
節
候
、
琴
罇
可
翫
矣
。

こ
の
中
に
見
え
る
詩
語
の
春
朝
・
春
花
・
流
馥
・
春
苑
・
春
暮
・
春
鶯
・
囀

声
・
春
林
は
、
春
と
い
う
季
節
へ
の
強
い
関
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
越
中
に
は

春
が
遅
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
春
の
風
光
を
い
う
詩
語
が
こ
う

し
て
並
べ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
語
の
中
に
あ
る
べ
き
春
の
風
光
が
篭

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
中
国
古
詩
で
あ
る
「
子
夜
四
時
歌
」

の
「
春
林
花
多
媚
。
春
鳥
意
多
哀
。
春
風
復
多
情
。
吹
我
羅
裳
開
。」（
春
歌
）

に
み
る
よ
う
な
、
美
し
い
春
景
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
梁
元
帝
の
「
春
日
詩
」
に
は
「
春
還
春
節
美
。
春
日
春
風
過
。
春

心
日
日
異
。
春
情
処
処
多
。
処
処
春
芳
動
。
日
日
春
禽
変
。
春
意
春
已
繁
。」

の
よ
う
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
る
べ
き
春
の
風
景
は
、
家
持
文
学
の
新
た
な

出
発
で
あ
り
、
や
が
て
越
中
の
風
土
を
通
し
て
家
持
の
名
歌
が
生
み
出
さ
れ
て

行
く
こ
と
に
な
る
。「
天
平
勝
宝
二
年
三
月
一
日
の
暮
に
、
春
の
苑
の
桃
李
の

花
を
眺
瞩
め
て
作
る
歌
」
と
題
し
た
歌
で
は
、

春
の
苑
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
少
女

                                        

（
巻
十
九
・
四
一
五
九
）

の
よ
う
に
詠
む
。
こ
れ
は
「
春
苑
紅
桃
の
花
」
と
い
う
詩
語
を
翻
訳
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
「
紅
に
ほ
ふ
少
女
」（
巻
十
七
・
四
〇
二
一
）
が
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
の
「
悲
歌
」
に
続
け
て
家
持
が
池
主
に
「
更
贈
歌
一
首
」
に
記
し
た
序
文

に
お
い
て
は
、
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歌
へ
と
い
う
流
れ
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
漢
詩
句
を
通
し
て
歌
が

翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
漢
詩
句
を
も
っ
て
和
歌
が
成
立
す

る
の
は
、
平
安
初
頭
の
大
江
千
里
に
よ
る
『
句
題
和
歌
』
に
見
ら
れ
る
。

五
、『
万
葉
集
』
の
受
容
し
た
仏
典
と
そ
の
表
現
形
成
（
概
要
）

（
ⅰ
）
柿
本
人
麿
と
仏
教
思
想

六
世
紀
中
葉
の
欽
明
天
皇
朝
に
、
百
済
か
ら
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
の
仏
教
の
受
容
に
関
し
て
は
蘇
我
氏
と
物
部
氏
と
の
対
立
を
生
み
が
ら
も
、

鎮
護
国
家
の
仏
教
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
早
期
に
飛
鳥
寺
（
元
興

寺
）
が
建
立
さ
れ
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
斑
鳩
に
法
隆
寺
が
建
立
さ
れ
る
。
天

武
朝
・
持
統
朝
に
は
明
日
香
・
藤
原
の
地
に
大
官
大
寺
な
ど
の
公
的
寺
院
の
建

立
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
聖
徳
太
子
は
仏
教
の
本
質
を
「
世

間
仮
虚
、
唯
仏
是
真
」（
天
寿
国
曼
荼
羅
帳
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
世
は
仮

の
世
界
で
あ
り
、
仏
の
み
が
真
実
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
世
を
無

常
と
す
る
考
え
で
あ
り
、『
長
阿
含
経
』
に
は
「
世
間
無
常
人
命
逝
速
。
喘
息

之
間
猶
亦
難
保（

５
）

。」
と
い
う
よ
う
に
、
世
間
は
無
常
で
人
命
は
速
や
か
に
去
り
、

喘
息
を
す
る
間
に
も
人
命
は
保
ち
難
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

世
間
無
常
の
思
想
は
、
や
が
て
日
本
の
仏
教
を
無
常
観
の
仏
教
と
し
て
覆
い
尽

く
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
万
葉
集
』
が
仏
教
と
ど
の
よ
う
に
出
合
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

う
形
式
に
擬
え
て
、
賦
の
文
芸
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
柿
本
人
麿
以
降
の
長

歌
は
消
滅
の
方
向
へ
と
向
か
う
時
代
に
、
憶
良
の
異
質
な
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
辛

う
じ
て
生
き
残
り
、
家
持
に
よ
っ
て
賦
と
い
う
文
学
に
出
会
い
三
賦
を
詠
む
こ

と
で
長
歌
の
生
命
を
奈
良
朝
文
学
の
一
つ
と
し
て
輝
か
せ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
家
持
の
文
学
は
長
歌
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
す

で
に
奈
良
時
代
は
短
歌
の
時
代
で
あ
っ
た
。
家
持
の
文
学
は
こ
の
短
歌
に
お
い

て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
完
成
に
は
漢
と
倭
の
融
合
と
い
う
課

題
意
識
が
あ
っ
た
。
先
の
「
春
の
苑
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
」
の
歌
は
「
春
苑
紅

桃
の
花
」
と
い
う
漢
詩
句
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
作
歌
方
法
を
明
ら
か
に
示
し
た
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
上
が
り
情
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば

                                        

（
巻
十
九
・
四
二
九
二
）

春
日
遲
々
と
し
て
鶬
鶊
正
に
啼
く
。
悽
惆
の
意
は
歌
に
非
ず
は
撥

ひ
難
し
。
仍
り
て
此
の
歌
を
作
り
、
式
ち
て
締
緒
を
展
ぶ
。

歌
の
「
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
上
が
り
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
左

注
に
よ
れ
ば
「
春
日
遲
〻
鶬
鶊
正
啼
」
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

歌
句
が
左
注
の
漢
詩
句
を
導
い
た
の
で
は
な
い
。こ
の「
春
日
遲
々
」の
句
は『
詩

経
』
に
典
拠
の
あ
る
こ
と
を
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
が
指
摘
し
て
い
る
。「
豳

風
」
の
七
月
詩
に
よ
れ
ば
「
春
日
遅
遅
。
采
蘩
祁
祁
。
女
心
傷
悲
。
殆
及
公
子

同
帰
。」
と
あ
り
、「
小
雅
」
の
出
車
詩
に
は
「
春
日
遅
遅
。
卉
木
萋
萋
。
倉
庚

喈
喈
。
采
蘩
祁
祁
。」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
詩
経
か
ら
左
注
へ
、
左
注
か
ら
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阿
含
経
』
に
も
「
世
間
無
常
人
命
逝
速
」
と
い
い
、『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』（
卷

第
五
〇
六
）
に
も
「
世
間
無
常
須
臾
磨
滅
」
と
い
い
、『
仏
説
鹿
母
経
』
で
も

「
世
間
無
常
皆
有
別
離
」
と
い
う
。
世
間
に
あ
る
こ
と
は
迅
速
に
し
て
命
を
失

い
、
摩
滅
し
別
離
す
る
こ
と
だ
と
繰
り
返
す
。
そ
の
よ
う
な
理
解
の
上
に
あ
る

こ
と
で
、
人
麿
は
愛
す
る
者
と
の
死
別
を
「
世
間
を
背
き
し
得
ね
ば
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
を
世
間
の
道
理
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
態
度
で
あ
る
。

こ
の
人
麿
に
は
「
柿
本
人
麿
歌
集
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。

巻
向
の
山
辺
響
み
て
徃
く
水
の
水
沫
の
如
し
世
の
人
吾
は

                                          

（
巻
七
・
一
二
六
九
）

巻
向
の
山
辺
を
轟
か
し
て
流
れ
行
く
水
、
そ
の
水
の
沫
の
よ
う
な
こ
の
世
に

生
き
る
我
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
こ
の
世
に
あ
る
自
ら
の
存
在
に
対
し
て
の

自
己
省
察
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、「
水
沫
」
と
「
世

の
人
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
仏
教
の
思
想
が
見
え
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
思
想
は『
方
丈
記
』の
冒
頭
に「
ゆ
く
河
の
な
が
れ
は
た
え
ず
し
て
、

し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ
ど
み
に
う
か
ぶ
う
た
か
た
は
か
つ
き
え
か
つ

む
す
び
て
、
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
る
事
な
し
」
と
述
べ
ら
れ
た
思
想
へ
と
向
か
う

こ
と
に
な
る
。
流
れ
行
く
水
は
絶
え
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
も
と
の
水
で
は
な

く
、
ま
た
淀
み
の
水
の
沫
は
消
え
た
り
結
ん
だ
り
す
る
が
、
久
し
く
留
ま
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
仏
教
の
無
常
の
譬
喩
で
あ
る
。
人
麿
歌
集
の
「
水

沫
」
も
「
世
の
人
」
も
、
こ
の
世
に
久
し
く
留
ま
ら
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
で
あ

天
武
・
持
統
朝
の
仏
教
隆
盛
の
時
代
を
迎
え
て
、
そ
の
時
代
に
活
躍
す
る
柿
本

人
麿
の
作
品
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
麿
が
妻

を
亡
く
し
た
時
に
詠
ん
だ
と
い
う
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
二
首
目
（
巻
二
・
二
一

〇
）
に
、「
世
間
乎
背
之
不
得
者
（
世
間
を
背
き
し
得
ね
ば
）」
と
い
う
。
世
間

の
道
理
に
は
背
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
る
、
妻
の
死
へ
の
絶
望
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
世
間
」
と
い
う
こ
と
へ
の
理
解
が
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
で
に
聖
徳
太
子
が
「
世
間
虚
仮
」
と
述
べ
た
「
世
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
虚

仮
」
で
あ
る
と
い
う
道
理
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
麿
は
世
間
の

道
理
に
背
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
世
間
と
い
う
の
は

世
の
中
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
よ
」
は
竹
の
節
と
節
の
間
を
い
う
語
で
あ
る
。

古
代
日
本
人
は
人
が
生
き
て
い
る
間
を
「
よ
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。「
齢
」

の
「
よ
」
で
あ
る
。
生
ま
れ
て
死
ぬ
ま
で
の
間
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
常
と
い

う
考
え
は
な
い
。
死
は
「
よ
」
の
外
へ
と
過
ぎ
去
る
こ
と
で
あ
り
、
木
の
葉
が

散
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
へ
と
隠
れ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
仏
教
の
「
世
間
」
と
い
う
理
解
が
及
ぶ
と
、
こ
の
世
は
無
常
の

場
所
と
な
り
「
虚
仮
」
な
の
だ
と
い
う
理
解
へ
と
至
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
は

「
出
三
界
外
楽
門
」
に
い
う
「
仏
世
尊
説
。
三
界
世
間
総
是
苦
聚
。
非
惟
一
苦

而
已
。
又
是
無
常
無
我
不
浄
。
終
帰
於
空
。」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
世
間
は
す
べ
て
苦
の
集
ま
る
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
苦
に
あ
ら
ず
無

常
、
無
我
、
不
浄
に
し
て
つ
い
に
空
に
帰
す
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
こ
の
世
間

の
道
理
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
者
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
先
の
『
長
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う
な
時
代
状
況
を
受
け
て
、『
万
葉
集
』
も
大
き
な
動
き
を
見
せ
始
め
る
。
川

原
寺
の
倭
琴
に
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
歌
に
は
、「
世
間
の
無
常
を
厭
へ
る
歌

二
首
」
と
い
う
題
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

生
き
死
に
の
二
つ
の
海
を
厭
は
し
み
潮
干
の
山
を
偲
ひ
つ
る
か
も

                                        

（
巻
十
六
・
三
八
四
九
）

世
の
間
の
繁
き
借
廬
に
住
み
住
み
て
至
ら
む
国
の
た
づ
き
知
ら
ず
も

                                            

（
同
・
三
八
五
○
）

人
は
生
死
の
海
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し
た
生
死
の
海
を
逃
れ
て
潮
干

の
山
を
望
む
の
だ
と
い
い
、
こ
の
世
の
仮
の
宿
り
に
住
み
飽
き
て
、
行
く
べ
き

国
を
求
め
て
も
方
法
が
知
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
。『
大
方
広
仏
華
厳
経
疏
』（
巻

第
九
）に
は「
自
利
因
果
二
海
居
後
。
又
衆
生
一
海
」と
あ
る
。『
仏
所
行
讃
』（
巻

第
三
）
に
は
「
嗚
呼
生
死
海
、
輪
転
無
窮
已
」
と
あ
る
。『
広
弘
明
集
』（
第
二

十
七
）で
は
蕭
子
良
が「
出
三
界
外
楽
門
」に「
衆
生
猶
自
流
転
。
生
死
海
中
。」

と
述
べ
て
い
る
。
世
間
の
無
常
を
厭
う
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
の
中
に
生
き
る

こ
と
を
嫌
う
こ
と
で
あ
る
。
世
の
中
と
い
う
の
は
人
々
が
世
俗
の
塵
埃
に
生
き

る
場
所
で
あ
り
、
世
間
と
い
う
の
は
、
常
に
移
り
流
れ
て
留
ま
ら
な
い
世
界
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
間
に
は
常
住
不
変
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
く
、
す
べ

て
が
変
化
を
続
け
る
場
所
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
間
と
い
う
場
所
を

厭
う
と
い
う
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
。「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
と
い
う
の
は

聖
徳
太
子
の
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
の
思
想
で
は
「
世
間
常
無
常
」
と
い
い
、

「
世
間
無
常
人
命
逝
速
」
と
い
う
の
が
一
つ
の
教
え
で
あ
る
。
こ
の
世
の
立
派

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
大
宝
積
経
』（
巻
第
九
十
四
）
で
は
「
色
如
水
沫
。
即

是
生
滅
不
得
久
住
。
受
如
水
泡
。
即
是
生
滅
不
得
久
住
。」
と
い
い
、『
正
法
念

処
経
』（
巻
第
三
十
四
）
で
は
「
猶
如
水
沫
。
滅
已
不
生
。」
と
い
い
、『
妙
法

聖
念
処
経
』（
巻
第
五
）
で
は
「
如
泡
如
水
沫
、
如
電
如
浮
雲
。」
と
い
う
。
一

所
に
留
ま
ら
ず
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
も
の
が
水
沫
で
あ
り
、
無
常
の
象
徴
的

存
在
で
あ
る
。
そ
の
水
沫
と
同
じ
も
の
が
こ
の
世
に
生
き
る
「
吾
」
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
無
常
の
根
拠
で
あ
り
、
広
く
『
大
宝
積
経
』（
巻
第
一

〇
四
）
に
は
「
如
幻
如
夢
。
如
響
如
影
。
如
鏡
像
如
芭
蕉
。
如
聚
沫
如
水
泡
。」

の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
る
。「
世
人
」
と
い
う
の
も
「
世
間
人
」
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
『
仏
所
行
讃
』（
巻
第
三
）
に
「
嗚
呼
世
間
人
、
愚
惑
癡
闇
障
」
と
い

わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、仏
の
真
理
を
理
解
し
得
な
い
愚
か
な
存
在（
凡

夫
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
水
沫
の
如
し
世
の
人
吾
は
」
に
は
、
水
沫
で
あ

る
我
と
い
う
存
在
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
そ
の
真
理
を
理
解
出
来
な
い
我
の
存

在
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
現
実
に
生
き
る
者
が
凡
夫
と

な
り
、
仏
教
の
教
理
と
の
間
に
苦
悩
す
る
者
が
出
現
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

（
ⅱ
）
旅
人
と
憶
良
の
仏
教
思
想

奈
良
朝
に
入
る
と
、
仏
教
は
広
く
古
代
日
本
を
覆
う
こ
と
に
な
る
。
す
で
に

行
基
の
活
動
が
始
ま
り
、
仏
教
は
国
家
仏
教
と
と
も
に
民
衆
仏
教
へ
と
向
か
い
、

私
度
僧
が
巷
に
溢
れ
る
様
相
を
呈
す
こ
と
に
な
る
。
山
林
に
逃
亡
し
て
修
行
を

す
る
僧
た
ち
も
多
く
、
私
度
は
社
会
現
象
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
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み
を
「
大
宰
帥
大
伴
卿
の
凶
問
に
報
ふ
る
歌
」（
巻
五
・
七
九
三
）
と
し
て
次

の
よ
う
な
作
品
を
詠
ん
で
い
る
。

禍
故
重
疊
し
、
凶
問
累
集
す
。
永
く
崩
心
の
悲
び
み
を
懐
き
、
独

り
断
腸
の
泣
を
流
す
。
但
、
両
君
の
大
助
に
依
り
て
、
傾
命
纔
に

継
ぐ
の
み
。〔
筆
の
言
を
尽
く
さ
ぬ
は
古
今
の
歎
く
所
な
り
〕

世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り

禍
が
重
な
り
悪
い
報
せ
も
累
集
し
て
断
腸
の
涙
を
流
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

そ
の
思
い
を
詠
ん
だ
の
が
、「
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
発
言
は
、
あ
の
聖
徳
太
子
の
述
べ
た
と
い
う
「
世
間
虚
仮
」
の
翻
訳
で
あ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
禍
や
悪
い
報
せ
に
よ
り
悲
し
み
、
断
腸
の
涙
を
流
し
な
が
ら

世
間
は
無
常
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
旅

人
の
理
解
は
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
旅
人
が「
空
し
」と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、『
大

般
若
波
羅
蜜
多
経
』（
巻
第
四
）
に
あ
る
「
色
不
異
空
。
空
不
異
色
。
色
即
是
空
。

空
即
是
色
。」
の
よ
う
な
「
空
」
の
思
想
も
理
解
さ
れ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
「
世
間
空
」
の
根
本
の
思
想
で
あ
る
。
た
だ
、
聖
徳
太
子
と
異
な
る
こ

と
は
、そ
れ
ゆ
え
に
太
子
は
「
唯
仏
是
真
」
な
の
だ
と
述
べ
た
が
、旅
人
は
「
ま

す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
」
と
嘆
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
唯
仏
是
真
」

だ
と
い
う
こ
と
へ
の
旅
人
の
葛
藤
が
あ
る
。

こ
の
旅
人
の
断
腸
の
悲
し
み
を
受
け
て
、
そ
れ
を
慰
め
た
の
が
す
で
に
筑
前

国
守
（
国
府
は
大
宰
府
庁
に
あ
っ
た
）
と
し
て
着
任
し
て
い
た
山
上
憶
良
で
あ

る
。
こ
の
旅
人
の
悲
し
み
を
ど
の
よ
う
に
慰
め
る
べ
き
か
、
憶
良
の
悩
み
は
大

な
家
も
、
あ
く
ま
で
も
仮
の
住
ま
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世

間
無
常
を
厭
う
と
い
う
歌
は
、
生
と
死
の
二
つ
の
海
を
厭
わ
し
い
と
思
う
こ
と

に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
潮
干
の
山
を
こ
う
し
て
願
い
続
け
る
の
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
生
と
死
の
二
つ
の
海
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
間
は
生
と
死
と
が
綯
い
交

ぜ
と
な
っ
て
存
在
す
る
苦
し
み
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
二
つ
の
苦
し
み
の
海

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
苦
し
み
の
海
か
ら
逃
れ
、
潮
干
の
山
を

願
う
と
い
う
。
世
間
と
い
う
の
は
生
死
輪
廻
の
止
ま
ら
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と

の
理
解
で
あ
り
、
仏
教
の
教
え
の
五
濁
地
か
ら
の
厭
離
を
い
う
の
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
、
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
は
仮

の
住
ま
い
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
穢
土
に
住
み
続
け
る
こ
と
だ
と
い
う
。

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』（
巻
第
二
十
五
）
に
は
「
虚
偽
誑
詐
。
仮
住
須
臾
。
誑

惑
凡
人
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
の

歌
は
、
僧
中
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
河
原
寺
の
仏
堂
の
中
の
倭
琴
の
面

に
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
は
琴
歌
と
し
て
仏
の
教
え

を
乞
い
願
う
衆
人
に
広
く
示
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
至
ら
む
国
の
た

づ
き
知
ら
ず
も
」
と
い
う
の
は
衆
生
の
普
遍
の
嘆
き
で
あ
り
、
そ
の
国
へ
と
至

る
た
め
の
道
案
内
を
説
く
の
が
僧
の
役
割
で
あ
る
。
五
戒
を
守
り
三
宝
を
敬
い

布
施
を
行
う
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
思
想
と
倭
の
歌
が
本
格
的
に
交
わ
る
の
は
、
大
宰
府
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
神
亀
四
（
七
二
七
）
年
末
か
ら
神
亀
五
（
七
二
八
）
年
春
こ

ろ
に
大
宰
帥
に
赴
任
し
た
大
伴
旅
人
は
、
同
行
し
た
妻
を
亡
く
し
、
そ
の
悲
し
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憶
良
の
文
学
は
仏
教
の
思
想
を
除
い
て
論
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
仏
教

思
想
は
濃
厚
に
溢
れ
て
い
る
。
常
に
生
老
病
死
の
四
苦
を
取
り
上
げ
、
ま
た
愛

別
離
苦
も
そ
の
範
囲
に
あ
っ
て
説
か
れ
る
。
そ
れ
ら
は
世
間
に
見
ら
れ
る
人
間

の
苦
し
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
憶
良
は
八
大
辛
苦
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
人
の
世

の
辛
苦
の
現
れ
を
追
い
求
め
る
の
が
憶
良
で
あ
る
。
そ
こ
に
思
い
至
っ
た
の
は
、

す
べ
て
の
存
在
が
仮
合
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
常
に
離
合
す
る
中
に
存
在

す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
離
合
は
地
水
火
風
と
い
う
四
大
に
よ
っ

て
生
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
身
も
そ
の
よ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
説
い
た
「
俗
の
道
の
仮
に
合
ひ
即
ち
離
れ
去
り
易
く
留
ま
り
難
き
を
悲

歎
す
る
詩
一
首
并
せ
て
序
」（
巻
五
）
の
漢
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

竊
に
以
る
に
、釈
慈
の
示
教
〔
釈
氏
慈
氏
を
謂
ふ
〕
は
、先
づ
三
帰
〔
仏

法
僧
に
帰
依
す
る
を
謂
ふ
〕
五
戒
を
開
き
て
、
法
界
を
化
し
〔
一
に
不

煞
生
、
二
に
不
偸
盜
、
三
に
不
邪
婬
、
四
に
不
妄
語
、
五
に
不
飲
酒
を
謂
ふ
〕、

周
孔
の
垂
訓
は
、
前
に
三
綱
〔
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
を
謂
ふ
〕
五
教
を

張
り
て
、以
て
邦
国
を
済
ふ
〔
父
義
、母
慈
、兄
友
、弟
順
、子
孝
を
謂
ふ
〕。

故
に
知
る
、
引
導
は
二
な
り
と
雖
も
、
悟
を
得
る
は
惟
一
な
り
。
但
、

以
る
に
世
に
恒
質
無
く
、
所
以
に
陵
谷
は
更
に
変
り
、
人
に
定
期

無
く
、
所
以
に
寿
夭
は
同
じ
か
ら
ず
。
撃
目
の
間
に
、
百
齢
已
に

尽
き
、
申
臂
の
頃
に
、
千
代
も
亦
空
し
。
旦
に
は
席
上
の
主
と
作

る
も
、
夕
に
は
泉
下
の
客
と
為
る
。
白
馬
走
り
来
た
り
、
黄
泉
に

き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
無
題
の
詩
で
あ
る
。

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

従
来
此
の
穢
土
を
厭
離
し
、
本
願
は
生
を
彼
の
浄
刹
に
託
せ
む
こ
と
を
。

「
愛
河
」
は
愛
欲
の
河
で
あ
り
、
人
は
愛
着
に
よ
っ
て
深
い
河
に
溺
れ
る
と

い
う
仏
教
思
想
で
あ
る
。『
正
法
念
処
経
』（
巻
第
四
十
八
）
に
は
「
在
愛
河
中
。

愛
河
漂
已
。」
と
あ
り
、
人
は
愛
欲
の
河
に
漂
流
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ

ら
に「
苦
海
」と
い
う
の
も
、『
正
法
念
処
経
』（
巻
第
四
十
八
）で
は
続
け
て「
入

生
死
海
。
流
転
常
行
。」
と
あ
り
、
人
は
生
死
の
海
に
常
に
流
転
す
る
の
だ
と

い
う
。
無
題
詩
に
い
う
「
愛
河
の
波
浪
」
や
「
苦
海
の
煩
脳
」
は
、
こ
の
よ
う

な
思
想
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
妻
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
愛

河
の
波
浪
を
離
れ
、
苦
海
の
煩
悩
か
ら
も
離
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
穢
土
か
ら

の
離
脱
で
あ
り
、
そ
れ
は
浄
土
へ
と
向
か
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、

深
い
仏
教
思
想
に
満
ち
て
い
る
。
こ
の
無
題
詩
に
は
序
文
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

「
四
生
の
起
滅
は
、
夢
の
皆
空
し
き
が
方
く
、
三
界
の
漂
流
は
、
環
の
息
ま
ぬ

が
喩
し
。」
と
い
う
。
仏
教
思
想
に
よ
り
こ
の
世
の
無
常
が
説
か
れ
、「
紅
顏
は

三
従
と
共
に
長
く
逝
き
、
素
質
は
四
徳
と
与
に
永
く
滅
ぶ
。」
と
も
い
う
よ
う

に
、
夫
婦
の
愛
が
説
か
れ
る
。
そ
の
夫
婦
の
愛
が
「
愛
河
の
波
浪
」
な
の
で
あ

り
、
ま
た
「
苦
海
の
煩
脳
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
に
仏
教
の
無

常
と
一
方
に
夫
婦
の
愛
と
い
う
の
が
、
こ
の
世
の
矛
盾
で
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り

越
え
る
の
が
死
な
の
だ
と
い
う
理
解
に
あ
る
。
以
後
に
、
憶
良
は
こ
の
理
解
の

中
か
ら
仏
の
道
理
と
対
峙
す
る
多
く
の
歌
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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は
仮
合
の
変
化
に
よ
り
無
常
な
の
だ
と
い
う
こ
と
へ
の
覚
悟
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
無
常
へ
の
覚
悟
に
よ
っ
て
却
っ
て
憶
良
の
嘆
き
が
導
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
で
に
憶
良
は
旅
人
を
慰
め
る
悼
亡
文
で
「
蓋
聞
、
四
生
起
滅
、
方

夢
皆
空
、
三
界
漂
流
、
喩
環
不
息
」（
巻
五
）
だ
と
述
べ
て
い
る
。
生
も
死
も

す
べ
て
空
な
の
で
あ
り
、
生
死
は
三
界
を
漂
流
し
て
永
遠
に
止
む
こ
と
は
な
い

と
い
う
。

こ
の
三
界
の
無
常
に
つ
い
て
よ
り
深
く
省
察
を
試
み
た
の
が
、
六
朝
士
大
夫

の
蕭
子
良
で
あ
る
。「
浄
住
子
浄
行
法
門
」
の
「
三
界
内
苦
門
」
で
は
、「
夫
れ

三
界
は
牢
獄
に
し
て
四
囲
輪
転
す
。
在
家
出
家
未
だ
我
倒
を
断
た
ず
、
免
れ
得

る
者
無
し
。
す
で
に
生
死
の
身
に
纏
う
と
こ
ろ
と
な
る
。
心
労
累
な
り
、
遷
変

窮
ま
り
無
し
。
こ
れ
苦
に
あ
ら
ざ
る
は
無
し
。
故
に
、
経
に
云
う
、
三
界
皆
空

な
り
。」
と
の
べ
て
、
人
々
が
飲
食
・
衣
服
・
栄
位
な
ど
の
楽
し
み
と
な
る
も

の
が
す
べ
て
苦
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、「
ゆ
え
に
大
聖
は
三
界
の
牢
獄
な
る
を

覚
察
し
、苦
を
知
り
迷
わ
ず
生
死
を
解
脱
す
。」
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
蕭
子
良
は
続
い
て
「
出
三
界
外
楽
門
」（「
浄
住
子
浄
行
法
門
」）
を
説
く

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
仏
世
尊
説
く
。
三
界
世
間
は
総
て
こ
れ
苦
な
り
。
聚

ま
る
と
こ
ろ
は
唯
一
苦
の
み
に
あ
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
無
常
、
無
我
、
不
浄
に

し
て
終
に
空
に
帰
す
。
出
世
の
外
は
即
ち
常
楽
あ
り
。」
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
三
界
世
間
を
逃
れ
る
た
め
に
は
身
命
を
捨
て
、
衆
生
を
憐
愍
す
る
こ
と
、

父
母
・
師
長
・
聖
賢
を
礼
拝
す
る
こ
と
、
光
燈
を
以
て
供
養
し
人
に
施
す
こ
と
、

慈
仁
を
行
い
衆
生
を
杖
打
た
な
い
こ
と
、
虫
命
を
踏
ま
な
い
こ
と
、
節
食
に
よ

は
何
に
か
及
か
む
。
隴
上
の
青
松
は
、
空
し
く
信
釼
を
懸
け
、
野

中
の
白
楊
は
、
但
悲
風
を
吹
く
。
是
れ
知
る
、
世
俗
に
は
本
よ
り

隠
遁
の
室
無
く
、
原
野
に
は
唯
長
夜
の
台
有
る
の
み
。
先
聖
は
已

に
去
り
、
後
賢
は
留
ま
ら
ず
。
如
し
贖
ひ
て
免
る
る
べ
き
者
有
ら
ば
、

古
人
誰
か
価
金
無
か
ら
ん
や
。
未
だ
独
り
存
し
て
、
遂
に
世
の
終

り
を
見
る
者
を
聞
か
ず
。
所
以
に
、
維
摩
大
士
は
玉
体
を
方
丈
に

疾
ま
し
め
、
釈
迦
能
仁
は
金
容
を
双
樹
に
掩
ふ
。
内
教
に
曰
は
く
、

黒
闇
の
後
に
来
る
を
欲
せ
ず
は
、
徳
天
の
先
に
至
る
に
入
る
こ
と

な
か
れ
。〔
徳
天
は
生
な
り
、
黒
闇
は
死
な
り
〕
故
に
知
る
、
生
に
は

必
ず
死
有
り
。
死
を
も
し
欲
は
ず
は
生
ま
れ
ぬ
に
如
か
ず
。
況
む
や
、

縦
し
始
終
の
恒
数
を
覚
る
と
も
、
何
そ
存
亡
の
大
期
を
慮
む
。

俗
道
の
変
化
は
猶
ほ
目
を
撃
つ
が
ご
と
く
、
人
事
の
経
紀
は
臂
を
申
ぶ
る

が
如
し
。
空
し
く
浮
雲
と
大
虚
を
行
き
、
心
力
共
に
尽
き
て
寄
る
所
無
し
。

「
俗
の
道
の
仮
に
合
ひ
即
ち
離
れ
去
り
易
く
留
ま
り
難
き
」
と
い
う
の
は
、

地
水
火
風
の
四
大
に
よ
り
す
べ
て
の
生
命
は
生
起
す
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
そ

の
変
化
に
よ
っ
て
す
べ
て
は
消
滅
し
て
行
く
と
い
う
意
で
あ
り
、
そ
の
変
化
を

嘆
く
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
仮
合
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。『
法

華
義
記
』（
巻
第
一
）
に
「
亦
言
仮
合
身
也
」
と
あ
り
、『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』

（
巻
八
）
に
「
如
是
之
身
地
水
火
風
仮
合
」
と
あ
る
。
こ
の
作
品
は
こ
う
し
た

仮
合
に
よ
る
生
死
の
原
理
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
儒
教
も

仏
教
も
帰
す
る
と
こ
ろ
一
つ
の
教
え
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
存
在
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る
」
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
「
存
亡
の
大
期
」
は
、
人
智
で

は
知
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
「
三
界
の
漂
流
」
を
指
し
示
す
言
葉
で
は
な
い
か
。
先
に
蕭

子
良
は
「
三
界
内
苦
」
を
説
き
、
そ
し
て
「
出
三
界
外
楽
」
を
説
い
た
。
三
界

世
間
は
車
の
輪
転
す
る
よ
う
に
、
生
死
輪
廻
の
世
界
だ
と
い
い
、
そ
こ
に
は
生

老
病
死
の
苦
し
み
が
起
滅
し
、
無
常
の
世
界
で
あ
る
と
説
い
た
。
憶
良
は
「
悼

亡
詩
文
」
で
「
四
生
の
起
滅
は
夢
の
よ
う
に
空
し
く
、
三
界
の
漂
流
は
環
の
よ

う
に
永
遠
に
繰
り
返
す
。」
と
い
う
無
常
の
原
理
を
述
べ
た
。
こ
の
文
脈
の
流

れ
に
あ
る
の
が
、「
縦
覚
始
終
之
恒
数
、
何
慮
存
亡
之
大
期
者
也
。」
で
あ
ろ
う
。

「
三
界
の
漂
流
」（
輪
廻
転
生
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
「
大
期
」
を
知
る
こ
と

な
ど
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
憶
良
の
絶
望
と
も
い
え
る

動
揺
が
あ
る
。
そ
れ
は
六
朝
士
大
夫
ら
が
そ
の
生
き
方
を
仏
教
の
教
え
に
身
を

寄
せ
て
明
ら
か
に
す
る
の
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
憶
良
が
世
間
の
苦
と
生
へ
の

欲
望
と
い
う
二
律
背
反
の
中
に
身
を
置
い
た
の
は
、
彼
ら
の
生
き
方
と
は
決
定

的
と
も
い
え
る
相
異
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
詩
に
お
い
て
「
俗
の
世
の
変

化
は
な
お
目
ば
た
き
の
間
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
人
が
生
き
る
事
の
経
過
は

臂
を
伸
ば
す
間
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
空
し
く
浮
き
雲
と
大
空
を
行
き
、
心

力
は
共
に
尽
き
て
寄
る
べ
き
所
も
無
い
。」
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
知
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
こ
そ
六
朝
思
想
を
超
え
て
孤
立
す
る
憶
良
文
学
の
成

立
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

り
上
味
は
人
に
施
す
こ
と
な
ど
の
浄
行
を
諭
す
の
で
あ
る
。
三
界
世
間
の
苦
と

因
果
応
報
と
が
深
く
関
わ
る
こ
と
を
以
て
、
三
界
世
間
の
苦
か
ら
い
か
に
し
て

逃
れ
る
か
が
「
出
三
界
外
楽
門
」
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
三
界
世
間
が
牢
獄
の

ご
と
き
苦
の
世
界
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
車
輪
の
ご
と
く
輪
転
す
る
輪
廻
の
世

界
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
浄
行
を
な
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
。
そ

れ
は
憶
良
が
漢
文
の
文
章
の
「
沈
痾
自
哀
文
」
に
お
い
て
「
わ
た
し
は
胎
生
か

ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
自
分
か
ら
修
善
の
志
が
あ
り
、
か
つ
て
悪
を
な
す
よ
う

な
心
は
無
か
っ
た
〔
諸
悪
莫
作
、
諸
善
奉
行
の
教
え
を
聞
く
こ
と
を
い
う
〕。
そ
れ

で
三
宝
を
礼
拝
し
、
日
に
勤
め
な
い
こ
と
は
無
く
〔
日
毎
に
誦
経
し
、
発
露
懺
悔

を
し
た
〕
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
一
つ
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
三
界
世
間
の
苦
の
原
理
を
も
う
い
ち
ど
繰
り
返
し
た
の
が
、
こ

の
序
文
の
末
尾
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
況
乎
、
縦
覚
始
終
之
恒
数
、
何
慮
存
亡

之
大
期
者
也
。」
と
い
う
。
憶
良
は
生
ま
れ
れ
ば
必
ず
死
の
あ
る
こ
と
を
定
理

と
し
、
だ
か
ら
、
も
し
死
を
願
わ
な
い
な
ら
生
ま
れ
な
い
の
が
良
い
の
だ
と
い

う
。
人
は
生
死
の
変
化
を
避
け
ら
れ
ず
、
命
に
は
長
命
や
短
命
が
あ
り
、
百
年

と
い
っ
て
も
瞬
き
の
間
に
過
ぎ
る
こ
と
を
も
っ
て
仮
合
の
身
を
悲
嘆
す
る
の
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
三
界
世
間
の
苦
へ
の
も
う
一
つ
の
定
理
が
「
縦
覚
始
終
之
恒

数
、
何
慮
存
亡
之
大
期
者
也
。」
で
あ
る
。「
始
終
の
恒
数
を
覚
る
」
と
い
う
の

は
、
人
に
は
初
め
が
あ
れ
ば
終
わ
り
が
あ
る
と
い
う
恒
の
理
を
知
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
憶
良
は
「
も
し
、
仮
に
」
そ
れ
を
知
っ
た
と
し
て
も
、「
存
亡
の
大
期
」

は
ど
の
よ
う
に
し
て
慮
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
と
い
う
。「
始
終
の
恒
数
を
覚
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前
代
の
旅
人
や
憶
良
の
仏
教
に
対
す
る
態
度
に
比
べ
る
と
、
同
じ
無
常
へ
の

視
点
で
も
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
憶
良
は
仏
教
の
道
理
か
ら

原
理
的
に
人
そ
の
も
の
の
無
常
を
説
い
た
が
、
家
持
は
自
然
の
変
化
に
無
常
を

見
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
半
は
自
然
の
変
化
が
述
べ
ら
れ
る
。
自
然
と
い
う
の

は
「
常
も
な
く
移
ろ
ふ
」
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
後
半
に
人
間
の
変
化
へ
と

目
を
向
け
て
行
く
。
自
然
と
同
じ
よ
う
に
人
間
も
変
化
す
る
存
在
と
し
て
世
間

の
無
常
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
悲
し
む
」
の
だ
と
い
う
。
こ
こ

に
家
持
の
捉
え
た
無
常
と
い
う
の
は
、「
う
つ
ろ
ふ
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
す
べ
て
が
移
り
変
わ
る
と
い
う
道
理
の
中
に
、
家
持
の
無
常
と
い
う

理
解
が
あ
っ
た
。
木
の
葉
が
散
る
の
も
、
川
の
水
が
流
れ
行
く
の
も
、
月
が
満

ち
欠
け
す
る
の
も
自
然
の
道
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
仏
教
の
無
常
の
中
で
理

解
さ
れ
る
時
に
、
す
べ
て
は
「
う
つ
ろ
ひ
」
と
い
う
空
無
の
彼
方
へ
と
流
れ
ゆ

く
の
で
あ
る
。
憶
良
の
い
う
「
四
生
の
起
滅
は
、
夢
の
皆
空
し
き
が
方
く
、
三

界
の
漂
流
は
、
環
の
息
ま
ぬ
が
喩
し
。」（
巻
五
悼
亡
文
）
と
い
う
原
理
へ
と
回

収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
家
持
に
は
仏
教
の
救
済
に
直
接
的
に
向
き
合
っ
た
「
臥
病
悲
無
常
、
欲

修
道
作
歌
」
の
二
首
が
あ
る
。「
修
道
」
と
は
悟
り
を
得
る
た
め
の
修
行
で
あ
る
。

う
つ
せ
み
は
数
な
き
身
な
り
山
川
の
清
け
き
見
つ
つ
道
を
尋
ね
な

                                        

（
巻
二
十
・
四
四
六
八
）

渡
る
日
の
影
に
競
ひ
て
尋
ね
て
な
清
き
そ
の
道
ま
た
も
逢
は
む
た
め

                                          

（
同
十
・
四
四
六
九
）

（
ⅲ
）
大
伴
家
持
と
仏
教
思
想

家
持
は
東
大
寺
建
立
の
時
代
に
生
き
た
歌
人
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
が
仏
弟
子

と
な
る
ほ
ど
の
熱
い
信
仰
に
よ
っ
て
仏
教
隆
盛
の
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

折
り
し
も
陸
奥
か
ら
は
黄
金
の
出
土
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
家
持
は
仏
教
に
対

し
て
寡
黙
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
「
悲
世
間
無
常
歌
」（
巻
十
九
・
四
一

六
〇
題
詞
）
の
作
品
の
あ
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
仏
教
の
思
想
に
ま
っ
た
く
無

関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
世
間
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
ほ
ぼ

常
識
と
な
っ
た
仏
教
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
悲
し
む
と
い
う
の
は
家
持
の
心
裡

的
立
場
で
あ
る
。
そ
の
作
品
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

天
地
の　

遠
き
始
め
よ　

俗
の
中
は　

常
無
き
も
の
と　

語
り
続
ぎ　

流
ら
へ
来
た
れ　

天
の
原　

振
り
放
け
見
れ
ば　

照
る
月
も　

盈
欠
け

し
け
り　

あ
し
ひ
き
の　

山
の
木
末
も　

春
去
れ
ば　

花
開
き
に
ほ
ひ

　

秋
づ
け
ば　

露
霜
負
ひ
て　

風
交
り　

黄
葉
落
り
け
り　

現
実
も　

か
く
の
み
な
ら
し　

紅
の　

色
も
移
ろ
ひ　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
髮
変
は

り　

朝
の
咲
み　

暮
変
は
ら
ひ　

吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
如
く　

逝
く

水
の　

止
ま
ら
ぬ
ご
と
く　

常
も
な
く　

移
ろ
ふ
見
れ
ば　

に
は
た
づ

み　

流
る
る
渧　

留
み
か
ね
つ
も
（
四
一
六
〇
）

言
問
は
ぬ　

木
す
ら
春
開
き　

秋
づ
け
ば　

黄
葉
散
ら
く
は　

常
を
な

み
こ
そ　

一
に
云
は
く
、
常
無
け
む
と
そ
（
四
二
六
一
）

う
つ
せ
み
の　

常
無
き
見
れ
ば　

世
の
間
に　

情
つ
け
ず
て　

念
ふ
日

そ
多
き　

一
に
云
は
く
、
嘆
く
日
そ
多
き
（
四
一
六
二
）
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魔
術
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
行
基
の
活
動
も
こ
の
よ

う
な
中
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
家
持
の
理
解
す
る
山
林
仏
教
は
正
当

な
方
法
で
あ
り
、
山
林
は
静
寂
な
処
と
し
て
世
俗
の
貪
欲
や
瞋
恚
の
心
を
去
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。「
山
川
の
清
け
き
見
つ
つ
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た

仏
典
の
上
で
理
解
し
た
修
道
で
あ
り
、
そ
こ
へ
と
向
か
う
家
持
の
心
の
動
き
で

あ
る
。『
懐
風
藻
』
に
は
家
持
と
同
時
代
の
釈
道
融
の
「
山
中
」
と
題
す
る
詩

に
は
、山

中
今
何
に
か
在
る
、
倦
禽
は
日
暮
れ
に
還
る
。
草
廬
風
湿
の
裏
、
桂

月
水
石
の
間
。
残
果
宜
し
く
老
に
遇
う
べ
く
、
衲
衣
且
た
寒
を
免
れ
し
む
。

茲
の
地
伴
侶
無
く
、
杖
を
携
え
て
峯
巒
に
上
る
。

と
あ
り
、
僧
の
山
中
修
行
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
厳
し
い
修
行
に
は
伴
侶
も

な
く
、
さ
ら
に
杖
を
つ
い
て
高
み
へ
と
上
る
の
だ
と
い
う
。

二
首
目
の
、「
渡
る
日
の
影
に
競
ひ
て
尋
ね
て
な
」
も
同
じ
家
持
の
心
の
動

き
で
あ
る
。
仏
の
真
理
に
触
れ
れ
ば
、
一
刻
も
早
く
こ
の
無
常
の
世
を
去
る
こ

と
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
太
陽
の
光
と
競
い
道
を
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
渡
る
日
」
に
は
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
る
。
渡
る
日
の
影
と
い
う
の
は
西
に

沈
む
太
陽
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
沈
む
日
に
競
っ
て
と
い
う
の
は
、
西
方
浄
土

を
日
と
競
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
身
体
的
行
為
で
は
な
い
。
こ

れ
は
、
観
想
と
い
う
方
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
教
え
る
の
が

『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。

仏
告
韋
提
希
。
汝
及
衆
生
。
応
当
專
心
。
繋
念
一
処
。
想
於
西
方
。
云
何

こ
の
時
代
に
在
家
の
立
場
で
仏
教
の
修
道
を
願
う
と
い
う
こ
と
が
現
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
的
な
願
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
私
度
と
し
て
の
修
道

で
あ
る
。
そ
の
修
道
の
原
因
は
「
う
つ
せ
み
は
数
な
き
身
」
に
あ
る
。
こ
の
現

実
の
世
に
生
き
る
身
と
い
う
の
は
、
数
に
も
入
ら
な
い
存
在
だ
と
い
う
理
解
に

よ
る
。『
大
般
涅
槃
経
』（
巻
上
）で
は「
生
死
甚
危
脆
、身
命
悉
無
常
」と
い
い
、『
菩

薩
本
縁
経
』（
巻
十
四
）
で
は
「
捨
棄
己
身
命
、
猶
如
草
糞
穢
」
と
ま
で
い
う
。

こ
の
世
俗
の
身
は
無
常
で
あ
り
、
そ
れ
は
草
糞
の
穢
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。

そ
の
よ
う
な
理
解
は
「
数
な
き
身
」
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
身
を

捨
棄
せ
よ
と
い
う
の
が
仏
の
教
え
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
欲
修
道
」

と
い
う
家
持
の
思
い
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
修
道
は
仏
の
真
理
を
得
て
悟
り
に
近

づ
く
修
行
で
あ
る
。
そ
の
修
行
の
場
は
「
山
川
」
で
あ
る
と
い
う
。
山
川
は
仙

人
た
ち
の
住
む
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
家
持
の
い
う
山
川
は
山
林
を

道
場
と
す
る
修
行
の
場
で
あ
る
。『
長
阿
含
経
』（
巻
六
）
に
い
う
「
独
在
山
林

閑
静
修
道
。
即
捨
居
家
入
於
山
林
寂
默
思
惟
。」と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
、『
中

阿
含
経
』（
巻
第
二
十
七
）
に
も
「
至
無
事
処
山
林
樹
下
空
安
静
処
。
宴
坐
思

惟
勿
得
放
逸
。」
と
い
う
。
そ
の
山
林
は
『
菩
薩
本
生
鬘
論
』（
巻
第
三
）
に
い

う
「
至
於
山
林
幽
曠
之
処
。
遠
離
貪
欲
瞋
恚
之
心
。」
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
山
林
が
仏
教
の
修
行
道
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
憶
良
の
「
令
反

惑
情
歌
」（
巻
五
・
八
〇
〇
題
詞
）
の
序
に
「
蓋
し
こ
れ
山
沢
に
亡
命
す
る
民

な
ら
む
」
と
い
う
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
当
時
の
史
書
に
は
山
林
逃
亡
者
が
左

道
を
行
う
こ
と
か
ら
、
繰
り
返
し
禁
止
令
が
出
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
仏
教
が
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水
泡
の
よ
う
な
仮
と
し
て
の
身
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
千

歳
の
命
を
願
う
の
だ
と
い
う
。「
水
泡
」
も
「
仮
の
身
」
も
す
で
に
見
て
き
た

仏
教
の
無
常
の
教
え
で
あ
る
。
一
方
に
数
に
も
入
ら
な
い
身
で
あ
る
ゆ
え
に
修

道
を
望
み
、
一
方
に
仮
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
長
い
命
を
望
む
の
だ
と
い
う
。

こ
の
二
つ
の
矛
盾
す
る
態
度
の
中
に
家
持
の
真
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
歌
も
「
水
泡
な
す
仮
れ
る
身
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま

た
「
世
間
」
の
説
明
で
あ
る
こ
と
は
、「
う
つ
せ
み
は
数
な
き
身
」
だ
と
い
う

こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
仮
の
身
で
あ
り
、
数
な
き
身
の
理
解

に
あ
り
な
が
ら
、「
な
ほ
し
願
ひ
つ
千
歳
の
命
を
」
と
願
う
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
あ
の
憶
良
が
「
水
沫
な
す
微
し
き
命
も
栲
縄
の
千
尋
に
も
が
と
願
ひ
暮

し
つ
」（
巻
五
・
九
〇
二
）
と
詠
ん
だ
の
を
受
け
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
憶
良

の
場
合
は
子
を
残
し
て
死
ぬ
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
に
よ
る
長
生
へ
の
願
い
で

あ
る
。
家
持
が
な
ぜ
千
年
の
命
を
願
っ
た
の
か
は
知
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
家

持
は
先
に
「
渡
る
日
の
影
に
競
ひ
て
尋
ね
て
な
」
と
願
っ
て
い
る
。
仏
教
の
教

え
を
前
に
し
て
、
家
持
の
心
は
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
早
く
仏

道
に
入
ろ
う
と
い
う
願
い
と
、
こ
の
世
間
に
あ
っ
て
長
生
で
あ
り
た
い
と
い
う

願
い
と
、
こ
の
二
つ
の
矛
盾
は
、
こ
の
世
に
人
と
し
て
生
き
て
い
る
限
り
解
消

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
家
持
は
仏
教
を
理
解
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
矛
盾

を
背
負
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
家
持
は
こ
の
世
間
に

安
住
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
心
境
に
つ
い
て

家
持
は
先
に
「
悲
世
間
無
常
歌
」
に
お
い
て
、
自
然
も
人
間
も
す
べ
て
移
ろ
う

作
想
。
凡
作
想
者
。
一
切
衆
生
自
非
生
盲
。
有
目
之
徒
皆
見
日
沒
。
当
起

想
念
。
正
坐
西
向
諦
観
於
日
。
令
心
堅
住
。
專
想
不
移
。
見
日
欲
沒
状
如

懸
鼓
。
既
見
日
已
。
閉
目
開
目
皆
令
明
了
。
是
爲
日
想
。
名
曰
初
觀
。

〔
仏
が
韋
提
希
に
告
げ
て
言
う
。
汝
及
び
衆
生
は
ま
さ
に
專
心
し
て
念
を

一
処
に
繋
け
、
西
方
を
想
う
べ
し
。
ど
の
よ
う
に
想
を
作
す
か
。
想
を

作
す
に
は
、
一
切
衆
生
が
盲
目
で
な
け
れ
ば
、
有
目
の
徒
は
み
な
日
沒

を
見
よ
。
ま
さ
に
想
念
を
起
こ
し
、
正
坐
し
て
西
に
向
き
日
を
諦
観
す

べ
し
。
心
を
堅
固
に
し
て
、
專
ら
に
し
て
想
を
移
さ
ず
、
日
が
没
し
よ

う
と
す
る
時
に
懸
鼓
の
如
き
を
見
よ
。
既
に
日
を
見
て
、
目
を
閉
じ
て

も
目
を
開
け
て
も
明
了
な
ら
し
め
よ
。
こ
れ
を
日
想
と
な
し
、
名
づ
け

て
初
観
と
い
う
。〕

家
持
が
「
渡
る
日
の
影
に
競
ひ
て
尋
ね
て
な
」
と
い
う
の
は
日
想
観
の
こ
と

で
あ
り
、
日
が
沈
む
こ
と
を
追
い
か
け
て
、
西
方
浄
土
へ
と
至
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。「
清
き
そ
の
道
ま
た
も
逢
は
む
た
め
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
日
想
観

の
修
道
を
通
し
て
、
や
が
て
こ
の
清
ら
か
な
道
に
ま
た
逢
お
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
日
を
黙
想
し
無
量
寿
の
極
楽
を
思
い
、
そ
の
悟
り
を
得
て
生
を
終
え
た

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
家
持
の
仏
教
理
解
が
対
立
や
葛
藤
を
逃
れ

て
仏
に
向
か
っ
て
い
る
姿
を
見
る
。
し
か
し
、
続
く
「
寿
を
願
ひ
て
作
れ
る
歌

一
首
」
を
み
る
と
、
世
俗
へ
の
思
い
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
。

水
泡
な
す
仮
れ
る
身
そ
と
は
知
れ
れ
ど
も
な
ほ
し
願
ひ
つ
千
歳
の
命
を

                                        

（
巻
二
十
・
四
四
七
○
）
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こ
と
を
述
べ
て
、「
常
も
な
く　

移
ろ
ふ
見
れ
ば　

に
は
た
づ
み　

流
る
る
渧

　

留
み
か
ね
つ
も
」
と
嘆
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
間
に
あ
る
こ
と
は
声

を
上
げ
て
泣
く
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
家
持
の
理
解
す
る
世
間

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
世
間
に
千
年
の
命
を
願
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
等

身
大
の
人
間
の
、
飾
ら
な
い
願
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

注
（
１
）
中
村
啓
信
『
古
事
記
』
角
川
文
庫
に
よ
る
。

（
２
）『
懐
風
藻
』
の
本
文
は
、
辰
巳
『
懐
風
藻
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。

（
３
）『
万
葉
集
』
の
本
文
・
訓
読
は
「
西
本
願
寺
本　

萬
葉
集
」
に
基
づ
き
、
辰
巳
が

作
成
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
４
）
漢
文
文
献
は
、『
文
選
』『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
は
「
雕
龍
古
籍
全
文
検
索
」（
台

湾
得
泓
資
訊
有
限
公
司
版
）
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
５
）
仏
教
文
献
は
、「
大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
東
京
大
学
大
蔵
経
テ
キ

ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
S
A
T
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。




