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『
万
葉
集
に
見
え
る
仏
教
の
諸
相
』
と
題
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
仏
教
語
あ
る
い
は
仏
教
表
現
の
諸
相
と
い
っ
た
ほ
う
が
、
正
確

で
あ
っ
た
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

『
万
葉
集
』
と
仏
教
と
も
う
し
ま
し
て
も
、
あ
ま
り
ぴ
っ
た
り
こ
な
い
取
り
合
わ
せ
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
漢
詩
の
表
現
に
学
ん

だ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
い
え
、
日
本
人
固
有
の
感
性
や
心
情
の
表
現
を
行
っ
た
歌
の
集
積
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
万
葉
集
』
に
仏
教
的

表
現
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
や
や
意
外
な
こ
と
に
属
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』に
も
仏
教
に
関

わ
る
表
現
が
か
な
り
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
と
く
に
巻
五
の
山
上
憶
良
の
歌
や
漢
文
に
は
、
仏
教
用
語
が
多
く
用
い
ら
れ
た
作
品
が
あ

り
ま
す
。

た
だ
、
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、『
日
本
霊
異
記
』の
よ
う
に
僧
侶
が
編
み
、
仏
教
教
化
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
書

物
で
も
、
仏
教
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
も
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
憶
良
の
場
合
で
も
と
う
ぜ
ん
仏
教

的
問
題
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
研
究
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
憶
良
の
歌
や
漢
文
の
場
合
は
仏
教
の
用

語
や
表
現
を
用
い
て
い
る
か
ら
よ
い
の
で
す
が
、『
万
葉
集
』の
な
か
に
は
仏
教
的
表
現
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
明
確
で
は
な
い
も
の
も

あ
っ
て
、
仏
教
的
表
現
と
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
色
々
と
議
論
の
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
『
万
葉
集
』
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
仏
教
文
学
研
究
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
る
仏
教
的
性
格
の
明
確
で
な
い
作
品
全

体
が
か
か
え
て
い
る
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教
関
係
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
な
い
歌
や
物
語
に
な
る
と
、
仏
教

と
無
関
係
な
も
の
と
し
て
も
十
分
理
解
が
成
り
立
つ
わ
け
で
す
か
ら
、
仏
教
的
表
現
と
理
解
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
あ
る
表
現
を
仏
教
的
表
現
で
あ
る
と
認
識
す
る
に
は
仏
教
に
関
わ
る
知
識
が
必
要
で
す
が
、
研
究
者
が
皆
そ
う
し
た
知
識
を
修

得
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
仏
教
的
表
現
に
即
し
た
理
解
は
な
お
の
こ
と
困
難
に
な
る
わ
け
で
す
。

あ
ま
り
よ
い
例
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、『
千
載
集
』
の
中
の
俊
成
の
有
名
な
歌
、

夕
去
れ
ば

野
辺
の
秋
風

身
に
し
み
て

鶉
鳴
く
な
り

深
草
の
里

に
つ
い
て
、
大
谷
大
学
教
授
で
、
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
渡
辺
貞
麿
氏
は
常
々
こ
れ
は
唯
識
の
思
想
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
し
た
。
私
は
何
度
も
説
明
を
受
け
な
が
ら
も
、
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、

私
は
唯
識
に
つ
い
て
渡
辺
氏
の
説
明
を
理
解
で
き
る
だ
け
の
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
ず
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
学
習
も
し
な
い
で
い

る
の
で
、
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
わ
け
で
す
。
日
本
文
学
に
お
け
る
仏
教
的
表
現
の
理
解
に
は
、
基
本
的
に
は
仏
教
語
や
仏
教
思

想
に
関
わ
る
知
識
が
、
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
正
当
に
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

と
よ
り
、
知
識
は
あ
っ
て
も
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
仏
教
的
要
素
を
認
め
た
く
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
結
局
、
仏
教
的
表
現
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
の
有
無
が
、
文
学
作
品
中
の
仏
教
的
要
素
の
認
識
に
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
私
は
仏
教
文
学
研
究
に
関
わ
っ
て
は
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
ほ
ど
知
識
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
先
ほ
ど
の
中
村
先
生
の
よ
う
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に
深
い
内
容
の
あ
る
こ
と
、
思
想
的
な
内
容
に
触
れ
ず
に
、
結
局
、『
万
葉
集
』の
表
現
や
語
句
の
上
辺
を
な
で
な
が
ら
、
表
面
的
な
概

観
を
行
う
こ
と
に
終
始
す
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
万
葉
集
』
の
中
で
特
に
仏
教
に
関
わ
る
表
現
と
い
い
ま
す
と
、
後
で
見
ま
す
と
お
り
、
ま
ず
は
巻
五
、
山
上
憶
良
の
作
品
が
思
い

浮
か
び
ま
す
。
が
、
他
に
も
例
え
ば
中
世
の
釈
教
歌
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
沙
彌
滿
誓
の
歌
、

世
間
を

何
に
譬
へ
む

朝
び
ら
き

漕
ぎ
去
（
い
）
に
し
船
の

跡
な
き
が
ご
と

（
三
｜
三
五
一
）

や
巻
十
六
に
み
え
ま
す
、「
世
間
の
無
常
を
厭
ふ
」
歌
、

生
死
の

二
つ
の
海
を

厭
は
し
み

潮
干
の
山
を

し
の
ひ
つ
る
か
も

（
十
六
｜
三
八
四
九
）

世
間
の

繁
き
仮
假
廬
に

住
み
住
み
て

至
ら
む
国
の

た
づ
き
知
ら
ず
も

（
十
六
｜
三
八
五
〇
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
後
者
に
は
「
河
原
寺
の
仏
堂
の
裏
に
、
倭
琴
の
面
に
あ
る
も
の
な
り
」
と
の
注
記
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
こ
の
世
の
無
常
を
観
じ
た
り
、
無
常
な
こ
の
世
か
ら
の
出
離
を
願
う
気
持
ち
を
表
明
し
た
り
、
い
ず
れ
も
仏
教
の
基
本
的
な
認
識

を
基
盤
に
お
き
な
が
ら
歌
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
前
者
は
沙
弥
満
誓
の
歌
、
後
者
は
巻
十
六
の
歌
で
も
あ
り
、

『
万
葉
集
』を
代
表
す
る
よ
う
な
歌
と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
仏
教
的
な
教
理
に
も
と
づ
い
た
表
現
を

行
っ
た
歌
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
多
く
は
こ
れ
ら
と
少
し
違
っ
て
、
仏
教
と
関
係
の
な
い
文
脈
の
な
か
で
仏
教
的
な
語
句
や
表
現
を

用
い
た
り
、
或
い
は
仏
教
的
表
現
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
と
無
関
係
な
表
現
と
理
解
さ
れ
か
ね
な
い
類
の
歌
で
す
。『
万
葉
集
』で
は
そ
う

い
う
意
味
で
言
い
ま
す
と
、
幅
広
い
仏
教
的
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

柿
本
人
麻
呂
の
無
常
観
の
評
価

そ
こ
で
ま
ず
柿
本
人
麻
呂
の
歌
で
無
常
観
を
詠
ん
だ
歌
か
否
か
問
題
に
さ
れ
る
有
名
な
歌
を
取
り
上
げ
て
、
題
と
方
向
が
違
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
万
葉
集
』の
研
究
者
が
仏
教
的
な
表
現
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
を
少
し
見
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
例
と
す
る
歌
は
二
六
四
番
で
す
。

も
の
の
ふ
の

や
そ
氏
河
の

網
代
木
に

い
さ
よ
ふ
浪
の

去
く
へ
知
ら
ず
も

（
三
｜
二
六
四
）

こ
の
歌
の
注
釈
史
を
簡
単
に
み
ま
す
と
、
僧
契
沖
は
仏
教
的
無
常
観
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
ま
し
た
（『
万
葉
代
匠
記
』
巻
三

『
契
沖
全

集
』
巻
二
所
収
）。
契
沖
は
人
麻
呂
の
表
現
全
般
を
見
通
し
な
が
ら
、
仏
教
的
な
無
常
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
し
た
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
以
後
の
注
釈
は
必
ず
し
も
契
沖
の
理
解
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
、
鹿
持
雅
澄
は
契
沖
の
理
解
に
対
す

る
異
論
を
示
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
単
に
波
が
消
え
て
い
く
情
景
を
詠
ん
だ
歌
な
の
で
あ
っ
て
仏
教
的
な
無
常
を
た
と
え

た
歌
で
は
な
い
（『
万
葉
集
古
義
』
三
巻
之
上
）
と
い
う
わ
け
で
す
。

明
治
以
後
も
、
國
學
院
大
學
教
授
で
あ
っ
た
武
田
祐
吉
氏
は
、
仏
教
関
係
の
表
現
に
も
そ
れ
な
り
に
目
を
向
け
て
お
ら
れ
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
同
じ
柿
本
人
麻
呂
の
一
六
七
番
歌
、
す
な
わ
ち
日
並
皇
子
の
挽
歌
の
表
現
を
例
に
あ
げ
て
仏
教
的
無
常
観

を
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
六
七
番
歌
の
末
に
は
、
皇
子
に
仕
え
て
い
た
舎
人
た
ち
が
主
人
を
亡
く
し
て
困
惑
し
て
い
る
さ
ま
を
、「
そ

こ
ゆ
え
に

皇
子
の
宮
人

行
方
知
ら
ず
も
」
と
表
現
し
て
い
る
の
を
、「
い
さ
よ
ふ
波
の

行
方
知
ら
ず
も
」
と
対
応
さ
せ
、
網
代
木

に
留
め
ら
れ
た
波
が
ど
ち
ら
に
行
っ
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
で
い
る
と
表
現
し
た
の
だ
と
し
て
、
こ
の
歌
は
仏
教
的
無
常
観
を
表
現

し
て
い
る
と
い
う
理
解
を
否
定
さ
れ
ま
し
た
（『
万
葉
集
全
註
釈
』
第
四
巻
）。

六 五



に
深
い
内
容
の
あ
る
こ
と
、
思
想
的
な
内
容
に
触
れ
ず
に
、
結
局
、『
万
葉
集
』の
表
現
や
語
句
の
上
辺
を
な
で
な
が
ら
、
表
面
的
な
概

観
を
行
う
こ
と
に
終
始
す
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
万
葉
集
』
の
中
で
特
に
仏
教
に
関
わ
る
表
現
と
い
い
ま
す
と
、
後
で
見
ま
す
と
お
り
、
ま
ず
は
巻
五
、
山
上
憶
良
の
作
品
が
思
い

浮
か
び
ま
す
。
が
、
他
に
も
例
え
ば
中
世
の
釈
教
歌
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
沙
彌
滿
誓
の
歌
、

世
間
を

何
に
譬
へ
む

朝
び
ら
き

漕
ぎ
去
（
い
）
に
し
船
の

跡
な
き
が
ご
と

（
三
｜
三
五
一
）

や
巻
十
六
に
み
え
ま
す
、「
世
間
の
無
常
を
厭
ふ
」
歌
、

生
死
の

二
つ
の
海
を

厭
は
し
み

潮
干
の
山
を

し
の
ひ
つ
る
か
も

（
十
六
｜
三
八
四
九
）

世
間
の

繁
き
仮
假
廬
に

住
み
住
み
て

至
ら
む
国
の

た
づ
き
知
ら
ず
も

（
十
六
｜
三
八
五
〇
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
後
者
に
は
「
河
原
寺
の
仏
堂
の
裏
に
、
倭
琴
の
面
に
あ
る
も
の
な
り
」
と
の
注
記
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
こ
の
世
の
無
常
を
観
じ
た
り
、
無
常
な
こ
の
世
か
ら
の
出
離
を
願
う
気
持
ち
を
表
明
し
た
り
、
い
ず
れ
も
仏
教
の
基
本
的
な
認
識

を
基
盤
に
お
き
な
が
ら
歌
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
前
者
は
沙
弥
満
誓
の
歌
、
後
者
は
巻
十
六
の
歌
で
も
あ
り
、

『
万
葉
集
』を
代
表
す
る
よ
う
な
歌
と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
仏
教
的
な
教
理
に
も
と
づ
い
た
表
現
を

行
っ
た
歌
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
多
く
は
こ
れ
ら
と
少
し
違
っ
て
、
仏
教
と
関
係
の
な
い
文
脈
の
な
か
で
仏
教
的
な
語
句
や
表
現
を

用
い
た
り
、
或
い
は
仏
教
的
表
現
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
と
無
関
係
な
表
現
と
理
解
さ
れ
か
ね
な
い
類
の
歌
で
す
。『
万
葉
集
』で
は
そ
う

い
う
意
味
で
言
い
ま
す
と
、
幅
広
い
仏
教
的
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

柿
本
人
麻
呂
の
無
常
観
の
評
価

そ
こ
で
ま
ず
柿
本
人
麻
呂
の
歌
で
無
常
観
を
詠
ん
だ
歌
か
否
か
問
題
に
さ
れ
る
有
名
な
歌
を
取
り
上
げ
て
、
題
と
方
向
が
違
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
万
葉
集
』の
研
究
者
が
仏
教
的
な
表
現
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
を
少
し
見
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
例
と
す
る
歌
は
二
六
四
番
で
す
。

も
の
の
ふ
の

や
そ
氏
河
の

網
代
木
に

い
さ
よ
ふ
浪
の

去
く
へ
知
ら
ず
も

（
三
｜
二
六
四
）

こ
の
歌
の
注
釈
史
を
簡
単
に
み
ま
す
と
、
僧
契
沖
は
仏
教
的
無
常
観
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
ま
し
た
（『
万
葉
代
匠
記
』
巻
三

『
契
沖
全

集
』
巻
二
所
収
）。
契
沖
は
人
麻
呂
の
表
現
全
般
を
見
通
し
な
が
ら
、
仏
教
的
な
無
常
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
し
た
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
以
後
の
注
釈
は
必
ず
し
も
契
沖
の
理
解
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
、
鹿
持
雅
澄
は
契
沖
の
理
解
に
対
す

る
異
論
を
示
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
単
に
波
が
消
え
て
い
く
情
景
を
詠
ん
だ
歌
な
の
で
あ
っ
て
仏
教
的
な
無
常
を
た
と
え

た
歌
で
は
な
い
（『
万
葉
集
古
義
』
三
巻
之
上
）
と
い
う
わ
け
で
す
。

明
治
以
後
も
、
國
學
院
大
學
教
授
で
あ
っ
た
武
田
祐
吉
氏
は
、
仏
教
関
係
の
表
現
に
も
そ
れ
な
り
に
目
を
向
け
て
お
ら
れ
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
同
じ
柿
本
人
麻
呂
の
一
六
七
番
歌
、
す
な
わ
ち
日
並
皇
子
の
挽
歌
の
表
現
を
例
に
あ
げ
て
仏
教
的
無
常
観

を
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
六
七
番
歌
の
末
に
は
、
皇
子
に
仕
え
て
い
た
舎
人
た
ち
が
主
人
を
亡
く
し
て
困
惑
し
て
い
る
さ
ま
を
、「
そ

こ
ゆ
え
に

皇
子
の
宮
人

行
方
知
ら
ず
も
」
と
表
現
し
て
い
る
の
を
、「
い
さ
よ
ふ
波
の

行
方
知
ら
ず
も
」
と
対
応
さ
せ
、
網
代
木

に
留
め
ら
れ
た
波
が
ど
ち
ら
に
行
っ
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
で
い
る
と
表
現
し
た
の
だ
と
し
て
、
こ
の
歌
は
仏
教
的
無
常
観
を
表
現

し
て
い
る
と
い
う
理
解
を
否
定
さ
れ
ま
し
た
（『
万
葉
集
全
註
釈
』
第
四
巻
）。
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し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
は
、
有
情
の
皇
子
の
宮
人
を
主
語
に
据
え
て
主
人
を
失
っ
て
行
く
べ
き
方

が
わ
か
ら
な
い
で
い
る
と
い
う
表
現
は
成
り
立
ち
得
て
も
、
無
情
の
無
生
物
を
主
語
立
て
て
、
波
が
行
べ
き
方
が
わ
か
ら
な
い
で
い
る

と
い
う
表
現
は
擬
人
法
以
外
成
り
立
ち
が
た
い
わ
け
で
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
澤
瀉
久
孝
氏
が
で
き
ち
ん
と
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
無
常
観
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
さ
れ
ま
し
た

（『
萬
葉
集
注
釈
』
第
三
巻
）。
た
だ
し
、
こ
こ
に
み
え
る
無
常
観
を
澤
瀉
氏
は
仏
教
的
無
常
観
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

澤
瀉
氏
は
伊
勢
神
宮
の
御
師
の
家

伊
勢
神
宮
に
団
参
す
る
人
た
ち
を
組
織
し
て
、伊
勢
に
導
き
泊
め
る
宗
教
家
と
旅
行
業
と
を
兼
ね
た

家
・
そ
う
し
た
宿
が
か
っ
て
は
五
十
鈴
川
に
架
か
る
橋
を
渡
っ
た
参
道
沿
い
に
整
形
さ
れ
た
松
の
植
わ
っ
て
い
る
あ
た
り
に
ず
っ
と
並

ん
で
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
）
の
ご
出
身
で
あ
っ
た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
は
決
し
て
仏
教
的

な
も
の
で
は
な
く
、
日
本
人
が
本
来
持
っ
て
い
た
無
常
観
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
万
葉
集
研
究
者
に
は
、
上
田
秋
成
の
よ
う
な
仏
教
に
理
解
を
示
し
た
人
も
い
ま
し
た
が
、
主
流
は
神
道
学
者
や
国
学
者

に
連
な
る
人
々
が
占
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
明
確
な
仏
教
的
表
現
は
仕
方
な
い
と
し
て
も
、『
万
葉
集
』の
仏
教
的
表
現
の
認
定
は
な

る
べ
く
避
け
よ
う
と
い
う
心
情
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
武
田
氏
も
澤
瀉
氏
も
こ
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
の
傾
向
は
か
な
り
強
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
初
心
向
き
の
万
葉
集
研
究
の
入
門
書
で
こ
の
歌
を
担

当
さ
れ
た
金
井
清
一
氏
も
「
柿
本
人
麻
呂
の
無
常
感
」
と
題
し
て
「
観
」
で
は
な
く
「
感
」
と
い
う
字
を
宛
て
て
お
ら
れ
、
こ
の
歌
に

無
常
観
を
認
め
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
決
し
て
仏
教
的
無
常
観
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す（『
万
葉
集
を
学
ぶ
』

第
三
集
）。
こ
う
い
う
考
え
方
の
流
れ
は
現
在
も
ず
っ
と
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
研
究
と
い
う
こ
と
で
い
い
ま
す
と
明
治
の
廃
仏
毀
釈
の
影
響
ま
で
は
い
う
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
明
治
以
後
、
西

洋
流
の
文
学
研
究
方
法
も
万
葉
集
研
究
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
西
洋
流
の
文
学
研
究
者
の
関
心
も
必
ず
し
も
、
仏
教
に
は
向

い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
し
、
戦
後
の
歴
史
社
会
学
派
の
方
々
の
文
学
研
究
と
い
う
の
も
万
葉
集
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
的
な
表
現
や
思
想
の
研
究
へ
の
関
心
は
一
部
の
人
を
除
く
と
薄
く
、
仏
教
的
な
面
へ
の
研
究
は
深
め
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
私
も
歴
史
社
会
学
派
と
み
な
さ
れ
た
先
生
方
に
学
び
ま
し
た
。
私
も
そ
の
影
響
は
受
け
て
い
ま
す
が
、

歴
史
社
会
学
的
な
面
を
重
視
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
時
代
の
歴
史
的
状
況
は
ト
｜
タ
ル
に
き
ち
ん
と
見
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
万

葉
集
』
の
詠
ま
れ
た
時
代
は
欽
明
天
皇
の
時
代
に
仏
教
が
伝
来
し
た
と
す
る
と
、
す
で
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
て
か
ら
百
年
以
上
経
っ
て

い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
の
程
度
ど
の
よ
う
な
社
会
階
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
確
か
め
る
必
要
は
あ
る
わ
け
で
す
。
す
く
な

く
と
も
、
奈
良
時
代
に
な
れ
ば
仏
教
の
影
響
に
関
心
を
払
わ
な
い
文
学
研
究
は
ト
｜
タ
ル
な
研
究
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

歴
史
社
会
学
派
の
方
で
、
宗
教
的
な
面
に
関
心
を
向
け
た
方
は
大
雑
把
に
い
え
ば
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
民
衆
と
は
無
縁
の

呪
術
的
儀
式
的
な
面
か
ら
仏
教
が
受
容
さ
れ
、
民
衆
か
ら
富
を
収
奪
し
て
立
派
な
寺
を
建
て
、
そ
こ
で
は
国
家
鎮
護
や
貴
族
の
病
気
治

癒
な
ど
が
祈
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
民
衆
の
信
仰
の
世
界
に
は
入
っ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
中
心
と
な
っ
て
い
た

よ
う
に
み
え
ま
す
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
の
初
め
に
は
既
に
行
基
を
中
心
と
し
た
社
会
活
動
を
と
も
な
っ
た
宗
教
的
活
動
が
あ
り
、
そ

の
前
に
は
道
昭
な
ど
の
活
動
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
天
武
・
持
統
朝
、
あ
る
い
は
奈
良
時
代
の
日
本
社
会
の
ど
の
よ
う
な
層
に
ど
の

よ
う
な
仏
教
思
想
や
実
践
的
救
済
活
動
が
、
ど
の
程
度
ま
で
受
容
さ
れ
て
い
た
か
、
さ
ら
に
は
文
学
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
偏
見
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
古
代
文
学
研
究
あ
る
い
は
万
葉
集
研
究
に
お
い
て

は
一
部
を
除
き
、
必
ず
し
も
十
分
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

『
万
葉
集
』
に
は
仁
徳
朝
の
歌
と
か
雄
略
天
皇
の
歌
と
か
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
全
体
的
に
は
仏
教
伝
来
以
降
の
舒
明
天
皇
以

後
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
、
多
く
の
歌
は
奈
良
時
代
に
属
し
ま
す
。
個
人
的
な
詠
作
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
天
智
天
皇
の
時
代
に
は

仏
教
的
表
現
を
含
む
歌
は
み
え
ま
せ
ん
が
、
天
皇
は
大
津
京
に
崇
福
寺
を
建
立
し
て
い
ま
す
。
天
武
朝
の
歌
に
も
仏
教
的
表
現
は
み
え

八 七



し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
は
、
有
情
の
皇
子
の
宮
人
を
主
語
に
据
え
て
主
人
を
失
っ
て
行
く
べ
き
方

が
わ
か
ら
な
い
で
い
る
と
い
う
表
現
は
成
り
立
ち
得
て
も
、
無
情
の
無
生
物
を
主
語
立
て
て
、
波
が
行
べ
き
方
が
わ
か
ら
な
い
で
い
る

と
い
う
表
現
は
擬
人
法
以
外
成
り
立
ち
が
た
い
わ
け
で
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
澤
瀉
久
孝
氏
が
で
き
ち
ん
と
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
無
常
観
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
さ
れ
ま
し
た

（『
萬
葉
集
注
釈
』
第
三
巻
）。
た
だ
し
、
こ
こ
に
み
え
る
無
常
観
を
澤
瀉
氏
は
仏
教
的
無
常
観
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

澤
瀉
氏
は
伊
勢
神
宮
の
御
師
の
家

伊
勢
神
宮
に
団
参
す
る
人
た
ち
を
組
織
し
て
、伊
勢
に
導
き
泊
め
る
宗
教
家
と
旅
行
業
と
を
兼
ね
た

家
・
そ
う
し
た
宿
が
か
っ
て
は
五
十
鈴
川
に
架
か
る
橋
を
渡
っ
た
参
道
沿
い
に
整
形
さ
れ
た
松
の
植
わ
っ
て
い
る
あ
た
り
に
ず
っ
と
並

ん
で
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
）
の
ご
出
身
で
あ
っ
た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
は
決
し
て
仏
教
的

な
も
の
で
は
な
く
、
日
本
人
が
本
来
持
っ
て
い
た
無
常
観
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
万
葉
集
研
究
者
に
は
、
上
田
秋
成
の
よ
う
な
仏
教
に
理
解
を
示
し
た
人
も
い
ま
し
た
が
、
主
流
は
神
道
学
者
や
国
学
者

に
連
な
る
人
々
が
占
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
明
確
な
仏
教
的
表
現
は
仕
方
な
い
と
し
て
も
、『
万
葉
集
』の
仏
教
的
表
現
の
認
定
は
な

る
べ
く
避
け
よ
う
と
い
う
心
情
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
武
田
氏
も
澤
瀉
氏
も
こ
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
の
傾
向
は
か
な
り
強
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
初
心
向
き
の
万
葉
集
研
究
の
入
門
書
で
こ
の
歌
を
担

当
さ
れ
た
金
井
清
一
氏
も
「
柿
本
人
麻
呂
の
無
常
感
」
と
題
し
て
「
観
」
で
は
な
く
「
感
」
と
い
う
字
を
宛
て
て
お
ら
れ
、
こ
の
歌
に

無
常
観
を
認
め
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
決
し
て
仏
教
的
無
常
観
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す（『
万
葉
集
を
学
ぶ
』

第
三
集
）。
こ
う
い
う
考
え
方
の
流
れ
は
現
在
も
ず
っ
と
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
研
究
と
い
う
こ
と
で
い
い
ま
す
と
明
治
の
廃
仏
毀
釈
の
影
響
ま
で
は
い
う
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
明
治
以
後
、
西

洋
流
の
文
学
研
究
方
法
も
万
葉
集
研
究
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
西
洋
流
の
文
学
研
究
者
の
関
心
も
必
ず
し
も
、
仏
教
に
は
向

い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
し
、
戦
後
の
歴
史
社
会
学
派
の
方
々
の
文
学
研
究
と
い
う
の
も
万
葉
集
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
的
な
表
現
や
思
想
の
研
究
へ
の
関
心
は
一
部
の
人
を
除
く
と
薄
く
、
仏
教
的
な
面
へ
の
研
究
は
深
め
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
私
も
歴
史
社
会
学
派
と
み
な
さ
れ
た
先
生
方
に
学
び
ま
し
た
。
私
も
そ
の
影
響
は
受
け
て
い
ま
す
が
、

歴
史
社
会
学
的
な
面
を
重
視
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
時
代
の
歴
史
的
状
況
は
ト
｜
タ
ル
に
き
ち
ん
と
見
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
万

葉
集
』
の
詠
ま
れ
た
時
代
は
欽
明
天
皇
の
時
代
に
仏
教
が
伝
来
し
た
と
す
る
と
、
す
で
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
て
か
ら
百
年
以
上
経
っ
て

い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
の
程
度
ど
の
よ
う
な
社
会
階
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
確
か
め
る
必
要
は
あ
る
わ
け
で
す
。
す
く
な

く
と
も
、
奈
良
時
代
に
な
れ
ば
仏
教
の
影
響
に
関
心
を
払
わ
な
い
文
学
研
究
は
ト
｜
タ
ル
な
研
究
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

歴
史
社
会
学
派
の
方
で
、
宗
教
的
な
面
に
関
心
を
向
け
た
方
は
大
雑
把
に
い
え
ば
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
民
衆
と
は
無
縁
の

呪
術
的
儀
式
的
な
面
か
ら
仏
教
が
受
容
さ
れ
、
民
衆
か
ら
富
を
収
奪
し
て
立
派
な
寺
を
建
て
、
そ
こ
で
は
国
家
鎮
護
や
貴
族
の
病
気
治

癒
な
ど
が
祈
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
民
衆
の
信
仰
の
世
界
に
は
入
っ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
中
心
と
な
っ
て
い
た

よ
う
に
み
え
ま
す
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
の
初
め
に
は
既
に
行
基
を
中
心
と
し
た
社
会
活
動
を
と
も
な
っ
た
宗
教
的
活
動
が
あ
り
、
そ

の
前
に
は
道
昭
な
ど
の
活
動
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
天
武
・
持
統
朝
、
あ
る
い
は
奈
良
時
代
の
日
本
社
会
の
ど
の
よ
う
な
層
に
ど
の

よ
う
な
仏
教
思
想
や
実
践
的
救
済
活
動
が
、
ど
の
程
度
ま
で
受
容
さ
れ
て
い
た
か
、
さ
ら
に
は
文
学
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
偏
見
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
古
代
文
学
研
究
あ
る
い
は
万
葉
集
研
究
に
お
い
て

は
一
部
を
除
き
、
必
ず
し
も
十
分
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

『
万
葉
集
』
に
は
仁
徳
朝
の
歌
と
か
雄
略
天
皇
の
歌
と
か
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
全
体
的
に
は
仏
教
伝
来
以
降
の
舒
明
天
皇
以

後
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
、
多
く
の
歌
は
奈
良
時
代
に
属
し
ま
す
。
個
人
的
な
詠
作
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
天
智
天
皇
の
時
代
に
は

仏
教
的
表
現
を
含
む
歌
は
み
え
ま
せ
ん
が
、
天
皇
は
大
津
京
に
崇
福
寺
を
建
立
し
て
い
ま
す
。
天
武
朝
の
歌
に
も
仏
教
的
表
現
は
み
え

八 七



ま
せ
ん
が
、
持
統
朝
を
中
心
に
し
て
活
躍
し
た
人
麻
呂
は
仏
教
的
な
表
現
を
歌
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
彼
の
詠

作
で
最
も
古
い
歌
と
さ
れ
る
の
は
天
武
天
皇
の
庚
辰
の
年
（
天
武
八
年

六
八
〇

）
の
作
で
す
。
天
武
天
皇
は
『
古
事
記
』
序
文
に
よ

る
と
そ
の
編
纂
を
始
め
た
方
で
す
か
ら
、
神
話
な
ど
伝
統
的
な
思
想
を
尊
重
し
た
面
が
強
い
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
他
方
で
は
道
教
や
仏

教
を
尊
重
し
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

天
武
天
皇
の
九
年
五
月
に
始
め
て
宮
中
と
諸
寺
で
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
説
か
せ
、
同
年
十
一
月
に
は
皇
后
の
病
気
平
癒
を
願
っ

て
薬
師
寺
を
建
立
し
て
お
り
、
さ
ら
に
天
武
十
年
閏
七
月
に
京
内
の
諸
寺
で
講
経
、
十
四
年
三
月
壬
申
に
は
、「
諸
国
に
、
家
毎
に
、
仏

舎
を
作
り
て
、
乃
ち
仏
像
及
び
経
を
置
き
て
、
礼
拝
供
養
せ
よ
」
と
い
っ
た
詔
を
下
し
、
同
年
十
月
に
は
宮
中
で
『
金
剛
般
若
経
』
の

講
説
、
天
皇
が
病
気
に
な
っ
て
か
ら
は
、
持
統
天
皇
の
意
向
で
し
ょ
う
が
、『
薬
師
経
』（
朱
鳥
元
年
五
月
・
川
原
寺
）
を
説
か
せ
た
り
、

諸
王
が
観
音
像
を
造
像
し
て
『
観
世
音
経
』（
七
月
・
大
官
大
寺
）
を
説
か
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。

持
統
朝
に
な
る
と
こ
の
傾
向
は
一
層
強
ま
り
ま
す
。
持
統
朝
に
は
朱
鳥
元
年
十
二
月
・
七
年
五
月
・
同
九
月
・
十
一
年
三
月
に
無
遮

大
会
が
行
わ
れ
、
持
統
六
年
五
月
に
は
京
畿
で
『
金
光
明
最
勝
王
経
』、
持
統
七
年
十
月
に
は
『
仁
王
般
若
経
』
を
百
国
で
講
説
さ
せ
た

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
含
め
、
ま
た
天
武
の
病
気
平
癒
や
殯
宮
記
事
を
含
め
る
と
天
武
紀
に
は
仏
教
関
係
記
事
が
約
七
十
件
、
持
統

紀
に
は
約
四
十
余
件
み
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
仏
教
関
係
の
記
事
が
か
な
り
た
く
さ
ん
み
え
る
こ
と
か
ら
想
像
し
ま

す
と
、
人
麻
呂
の
生
き
た
時
代
、
或
い
は
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
時
代
に
は
、
十
分
仏
教
的
な
こ
と
が
ら
に
接
す
る
社
会
的
条
件
が
整

っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
当
時
す
で
に
飛
鳥
お
よ
び
周
辺
に
は
飛
鳥
寺
・
橘
寺
・
川
原
寺
・
竜
蓋
寺
（
岡
寺
）・
豊
浦
寺
・
本
薬
師

寺
・
百
済
寺
（
大
官
大
寺
）・
厩
坂
寺
な
ど
、
多
く
の
大
寺
院
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
氏
寺
の
よ
う
な
も
の
が
建
立
さ
れ
、
こ

こ
で
は
国
家
規
模
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
官
人
な
ど
俗
人
に
む
け
た
経
典
の
講
説
、
祖
先
の
供
養
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た

も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
人
麻
呂
が
自
発
的
に
お
参
り
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
近
江
荒
都
歌
に
関
し
て
彼
は
儀
式
に
か
か
わ
る
治

部
省
の
役
人
で
あ
っ
て
、
日
並
皇
子
の
追
善
供
養
の
の
た
め
に
崇
福
寺
に
行
っ
た
時
に
詠
ん
だ
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
ま

す
（
吉
田
義
孝
『
柿
本
人
麻
呂
と
そ
の
時
代
』
第
三
章
）
よ
う
に
、
国
家
の
儀
式
へ
の
か
か
わ
り
か
ら
寺
院
に
参
詣
す
る
機
会
を
も
ち

え
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

最
初
に
あ
げ
た
歌
も
崇
福
寺
へ
の
参
詣
の
帰
り
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
仏
教
的
無
常
観
に
よ
っ
て
詠
ん
だ

と
い
う
に
相
応
し
い
条
件
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
し
別
の
折
り
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
人
麻
呂
が
仏
教
と
接
し
、
そ
の
基

本
的
な
思
想
を
学
ぶ
機
会
は
、
か
な
り
あ
り
え
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。

も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
外
部
的
な
条
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
人
麻
呂
の
思
想
や
信
仰
に
仏
教
が
影
響
し
て
い
た
と
言
え
る
か
ど
う
か

問
題
な
の
で
す
が
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
人
麻
呂
の
無
常
観
の
表
明
に
ま
っ
た
く
仏
教
が
か
か
わ
っ
て
い
ず
、
純
粋
に
日

本
人
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
の
方
が
不
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
の
一
つ
で
あ

り
、
人
間
認
識
に
も
か
か
わ
る
無
常
観
な
ど
は
、
文
学
に
か
か
わ
っ
て
人
生
や
人
間
存
在
の
あ
り
よ
う
に
深
い
関
心
を
向
け
た
で
あ
ろ

う
人
麻
呂
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
積
極
的
に
摂
取
し
、
深
い
影
響
を
受
け
て
い
た
と
見
る
方
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で

す
。
そ
こ
で
、
人
麻
呂
自
身
は
他
に
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
を
し
て
い
な
い
か
み
て
み
ま
す
と
、
そ
う
し
た
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
は

で
き
ま
す
。

人
麻
呂
作
歌
に
は
「
土
形
娘
子
を
泊
瀬
山
に
火
葬
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌
」
と
「
溺
れ
死
に
し
出
雲
娘
子
を
吉
野
に
火

葬
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
る
歌
」
と
い
う
、
二
人
の
娘
子
の
火
葬
に
出
会
っ
て
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。
火
葬
は
ご
承
知
の
と
お

り
、
道
昭
和
尚
が
文
武
天
皇
四
年
三
月
に
遷
化
し
火
葬
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
持
統
朝
の

歌
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
火
葬
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
土
形
娘
子
の
火
葬
の
時
詠
ん
だ
歌
は
、

隠
口
の

泊
瀬
の
山
の

山
の
際
に

い
さ
よ
ふ
雲
は

妹
に
か
も
あ
ら
む

（
三
｜
四
二
八
）

一
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ま
せ
ん
が
、
持
統
朝
を
中
心
に
し
て
活
躍
し
た
人
麻
呂
は
仏
教
的
な
表
現
を
歌
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
彼
の
詠

作
で
最
も
古
い
歌
と
さ
れ
る
の
は
天
武
天
皇
の
庚
辰
の
年
（
天
武
八
年

六
八
〇

）
の
作
で
す
。
天
武
天
皇
は
『
古
事
記
』
序
文
に
よ

る
と
そ
の
編
纂
を
始
め
た
方
で
す
か
ら
、
神
話
な
ど
伝
統
的
な
思
想
を
尊
重
し
た
面
が
強
い
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
他
方
で
は
道
教
や
仏

教
を
尊
重
し
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

天
武
天
皇
の
九
年
五
月
に
始
め
て
宮
中
と
諸
寺
で
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
説
か
せ
、
同
年
十
一
月
に
は
皇
后
の
病
気
平
癒
を
願
っ

て
薬
師
寺
を
建
立
し
て
お
り
、
さ
ら
に
天
武
十
年
閏
七
月
に
京
内
の
諸
寺
で
講
経
、
十
四
年
三
月
壬
申
に
は
、「
諸
国
に
、
家
毎
に
、
仏

舎
を
作
り
て
、
乃
ち
仏
像
及
び
経
を
置
き
て
、
礼
拝
供
養
せ
よ
」
と
い
っ
た
詔
を
下
し
、
同
年
十
月
に
は
宮
中
で
『
金
剛
般
若
経
』
の

講
説
、
天
皇
が
病
気
に
な
っ
て
か
ら
は
、
持
統
天
皇
の
意
向
で
し
ょ
う
が
、『
薬
師
経
』（
朱
鳥
元
年
五
月
・
川
原
寺
）
を
説
か
せ
た
り
、

諸
王
が
観
音
像
を
造
像
し
て
『
観
世
音
経
』（
七
月
・
大
官
大
寺
）
を
説
か
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。

持
統
朝
に
な
る
と
こ
の
傾
向
は
一
層
強
ま
り
ま
す
。
持
統
朝
に
は
朱
鳥
元
年
十
二
月
・
七
年
五
月
・
同
九
月
・
十
一
年
三
月
に
無
遮

大
会
が
行
わ
れ
、
持
統
六
年
五
月
に
は
京
畿
で
『
金
光
明
最
勝
王
経
』、
持
統
七
年
十
月
に
は
『
仁
王
般
若
経
』
を
百
国
で
講
説
さ
せ
た

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
含
め
、
ま
た
天
武
の
病
気
平
癒
や
殯
宮
記
事
を
含
め
る
と
天
武
紀
に
は
仏
教
関
係
記
事
が
約
七
十
件
、
持
統

紀
に
は
約
四
十
余
件
み
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
仏
教
関
係
の
記
事
が
か
な
り
た
く
さ
ん
み
え
る
こ
と
か
ら
想
像
し
ま

す
と
、
人
麻
呂
の
生
き
た
時
代
、
或
い
は
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
時
代
に
は
、
十
分
仏
教
的
な
こ
と
が
ら
に
接
す
る
社
会
的
条
件
が
整

っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
当
時
す
で
に
飛
鳥
お
よ
び
周
辺
に
は
飛
鳥
寺
・
橘
寺
・
川
原
寺
・
竜
蓋
寺
（
岡
寺
）・
豊
浦
寺
・
本
薬
師

寺
・
百
済
寺
（
大
官
大
寺
）・
厩
坂
寺
な
ど
、
多
く
の
大
寺
院
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
氏
寺
の
よ
う
な
も
の
が
建
立
さ
れ
、
こ

こ
で
は
国
家
規
模
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
官
人
な
ど
俗
人
に
む
け
た
経
典
の
講
説
、
祖
先
の
供
養
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た

も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
人
麻
呂
が
自
発
的
に
お
参
り
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
近
江
荒
都
歌
に
関
し
て
彼
は
儀
式
に
か
か
わ
る
治

部
省
の
役
人
で
あ
っ
て
、
日
並
皇
子
の
追
善
供
養
の
の
た
め
に
崇
福
寺
に
行
っ
た
時
に
詠
ん
だ
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
ま

す
（
吉
田
義
孝
『
柿
本
人
麻
呂
と
そ
の
時
代
』
第
三
章
）
よ
う
に
、
国
家
の
儀
式
へ
の
か
か
わ
り
か
ら
寺
院
に
参
詣
す
る
機
会
を
も
ち

え
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

最
初
に
あ
げ
た
歌
も
崇
福
寺
へ
の
参
詣
の
帰
り
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
仏
教
的
無
常
観
に
よ
っ
て
詠
ん
だ

と
い
う
に
相
応
し
い
条
件
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
し
別
の
折
り
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
人
麻
呂
が
仏
教
と
接
し
、
そ
の
基

本
的
な
思
想
を
学
ぶ
機
会
は
、
か
な
り
あ
り
え
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。

も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
外
部
的
な
条
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
人
麻
呂
の
思
想
や
信
仰
に
仏
教
が
影
響
し
て
い
た
と
言
え
る
か
ど
う
か

問
題
な
の
で
す
が
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
人
麻
呂
の
無
常
観
の
表
明
に
ま
っ
た
く
仏
教
が
か
か
わ
っ
て
い
ず
、
純
粋
に
日

本
人
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
の
方
が
不
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
の
一
つ
で
あ

り
、
人
間
認
識
に
も
か
か
わ
る
無
常
観
な
ど
は
、
文
学
に
か
か
わ
っ
て
人
生
や
人
間
存
在
の
あ
り
よ
う
に
深
い
関
心
を
向
け
た
で
あ
ろ

う
人
麻
呂
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
積
極
的
に
摂
取
し
、
深
い
影
響
を
受
け
て
い
た
と
見
る
方
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で

す
。
そ
こ
で
、
人
麻
呂
自
身
は
他
に
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
を
し
て
い
な
い
か
み
て
み
ま
す
と
、
そ
う
し
た
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
は

で
き
ま
す
。

人
麻
呂
作
歌
に
は
「
土
形
娘
子
を
泊
瀬
山
に
火
葬
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌
」
と
「
溺
れ
死
に
し
出
雲
娘
子
を
吉
野
に
火

葬
る
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
る
歌
」
と
い
う
、
二
人
の
娘
子
の
火
葬
に
出
会
っ
て
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。
火
葬
は
ご
承
知
の
と
お

り
、
道
昭
和
尚
が
文
武
天
皇
四
年
三
月
に
遷
化
し
火
葬
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
持
統
朝
の

歌
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
火
葬
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
土
形
娘
子
の
火
葬
の
時
詠
ん
だ
歌
は
、

隠
口
の

泊
瀬
の
山
の

山
の
際
に

い
さ
よ
ふ
雲
は

妹
に
か
も
あ
ら
む

（
三
｜
四
二
八
）

一
〇

九



で
す
。
若
く
美
し
い
肉
体
を
も
っ
て
い
た
娘
子
が
今
は
煙
と
な
り
雲
と
な
っ
て
山
の
際
に
い
さ
よ
っ
て
い
る
、
こ
こ
は
無
常
と
い
う
表

現
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
の
持
ち
込
ん
だ
火
葬
と
い
う
葬
法
は
人
間
の
肉
体
の
ま
た
た
く
ま
の
滅
び
を
、
肉
体
が
雲
と
な
っ
て
棚
引

く
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
識
さ
せ
る
わ
け
で
、
人
間
は
無
常
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
実
感
的
に
認
識
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
人
麻
呂
は
火
葬
に
接
す
る
機
会
を
も
ち
、
こ
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
、
実
感
的
に
仏
教
的
無
常
観
を
確
認
し
て
い
た
と

理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
後
の
吉
野
で
の
火
葬
の
歌
の
場
合
も
、

山
の
際
ゆ

出
雲
の
児
ら
は

霧
な
れ
や

吉
野
の
山
の

嶺
に
た
な
び
く

（
三
｜
四
二
九
）

八
雲
さ
す

出
雲
の
子
ら
が

黒
髮
は

吉
野
の
川
の

沖
に
な
づ
さ
ふ

（
三
｜
四
三
〇
）

と
歌
っ
て
お
り
、
最
初
の
歌
で
は
同
じ
く
出
雲
娘
子
が
雲
に
な
っ
て
た
な
び
く
と
歌
っ
て
ま
す
か
ら
、
や
は
り
同
様
の
こ
と
が
い
い
え

る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
す
の
で
、
本
当
に
人
麻
呂
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
議
論
は
あ
り
え
る
と
し
て
も
、
こ
こ

に
人
麻
呂
が
収
め
て
い
た
歌
に
、

巻
向
の

山
辺
と
よ
み
て

去
く
水
の

水
沫
の
如
し

世
の
人
吾
は

（
七
｜
一
二
六
九
）

と
い
う
、
人
麻
呂
が
い
わ
ゆ
る
巻
向
の
妻
を
失
っ
た
時
に
詠
ん
だ
か
と
み
ら
れ
る
歌
、
或
い
は

水
の
上
に

数
書
く
ご
と
き

吾
が
命

妹
に
相
は
む
と

う
け
ひ
つ
る
か
も

（
十
一
｜
二
四
三
三
）

と
い
う
よ
う
な
仏
典
の
表
現
を
用
い
た
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
仏
教
的
無
常
観
を
認
識
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
も

っ
て
い
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
い
え
ま
す
。

最
初
の
歌
に
つ
い
て
今
少
し
詳
し
く
触
れ
ま
す
と
、
こ
れ
に
は
色
々
な
議
論
が
あ
る
わ
け
で
、
確
定
的
に
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

巻
向
の
妻
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
詠
ん
だ
歌
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
水
沫
の
よ
う
で
あ

る
よ
、「
世
の
人
吾
は
」と
い
う
水
沫
と
人
を
重
ね
る
表
現
は
、
経
典
の
中
に
は
た
く
さ
ん
見
え
る
わ
け
で
す
が
、
新
間
一
美
氏
は
人
麻

呂
は
『
維
摩
経
』「
十
喩
」
と
こ
れ
を
漢
詩
に
詠
ん
だ
謝
霊
運
の
「
維
摩
経
中
十
譬
讃
八
首
」
と
に
よ
っ
て
こ
う
い
う
表
現
を
し
た
と
説

い
て
お
ら
れ
ま
す（「
仏
教
と
和
歌
｜
無
常
の
譬
喩
に
つ
い
て
｜
」『
論
集

和
歌
と
は
何
か
』）。
私
も
泡
と
沫
の
違
い
が
あ
り
、
ち
ょ
っ

と
問
題
が
あ
る
か
も
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
第
二
十
六
、
捨
身
品
す
な
わ
ち
「
捨
身
飼
虎
」
の
部
分
に
「
是
身

は
唯
大
小
の
便
利
有
り
て
、
堅
か
ら
ざ
る
こ
と
泡
の
如
く
、
諸
の
蟲
の
集
る
と
こ
ろ
、
血
脈
筋
骨
共
に
相
ひ
連
持
し
て
、
甚
だ
厭
患
す

べ
し
。
是
の
故
に
我
、
今
ま
さ
に
棄
捨
し
て
、
以
て
無
上
究
竟
涅
槃
を
求
め
、
永
く
憂
患
を
離
れ
云
々
」
と
自
分
の
身
を
泡
の
よ
う
な

も
の
だ
と
表
現
す
る
場
面
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
表
現
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
ま
し
た（「
人
麻

呂
歌
の
水
泡
と
経
典
」（「
仏
教
文
学
」
第
17
号
））。『
金
光
明
最
勝
王
経
』
は
国
家
仏
教
の
経
典
と
は
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
に
も

み
ま
し
た
よ
う
に
天
武
天
皇
の
時
代
か
ら
講
経
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
は
や
く
は
玉
虫
厨
子
に
も
絵
が
か
か

れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
物
語
と
い
う
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
詠
ん
だ
も
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
「
水
の
上
に

数
書
く
ご
と
き
」
と
い
う
の
は
、
後
で
ま
た
触
れ
ま
す
け
れ
ど
も
『
大
智
度
論
』
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
契
沖
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
す
。
こ
の
よ
う
に
間
違
い
な
し
に
経
論
の
表
現
に
基
づ
い
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、

人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
あ
る
に
し
て
も
し
て
も
や
は
り
あ
る
わ
け
で
す
し
、
そ
こ
に
無
常
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

人
麻
呂
が
仏
教
的
無
常
観
を
受
容
し
て
い
て
歌
に
詠
み
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
も
不
都
合
な
こ
と
で
も
な

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
一
番
最
初
の
、

も
の
の
ふ
の

や
そ
氏
河
の

網
代
木
に

い
さ
よ
ふ
浪
の

去
く
へ
知
ら
ず
も

（
三
・
二
六
四
）

と
い
う
歌
は
、
波
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
自
分
の
身
と
い
い
ま
す
か
、
人
間
の
身
に
重
ね
て
受
け
と
め
る
と
い
う
、
或

一
二

一
一



で
す
。
若
く
美
し
い
肉
体
を
も
っ
て
い
た
娘
子
が
今
は
煙
と
な
り
雲
と
な
っ
て
山
の
際
に
い
さ
よ
っ
て
い
る
、
こ
こ
は
無
常
と
い
う
表

現
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
の
持
ち
込
ん
だ
火
葬
と
い
う
葬
法
は
人
間
の
肉
体
の
ま
た
た
く
ま
の
滅
び
を
、
肉
体
が
雲
と
な
っ
て
棚
引

く
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
識
さ
せ
る
わ
け
で
、
人
間
は
無
常
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
実
感
的
に
認
識
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
人
麻
呂
は
火
葬
に
接
す
る
機
会
を
も
ち
、
こ
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
、
実
感
的
に
仏
教
的
無
常
観
を
確
認
し
て
い
た
と

理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
後
の
吉
野
で
の
火
葬
の
歌
の
場
合
も
、

山
の
際
ゆ

出
雲
の
児
ら
は

霧
な
れ
や

吉
野
の
山
の

嶺
に
た
な
び
く

（
三
｜
四
二
九
）

八
雲
さ
す

出
雲
の
子
ら
が

黒
髮
は

吉
野
の
川
の

沖
に
な
づ
さ
ふ

（
三
｜
四
三
〇
）

と
歌
っ
て
お
り
、
最
初
の
歌
で
は
同
じ
く
出
雲
娘
子
が
雲
に
な
っ
て
た
な
び
く
と
歌
っ
て
ま
す
か
ら
、
や
は
り
同
様
の
こ
と
が
い
い
え

る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
す
の
で
、
本
当
に
人
麻
呂
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
議
論
は
あ
り
え
る
と
し
て
も
、
こ
こ

に
人
麻
呂
が
収
め
て
い
た
歌
に
、

巻
向
の

山
辺
と
よ
み
て

去
く
水
の

水
沫
の
如
し

世
の
人
吾
は

（
七
｜
一
二
六
九
）

と
い
う
、
人
麻
呂
が
い
わ
ゆ
る
巻
向
の
妻
を
失
っ
た
時
に
詠
ん
だ
か
と
み
ら
れ
る
歌
、
或
い
は

水
の
上
に

数
書
く
ご
と
き

吾
が
命

妹
に
相
は
む
と

う
け
ひ
つ
る
か
も

（
十
一
｜
二
四
三
三
）

と
い
う
よ
う
な
仏
典
の
表
現
を
用
い
た
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
仏
教
的
無
常
観
を
認
識
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
も

っ
て
い
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
い
え
ま
す
。

最
初
の
歌
に
つ
い
て
今
少
し
詳
し
く
触
れ
ま
す
と
、
こ
れ
に
は
色
々
な
議
論
が
あ
る
わ
け
で
、
確
定
的
に
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

巻
向
の
妻
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
詠
ん
だ
歌
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
水
沫
の
よ
う
で
あ

る
よ
、「
世
の
人
吾
は
」と
い
う
水
沫
と
人
を
重
ね
る
表
現
は
、
経
典
の
中
に
は
た
く
さ
ん
見
え
る
わ
け
で
す
が
、
新
間
一
美
氏
は
人
麻

呂
は
『
維
摩
経
』「
十
喩
」
と
こ
れ
を
漢
詩
に
詠
ん
だ
謝
霊
運
の
「
維
摩
経
中
十
譬
讃
八
首
」
と
に
よ
っ
て
こ
う
い
う
表
現
を
し
た
と
説

い
て
お
ら
れ
ま
す（「
仏
教
と
和
歌
｜
無
常
の
譬
喩
に
つ
い
て
｜
」『
論
集

和
歌
と
は
何
か
』）。
私
も
泡
と
沫
の
違
い
が
あ
り
、
ち
ょ
っ

と
問
題
が
あ
る
か
も
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
第
二
十
六
、
捨
身
品
す
な
わ
ち
「
捨
身
飼
虎
」
の
部
分
に
「
是
身

は
唯
大
小
の
便
利
有
り
て
、
堅
か
ら
ざ
る
こ
と
泡
の
如
く
、
諸
の
蟲
の
集
る
と
こ
ろ
、
血
脈
筋
骨
共
に
相
ひ
連
持
し
て
、
甚
だ
厭
患
す

べ
し
。
是
の
故
に
我
、
今
ま
さ
に
棄
捨
し
て
、
以
て
無
上
究
竟
涅
槃
を
求
め
、
永
く
憂
患
を
離
れ
云
々
」
と
自
分
の
身
を
泡
の
よ
う
な

も
の
だ
と
表
現
す
る
場
面
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
表
現
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
ま
し
た（「
人
麻

呂
歌
の
水
泡
と
経
典
」（「
仏
教
文
学
」
第
17
号
））。『
金
光
明
最
勝
王
経
』
は
国
家
仏
教
の
経
典
と
は
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
に
も

み
ま
し
た
よ
う
に
天
武
天
皇
の
時
代
か
ら
講
経
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
は
や
く
は
玉
虫
厨
子
に
も
絵
が
か
か

れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
物
語
と
い
う
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
詠
ん
だ
も
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
「
水
の
上
に

数
書
く
ご
と
き
」
と
い
う
の
は
、
後
で
ま
た
触
れ
ま
す
け
れ
ど
も
『
大
智
度
論
』
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
契
沖
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
す
。
こ
の
よ
う
に
間
違
い
な
し
に
経
論
の
表
現
に
基
づ
い
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、

人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
あ
る
に
し
て
も
し
て
も
や
は
り
あ
る
わ
け
で
す
し
、
そ
こ
に
無
常
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

人
麻
呂
が
仏
教
的
無
常
観
を
受
容
し
て
い
て
歌
に
詠
み
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
も
不
都
合
な
こ
と
で
も
な

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
一
番
最
初
の
、

も
の
の
ふ
の

や
そ
氏
河
の

網
代
木
に

い
さ
よ
ふ
浪
の

去
く
へ
知
ら
ず
も

（
三
・
二
六
四
）

と
い
う
歌
は
、
波
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
自
分
の
身
と
い
い
ま
す
か
、
人
間
の
身
に
重
ね
て
受
け
と
め
る
と
い
う
、
或

一
二
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い
は
そ
れ
を
表
現
し
た
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
こ
の
歌
に
つ
き
ま
し
て
は
必
ず
し
も
現
在
で
も
な
お
通
説
と
言
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
考
え
を
否
定
す
る
説
の
が
強
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
『
万
葉
集
』
の
中
の

仏
教
的
表
現
の
評
価
が
典
型
的
に
現
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
人
麻
呂
は
仏
教

に
接
し
得
る
歴
史
的
社
会
的
な
環
境
の
な
か
に
生
き
、
仏
教
的
表
現
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
仏
教
的
表
現

に
関
心
を
も
っ
て
そ
れ
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
次
第
で
す
。

以
上
は
直
接
『
万
葉
集
』
の
仏
教
的
表
現
と
い
う
よ
り
は
大
体
ど
う
い
う
ふ
う
に
仏
教
的
表
現
が
研
究
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
次
に
山
上
憶
良
の
作
品
と
仏
教
的
表
現
の
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

山

上

憶

良

と

仏

教

山
上
憶
良
は
『
万
葉
集
』
の
中
で
は
非
常
に
明
確
に
仏
教
思
想
を
詠
ん
で
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の

こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
の
積
み
重
ね
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
先
学
の
研
究
に
拠
っ
て
い
ま

す
。
特
に
『
万
葉
集
全
注
』
巻
五
を
担
当
さ
れ
た
井
村
哲
夫
氏
が
精
力
的
か
つ
総
合
的
に
憶
良
の
仏
教
的
表
現
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ

て
お
ら
れ
、
そ
の
仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
た
憶
良
の
思
想
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
表
現
の
依
拠
経
典
は
全

部
が
全
部
は
確
定
的
に
は
言
え
な
い
こ
と
の
よ
う
で
す
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
い
う
研
究
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

憶
良
の
場
合
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
は
用
意
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
憶
良
の
思
想

的
な
と
こ
ろ
ま
で
は
触
れ
な
い
で
、
表
現
に
つ
い
て
ざ
っ
と
み
て
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

巻
五
の
「
無
題
漢
詩
序
」
は
作
者
名
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
あ
と
に
続
く
旅
人
の
妻
の
死
の
前
置
き
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
も

問
題
に
な
る
も
の
で
す
が
、「
沈
痾
自
哀
文
」と
と
も
に
、
仏
教
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
作
品
で
す
。
こ
の
序
が
斎
文
の
形
式
を
踏
む
も

の
で
あ
り
、
聖
武
天
皇
の
『
雑
集
』
に
収
め
ら
れ
た
斎
文
の
影
響
の
基
に
、
旅
人
の
妻
の
百
日
の
法
要
の
た
め
に
憶
良
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
斎
文
で
あ
ろ
う
こ
と
は
芳
賀
紀
雄
氏
（「
憶
良
の
挽
歌
詩
」『
女
子
大
国
文
』
昭
和
五
三
年
）
や
佐
藤
美
智
子
氏
（『
萬
葉
集
と
中
国

文
学
受
容
の
世
界
』
第
二
篇
第
四
章
）
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
す
。

憶
良
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
的
な
思
想
だ
け
で
な
く
、
儒
教
と
か
道
教
と
か
の
思
想
の
影
響
も
受
け
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く

彼
独
自
の
表
現
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
沈
痾
自
哀
文
」と
か
、「
無
題
漢
詩
序
」と
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
明
確
に
仏
教

思
想
を
押
し
出
し
て
い
ま
す
。
彼
の
表
現
は
、
無
常
観
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
が
、
特
に
自
分
自
身
が
死
を
ど
ん
な

ふ
う
に
受
け
入
れ
て
い
く
か
、
そ
う
い
う
彼
の
心
的
葛
藤
が
基
本
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
表
現
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
生
病
老
死
は
仏
教
の
い
う
四
苦
で
す
が
、
憶
良
は
そ
の
病
死
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。彼

の
仏
教
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
沈
痾
自
哀
文
」
に
、

況
む
や
、
我
胎
生
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
に
、
み
づ
か
ら
修
善
の
志
あ
り
、
曽
て
作
悪
の
心
無
し

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
諸
悪
莫
作
、

諸
善
奉
行
の
教
を
聞
く
こ
と
を
い
ふ

。
そ
ゑ
に
三
宝
を
礼
拝
し
て
、
日
と
し
て
勤
め
ず
と
い
ふ
こ
と
無
く
、
毎
日
誦
経
し
、
発
露

懺
悔
す
る
な
り

、
云
々

と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
彼
は
仏
教
を
た
だ
単
に
思
想
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
中
で
信
仰
と
し

て
受
け
入
れ
、
仏
教
の
説
く
悪
を
為
さ
な
い
よ
う
に
心
が
け
、「
毎
日
誦
経
し
、
発
露
懺
悔
」し
て
、
善
を
行
う
よ
う
努
め
て
き
た
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
誦
経
」
し
た
と
あ
る
経
は
何
経
で
あ
る
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
毎
日
誦
し
懺
悔
し
て
い
る
わ

一
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い
は
そ
れ
を
表
現
し
た
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
こ
の
歌
に
つ
き
ま
し
て
は
必
ず
し
も
現
在
で
も
な
お
通
説
と
言
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
考
え
を
否
定
す
る
説
の
が
強
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
『
万
葉
集
』
の
中
の

仏
教
的
表
現
の
評
価
が
典
型
的
に
現
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
人
麻
呂
は
仏
教

に
接
し
得
る
歴
史
的
社
会
的
な
環
境
の
な
か
に
生
き
、
仏
教
的
表
現
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
仏
教
的
表
現

に
関
心
を
も
っ
て
そ
れ
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
次
第
で
す
。

以
上
は
直
接
『
万
葉
集
』
の
仏
教
的
表
現
と
い
う
よ
り
は
大
体
ど
う
い
う
ふ
う
に
仏
教
的
表
現
が
研
究
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
次
に
山
上
憶
良
の
作
品
と
仏
教
的
表
現
の
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

山

上

憶

良

と

仏

教

山
上
憶
良
は
『
万
葉
集
』
の
中
で
は
非
常
に
明
確
に
仏
教
思
想
を
詠
ん
で
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の

こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
の
積
み
重
ね
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
先
学
の
研
究
に
拠
っ
て
い
ま

す
。
特
に
『
万
葉
集
全
注
』
巻
五
を
担
当
さ
れ
た
井
村
哲
夫
氏
が
精
力
的
か
つ
総
合
的
に
憶
良
の
仏
教
的
表
現
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ

て
お
ら
れ
、
そ
の
仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
た
憶
良
の
思
想
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
表
現
の
依
拠
経
典
は
全

部
が
全
部
は
確
定
的
に
は
言
え
な
い
こ
と
の
よ
う
で
す
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
い
う
研
究
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

憶
良
の
場
合
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
は
用
意
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
憶
良
の
思
想

的
な
と
こ
ろ
ま
で
は
触
れ
な
い
で
、
表
現
に
つ
い
て
ざ
っ
と
み
て
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

巻
五
の
「
無
題
漢
詩
序
」
は
作
者
名
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
あ
と
に
続
く
旅
人
の
妻
の
死
の
前
置
き
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
も

問
題
に
な
る
も
の
で
す
が
、「
沈
痾
自
哀
文
」と
と
も
に
、
仏
教
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
作
品
で
す
。
こ
の
序
が
斎
文
の
形
式
を
踏
む
も

の
で
あ
り
、
聖
武
天
皇
の
『
雑
集
』
に
収
め
ら
れ
た
斎
文
の
影
響
の
基
に
、
旅
人
の
妻
の
百
日
の
法
要
の
た
め
に
憶
良
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
斎
文
で
あ
ろ
う
こ
と
は
芳
賀
紀
雄
氏
（「
憶
良
の
挽
歌
詩
」『
女
子
大
国
文
』
昭
和
五
三
年
）
や
佐
藤
美
智
子
氏
（『
萬
葉
集
と
中
国

文
学
受
容
の
世
界
』
第
二
篇
第
四
章
）
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
す
。

憶
良
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
的
な
思
想
だ
け
で
な
く
、
儒
教
と
か
道
教
と
か
の
思
想
の
影
響
も
受
け
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く

彼
独
自
の
表
現
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
沈
痾
自
哀
文
」と
か
、「
無
題
漢
詩
序
」と
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
明
確
に
仏
教

思
想
を
押
し
出
し
て
い
ま
す
。
彼
の
表
現
は
、
無
常
観
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
が
、
特
に
自
分
自
身
が
死
を
ど
ん
な

ふ
う
に
受
け
入
れ
て
い
く
か
、
そ
う
い
う
彼
の
心
的
葛
藤
が
基
本
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
表
現
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
生
病
老
死
は
仏
教
の
い
う
四
苦
で
す
が
、
憶
良
は
そ
の
病
死
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。彼

の
仏
教
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
沈
痾
自
哀
文
」
に
、

況
む
や
、
我
胎
生
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
に
、
み
づ
か
ら
修
善
の
志
あ
り
、
曽
て
作
悪
の
心
無
し

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
諸
悪
莫
作
、

諸
善
奉
行
の
教
を
聞
く
こ
と
を
い
ふ

。
そ
ゑ
に
三
宝
を
礼
拝
し
て
、
日
と
し
て
勤
め
ず
と
い
ふ
こ
と
無
く
、
毎
日
誦
経
し
、
発
露

懺
悔
す
る
な
り

、
云
々

と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
彼
は
仏
教
を
た
だ
単
に
思
想
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
中
で
信
仰
と
し

て
受
け
入
れ
、
仏
教
の
説
く
悪
を
為
さ
な
い
よ
う
に
心
が
け
、「
毎
日
誦
経
し
、
発
露
懺
悔
」し
て
、
善
を
行
う
よ
う
努
め
て
き
た
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
誦
経
」
し
た
と
あ
る
経
は
何
経
で
あ
る
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
毎
日
誦
し
懺
悔
し
て
い
る
わ
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け
で
す
か
ら
、『
方
広
経
』の
よ
う
に
懺
悔
に
用
い
ら
れ
る
経
で
あ
っ
た
の
か
、『
般
若
心
経
』の
よ
う
に
短
い
経
で
あ
っ
た
の
か
、
確
か

な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
優
婆
塞
貢
進
解
」に
よ
れ
ば
、『
方
広
経
』が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
う
し
た
経
か
と

も
思
わ
れ
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
彼
は
毎
日
自
ら
経
を
誦
し
て
い
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
に
な
る
冒
頭
の
部
分
で
は
、

竊
に
以
る
に
、
朝
夕
に
山
野
に
佃
食
す
る
者
す
ら
、
猶
し
災
害
無
く
し
て
世
を
度
る
こ
と
得
、

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
常
に
弓
箭
を
執

り
六
斎
を
避
け
ず
、
値
ふ
所
の
禽
獣
、
大
き
な
る
と
小
し
き
な
る
と
、
孕
め
る
と
孕
ま
ぬ
と
を
論
ぜ
ず
し
て
並
に
皆
殺
し
食
ひ
、

此
を
以
ち
て
業
と
す
る
者
を
い
ふ
。
昼
夜
河
海
に
釣
魚
す
る
者
す
ら
、
尚
し
慶
福
あ
り
て
経
俗
を
全
く
す
。

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
漁

夫
潜
女
各
勤
む
る
所
あ
り
、
男
は
手
に
竹
竿
を
把
り
て
能
く
波
浪
の
上
に
釣
り
、
女
は
腰
に
鑿
籠
を
帯
び
て
深
き
潭
の
底
に
潜
き

採
る
者
を
い
ふ
。

と
い
っ
て
い
ま
す
。
自
分
は
病
に
沈
ん
で
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、
仏
教
で
禁
じ
て
い
る
殺
生
と
い
う
悪
を
行
っ
て
い
る
人
で
さ
え
も
、

病
気
を
し
な
い
で
長
生
き
し
て
い
る
者
が
い
る
と
い
う
わ
け
で
、
最
初
か
ら
仏
教
の
教
え
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。

し
か
し
、
最
初
に
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
は
、

嗟
乎
愧
し
き
か
も
、
我
何
の
罪
を
犯
し
て
か
、
此
の
重
き
疾
に
遭
へ
る
。

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
過
去
に
造
る
所
の
罪
か
、
若
し
は
現

前
に
犯
す
所
の
過
な
る
か
を
知
ら
ず
。
罪
過
を
犯
す
こ
と
無
く
は
何
そ
此
の
病
を
獲
む
。

と
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
自
分
の
宿
痾
を
過
去
も
し
く
は
現
前
に
犯
し
た
罪
の
報
い
で
あ
ろ
う
と
反
省
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
す

で
に
多
田
一
臣
氏
が
触
れ
て
お
ら
れ
る
（「
景
戒
と
憶
良
と
｜
『
霊
異
記
』
と
『
沈
痾
自
哀
文
』」「
日
本
文
学
」
五
〇
｜
五
）
こ
と
で
す

が
、
当
時
病
気
と
言
い
ま
す
と
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
疫
病
な
ど
が
典
型
的
な
例
に
な
り
ま
す
が
、
神

の
祟
り
で
あ
る
と
か
、
疫
神
で
あ
る
と
か
、
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
に
よ
っ
て
病
気
が
起
こ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
病

気
治
療
は
呪
術
的
に
そ
れ
を
払
お
う
と
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
は
そ
の
病
気
の
原
因
を
自
分
の
業
の
も
た
ら
す
も
の
と
説
明

し
ま
す
。
指
摘
の
通
り
『
日
本
霊
異
記
』
の
な
か
に
も
こ
の
二
つ
の
病
気
の
捉
え
方
は
み
え
ま
す
。
憶
良
は
自
分
の
宿
痾
を
仏
教
的
に

捉
え
て
自
身
の
業
の
問
題
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
現
世
に
お
け
る
罪
か
過
去
世
に
お
け
る
罪
か
は
わ
か
ら
な
い
に
し
も
て
、
自
ら
の
業

が
病
を
招
い
て
い
る
と
し
、
内
省
し
恥
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
因
果
応
報
の
理
と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
て
、
自
分
の
行
為
を

顧
み
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
言
い
ま
す
と
、
彼
は
仏
教
の
説
く
理
を
理
解
を
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
他
方

で
経
を
読
み
、
発
露
懺
悔
し
て
み
て
も
十
余
年
に
わ
た
っ
て
病
は
治
ら
な
い
と
い
っ
て
、
名
医
や
儒
教
あ
る
い
は
神
仙
思
想
の
書
の
説

く
と
こ
ろ
に
も
関
心
を
向
け
る
わ
け
で
す
。
当
然
、
仏
教
だ
け
を
信
じ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
当
時
の
士
大
夫
の
教
養
の
し
か
ら
し
め

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
意
味
で
は
徹
底
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
ゆ
え
、
他
の
殺
生
を
し
て
い
る
人
た
ち
と
比
べ
な
が
ら
、
自
分
が
病
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
難
い
と
思
っ
て
い
た

り
、
仏
教
の
説
く
理
を
疑
っ
て
い
た
り
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
病
気
の
治
癒
な
ど
所
謂
現
世
に
お
け
る
幸

い
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
に
し
て
も
、
自
分
の
行
い
に
よ
っ
て
病
気
が
生
じ
て
い
る
と
認
識
し
た
と
こ
ろ
は
、
あ
き
ら
か
に
固

有
信
仰
の
中
に
あ
る
日
本
人
と
は
違
っ
た
病
気
の
捉
え
方
を
し
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
仏
教
の
因
果
の
理
を
受
け
入
れ
て
次
代
に
繫

が
る
認
識
を
見
せ
始
め
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
先
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
彼
が
病
と
老
と
死
に
つ
い
て
歌
い
表
現
す
る
の
は
、

生
が
欠
け
て
い
る
に
し
て
も
、
仏
教
の
い
う
四
苦
と
し
て
示
さ
れ
た
苦
の
課
題
で
あ
る
こ
と
、
人
間
誰
に
と
っ
て
も
免
れ
難
い
も
の
で

あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
と
す
る
と
こ
ろ
に
仏
教
的
な
考
え
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
憶
良
は
通
り
一
遍
の
仏
教
へ
の
関
心
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
仏
教
を

生
活
化
し
、
そ
の
思
想
信
仰
を
自
ら
の
行
動
原
理
に
し
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
と
こ
ろ
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
井
村
哲
夫
氏
の
『
万
葉
集
全
注
』
巻
五
に
よ
っ
て
、
憶
良
の
漢
詩
や
和
歌
の
仏
教
的
表
現
に

つ
い
て
み
ま
す
と
、
多
く
の
経
典
に
見
え
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
注
意
さ
れ
る
の
は
『
涅
槃
経
』
で
す
。
そ
こ
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け
で
す
か
ら
、『
方
広
経
』の
よ
う
に
懺
悔
に
用
い
ら
れ
る
経
で
あ
っ
た
の
か
、『
般
若
心
経
』の
よ
う
に
短
い
経
で
あ
っ
た
の
か
、
確
か

な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
優
婆
塞
貢
進
解
」に
よ
れ
ば
、『
方
広
経
』が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
う
し
た
経
か
と

も
思
わ
れ
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
彼
は
毎
日
自
ら
経
を
誦
し
て
い
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
に
な
る
冒
頭
の
部
分
で
は
、

竊
に
以
る
に
、
朝
夕
に
山
野
に
佃
食
す
る
者
す
ら
、
猶
し
災
害
無
く
し
て
世
を
度
る
こ
と
得
、

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
常
に
弓
箭
を
執

り
六
斎
を
避
け
ず
、
値
ふ
所
の
禽
獣
、
大
き
な
る
と
小
し
き
な
る
と
、
孕
め
る
と
孕
ま
ぬ
と
を
論
ぜ
ず
し
て
並
に
皆
殺
し
食
ひ
、

此
を
以
ち
て
業
と
す
る
者
を
い
ふ
。
昼
夜
河
海
に
釣
魚
す
る
者
す
ら
、
尚
し
慶
福
あ
り
て
経
俗
を
全
く
す
。

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
漁

夫
潜
女
各
勤
む
る
所
あ
り
、
男
は
手
に
竹
竿
を
把
り
て
能
く
波
浪
の
上
に
釣
り
、
女
は
腰
に
鑿
籠
を
帯
び
て
深
き
潭
の
底
に
潜
き

採
る
者
を
い
ふ
。

と
い
っ
て
い
ま
す
。
自
分
は
病
に
沈
ん
で
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、
仏
教
で
禁
じ
て
い
る
殺
生
と
い
う
悪
を
行
っ
て
い
る
人
で
さ
え
も
、

病
気
を
し
な
い
で
長
生
き
し
て
い
る
者
が
い
る
と
い
う
わ
け
で
、
最
初
か
ら
仏
教
の
教
え
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。

し
か
し
、
最
初
に
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
は
、

嗟
乎
愧
し
き
か
も
、
我
何
の
罪
を
犯
し
て
か
、
此
の
重
き
疾
に
遭
へ
る
。

謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
過
去
に
造
る
所
の
罪
か
、
若
し
は
現

前
に
犯
す
所
の
過
な
る
か
を
知
ら
ず
。
罪
過
を
犯
す
こ
と
無
く
は
何
そ
此
の
病
を
獲
む
。

と
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
自
分
の
宿
痾
を
過
去
も
し
く
は
現
前
に
犯
し
た
罪
の
報
い
で
あ
ろ
う
と
反
省
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
す

で
に
多
田
一
臣
氏
が
触
れ
て
お
ら
れ
る
（「
景
戒
と
憶
良
と
｜
『
霊
異
記
』
と
『
沈
痾
自
哀
文
』」「
日
本
文
学
」
五
〇
｜
五
）
こ
と
で
す

が
、
当
時
病
気
と
言
い
ま
す
と
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
疫
病
な
ど
が
典
型
的
な
例
に
な
り
ま
す
が
、
神

の
祟
り
で
あ
る
と
か
、
疫
神
で
あ
る
と
か
、
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
に
よ
っ
て
病
気
が
起
こ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
病

気
治
療
は
呪
術
的
に
そ
れ
を
払
お
う
と
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
は
そ
の
病
気
の
原
因
を
自
分
の
業
の
も
た
ら
す
も
の
と
説
明

し
ま
す
。
指
摘
の
通
り
『
日
本
霊
異
記
』
の
な
か
に
も
こ
の
二
つ
の
病
気
の
捉
え
方
は
み
え
ま
す
。
憶
良
は
自
分
の
宿
痾
を
仏
教
的
に

捉
え
て
自
身
の
業
の
問
題
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
現
世
に
お
け
る
罪
か
過
去
世
に
お
け
る
罪
か
は
わ
か
ら
な
い
に
し
も
て
、
自
ら
の
業

が
病
を
招
い
て
い
る
と
し
、
内
省
し
恥
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
因
果
応
報
の
理
と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
て
、
自
分
の
行
為
を

顧
み
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
言
い
ま
す
と
、
彼
は
仏
教
の
説
く
理
を
理
解
を
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
他
方

で
経
を
読
み
、
発
露
懺
悔
し
て
み
て
も
十
余
年
に
わ
た
っ
て
病
は
治
ら
な
い
と
い
っ
て
、
名
医
や
儒
教
あ
る
い
は
神
仙
思
想
の
書
の
説

く
と
こ
ろ
に
も
関
心
を
向
け
る
わ
け
で
す
。
当
然
、
仏
教
だ
け
を
信
じ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
当
時
の
士
大
夫
の
教
養
の
し
か
ら
し
め

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
意
味
で
は
徹
底
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
ゆ
え
、
他
の
殺
生
を
し
て
い
る
人
た
ち
と
比
べ
な
が
ら
、
自
分
が
病
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
難
い
と
思
っ
て
い
た

り
、
仏
教
の
説
く
理
を
疑
っ
て
い
た
り
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
病
気
の
治
癒
な
ど
所
謂
現
世
に
お
け
る
幸

い
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
に
し
て
も
、
自
分
の
行
い
に
よ
っ
て
病
気
が
生
じ
て
い
る
と
認
識
し
た
と
こ
ろ
は
、
あ
き
ら
か
に
固

有
信
仰
の
中
に
あ
る
日
本
人
と
は
違
っ
た
病
気
の
捉
え
方
を
し
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
仏
教
の
因
果
の
理
を
受
け
入
れ
て
次
代
に
繫

が
る
認
識
を
見
せ
始
め
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
先
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
彼
が
病
と
老
と
死
に
つ
い
て
歌
い
表
現
す
る
の
は
、

生
が
欠
け
て
い
る
に
し
て
も
、
仏
教
の
い
う
四
苦
と
し
て
示
さ
れ
た
苦
の
課
題
で
あ
る
こ
と
、
人
間
誰
に
と
っ
て
も
免
れ
難
い
も
の
で

あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
と
す
る
と
こ
ろ
に
仏
教
的
な
考
え
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
憶
良
は
通
り
一
遍
の
仏
教
へ
の
関
心
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
仏
教
を

生
活
化
し
、
そ
の
思
想
信
仰
を
自
ら
の
行
動
原
理
に
し
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
と
こ
ろ
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
井
村
哲
夫
氏
の
『
万
葉
集
全
注
』
巻
五
に
よ
っ
て
、
憶
良
の
漢
詩
や
和
歌
の
仏
教
的
表
現
に

つ
い
て
み
ま
す
と
、
多
く
の
経
典
に
見
え
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
注
意
さ
れ
る
の
は
『
涅
槃
経
』
で
す
。
そ
こ

一
六

一
五



で
、
こ
こ
で
は
『
涅
槃
経
』
に
限
定
し
て
、
経
典
に
依
拠
し
た
表
現
と
み
な
さ
れ
る
例
を
み
ま
す
と
、

①

四
蛇

無
題
漢
詩
序
）

地
、
水
、
火
、
風
ハ
四
毒
蛇
ノ
如
ク
、
見
毒
、
触
毒
、
気
毒
、
齧
毒
、
一
切
衆
生
、
是
ノ
四
毒
ニ
遇
フ
。
故
ニ
其
ノ
命
ヲ
喪
フ
。

（
中
略
）是
ノ
四
毒
ハ
常
ニ
人
ノ
便
ヲ
伺
フ
。
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ
視
ル
ベ
キ
、
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ
触
ル
ベ
キ
、
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ

嘘
ク
ベ
キ
、
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ
齧
ム
ベ
キ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
品
）

②

申
臂
之
頃
（
悲
嘆
俗
道
仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
一
首
并
序
）

譬
ヘ
バ
壮
士
ノ
臂
ヲ
屈
伸
ス
ル
頃
ノ
如
キ
ニ
・
大
力
士
ノ
臂
ヲ
屈
伸
ス
ル
頃
ノ
如
キ
ニ
」（『
涅
槃
経
』
獅
子
吼
菩
薩
品
）

③

諸
悪
莫
作
、
諸
善
奉
行

沈
痾
自
哀
文
）

諸
ノ
悪
ハ
作
ス
コ
ト
莫
ク
、
諸
ノ
善
ハ
奉
行
シ
、
自
ラ
其
意
ヲ
浄
ク
ス
ル
、
是
レ
諸
仏
ノ
教
ナ
リ
。（『

涅
槃
経
』
梵
行
品
）

④

翼
折
れ
た
る
鳥
の
如
く

沈
痾
自
哀
文
）

是
ノ
如
キ
ノ
人
ハ
善
処
ニ
至
ラ
ズ
、
折
翼
鳥
ノ
飛
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ガ
如
シ
。

『
涅
槃
経
』
四
依
品
）

⑤

黐
鳥
の
か
か
ら
は
し
も
よ

八
〇
〇
）

善
男
子
。
人
ト

猴
ト
ヨ
ク
行
ク
処
ハ
、
如
諸
ノ
猟
師
、
純
ラ
黐
膠
ヲ
以
テ
案
上
ニ
置
キ
、
用
チ
テ

猴
ヲ
捕
フ
。

猴
癡
ナ

ル
ガ
故
ニ
、
往
キ
テ
手
ヲ
触
ル
。
触
ル
レ
バ
已
ニ
手
ヲ
粘
ス
。
手
ヲ
脱
カ
ム
ト
欲
フ
ガ
故
ニ
脚
以
テ
之
ヲ
蹋
ス
。
脚
復
タ
隨
著

ス
。
脚
ヲ
脱
カ
ム
ト
欲
フ
ガ
故
ニ
、
口
以
テ
之
ヲ
囓
ム
。
口
復
タ
粘
著
ス
。
是
ノ
如
ク
五
処
悉
ク
脱
ク
コ
ト
得
ル
無
シ
。
是
ニ

猟
師
、
杖
以
テ
之
ヲ
貫
キ
負
ヒ
テ
家
ニ
還
帰
ス
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

⑥

何
処
よ
り
来
る

八
〇
二
）

何
処
ヨ
リ
シ
テ
来
ル
ヤ
、
去
リ
テ
何
処
ニ
至
ル
ヤ

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

⑦

安
眠
し
寝
さ
ぬ

八
〇
二
）

モ
シ
能
ク
永
ク
、
一
切
ノ
諸
ノ
煩
悩
ヲ
断
ジ
、
染
三
界
ヲ
貪
ラ
ザ
ル
有
ラ
バ
、
乃
チ
安
穏
ニ
眠
ル
コ
ト
ヲ
得
ム
。

（『
涅
槃
経
』
梵
行
品
）

⑧

世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
つ
も

八
〇
五
）

復
次
ニ
迦
葉
、
猶
シ
秋
月
ノ
有
ラ
ユ
ル
蓮
華
、
皆
一
切
ニ
楽
見
セ
ラ
レ
、
其
ノ
老
至
ル
ニ
及
ビ
テ
衆
ニ
悪
賎
セ
ラ
ル
ル
ガ
如
シ
。

善
男
子
、
盛
年
壮
色
モ
亦
復
是
ノ
如
シ
。
悉
ク
一
切
ニ
愛
楽
セ
ラ
レ
、
其
ノ
老
至
ル
ニ
及
ビ
テ
衆
ニ
悪
賎
セ
ラ
ル
。

（『
涅
槃
経
』
聖
行
品
）

⑨

わ
く
ら
ば
に
人
と
は
あ
る
を

八
九
二
）

人
身
ノ
得
難
キ
コ
ト
優
曇
華
ノ
如
シ

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

世
ニ
六
処
ノ
値
遇
シ
難
キ
有
リ
。
五
ニ
人
身
ハ
得
難
シ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

世
間
を
憂
し
と
恥
し
と
思
へ
ど
も

八
九
四
）

譬
ヘ
バ
人
有
リ
テ
、
大
河
水
ニ
堕
シ
テ
慚
愧
有
ル
コ
ト
無
キ
ガ
如
ク
、
衆
生
モ
亦
尓
ナ
リ
。
煩
悩
ノ
河
ニ
堕
チ
テ
慚
愧
有
ル
コ

ト
無
シ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

二
ツ
ノ
白
法
有
リ
テ
能
ク
衆
生
ヲ
救
フ
。
一
ツ
ハ
慙
、
二
ツ
ニ
ハ
愧
ナ
リ
。・
・
・
慙
ト
ハ
内
自
ラ
羞
恥
シ
、
愧
ト
ハ
発
露
シ
テ

人
ニ
向
フ
。
慙
ト
ハ
人
ニ
羞
ジ
、
愧
ト
ハ
天
ニ
羞
ズ
。
是
ヲ
慙
愧
ト
名
ヅ
ク
。
慙
愧
無
キ
者
ハ
名
ケ
テ
人
ト
為
サ
ズ
、
名
ケ
テ

畜
生
ト
為
ス
。

（『
涅
槃
経
』
梵
行
品
）

こ
の
よ
う
に
『
涅
槃
経
』
に
か
か
わ
る
表
現
が
多
く
認
め
ら
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
井
村
氏
は
、

一
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一
七



で
、
こ
こ
で
は
『
涅
槃
経
』
に
限
定
し
て
、
経
典
に
依
拠
し
た
表
現
と
み
な
さ
れ
る
例
を
み
ま
す
と
、

①

四
蛇

無
題
漢
詩
序
）

地
、
水
、
火
、
風
ハ
四
毒
蛇
ノ
如
ク
、
見
毒
、
触
毒
、
気
毒
、
齧
毒
、
一
切
衆
生
、
是
ノ
四
毒
ニ
遇
フ
。
故
ニ
其
ノ
命
ヲ
喪
フ
。

（
中
略
）是
ノ
四
毒
ハ
常
ニ
人
ノ
便
ヲ
伺
フ
。
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ
視
ル
ベ
キ
、
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ
触
ル
ベ
キ
、
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ

嘘
ク
ベ
キ
、
何
レ
ノ
時
カ
当
ニ
齧
ム
ベ
キ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
品
）

②

申
臂
之
頃
（
悲
嘆
俗
道
仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
一
首
并
序
）

譬
ヘ
バ
壮
士
ノ
臂
ヲ
屈
伸
ス
ル
頃
ノ
如
キ
ニ
・
大
力
士
ノ
臂
ヲ
屈
伸
ス
ル
頃
ノ
如
キ
ニ
」（『
涅
槃
経
』
獅
子
吼
菩
薩
品
）

③

諸
悪
莫
作
、
諸
善
奉
行

沈
痾
自
哀
文
）

諸
ノ
悪
ハ
作
ス
コ
ト
莫
ク
、
諸
ノ
善
ハ
奉
行
シ
、
自
ラ
其
意
ヲ
浄
ク
ス
ル
、
是
レ
諸
仏
ノ
教
ナ
リ
。（『

涅
槃
経
』
梵
行
品
）

④

翼
折
れ
た
る
鳥
の
如
く

沈
痾
自
哀
文
）

是
ノ
如
キ
ノ
人
ハ
善
処
ニ
至
ラ
ズ
、
折
翼
鳥
ノ
飛
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ガ
如
シ
。

『
涅
槃
経
』
四
依
品
）

⑤

黐
鳥
の
か
か
ら
は
し
も
よ

八
〇
〇
）

善
男
子
。
人
ト

猴
ト
ヨ
ク
行
ク
処
ハ
、
如
諸
ノ
猟
師
、
純
ラ
黐
膠
ヲ
以
テ
案
上
ニ
置
キ
、
用
チ
テ

猴
ヲ
捕
フ
。

猴
癡
ナ

ル
ガ
故
ニ
、
往
キ
テ
手
ヲ
触
ル
。
触
ル
レ
バ
已
ニ
手
ヲ
粘
ス
。
手
ヲ
脱
カ
ム
ト
欲
フ
ガ
故
ニ
脚
以
テ
之
ヲ
蹋
ス
。
脚
復
タ
隨
著

ス
。
脚
ヲ
脱
カ
ム
ト
欲
フ
ガ
故
ニ
、
口
以
テ
之
ヲ
囓
ム
。
口
復
タ
粘
著
ス
。
是
ノ
如
ク
五
処
悉
ク
脱
ク
コ
ト
得
ル
無
シ
。
是
ニ

猟
師
、
杖
以
テ
之
ヲ
貫
キ
負
ヒ
テ
家
ニ
還
帰
ス
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

⑥

何
処
よ
り
来
る

八
〇
二
）

何
処
ヨ
リ
シ
テ
来
ル
ヤ
、
去
リ
テ
何
処
ニ
至
ル
ヤ

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

⑦

安
眠
し
寝
さ
ぬ

八
〇
二
）

モ
シ
能
ク
永
ク
、
一
切
ノ
諸
ノ
煩
悩
ヲ
断
ジ
、
染
三
界
ヲ
貪
ラ
ザ
ル
有
ラ
バ
、
乃
チ
安
穏
ニ
眠
ル
コ
ト
ヲ
得
ム
。

（『
涅
槃
経
』
梵
行
品
）

⑧

世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
つ
も

八
〇
五
）

復
次
ニ
迦
葉
、
猶
シ
秋
月
ノ
有
ラ
ユ
ル
蓮
華
、
皆
一
切
ニ
楽
見
セ
ラ
レ
、
其
ノ
老
至
ル
ニ
及
ビ
テ
衆
ニ
悪
賎
セ
ラ
ル
ル
ガ
如
シ
。

善
男
子
、
盛
年
壮
色
モ
亦
復
是
ノ
如
シ
。
悉
ク
一
切
ニ
愛
楽
セ
ラ
レ
、
其
ノ
老
至
ル
ニ
及
ビ
テ
衆
ニ
悪
賎
セ
ラ
ル
。

（『
涅
槃
経
』
聖
行
品
）

⑨

わ
く
ら
ば
に
人
と
は
あ
る
を

八
九
二
）

人
身
ノ
得
難
キ
コ
ト
優
曇
華
ノ
如
シ

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

世
ニ
六
処
ノ
値
遇
シ
難
キ
有
リ
。
五
ニ
人
身
ハ
得
難
シ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

世
間
を
憂
し
と
恥
し
と
思
へ
ど
も

八
九
四
）

譬
ヘ
バ
人
有
リ
テ
、
大
河
水
ニ
堕
シ
テ
慚
愧
有
ル
コ
ト
無
キ
ガ
如
ク
、
衆
生
モ
亦
尓
ナ
リ
。
煩
悩
ノ
河
ニ
堕
チ
テ
慚
愧
有
ル
コ

ト
無
シ
。

（『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
）

二
ツ
ノ
白
法
有
リ
テ
能
ク
衆
生
ヲ
救
フ
。
一
ツ
ハ
慙
、
二
ツ
ニ
ハ
愧
ナ
リ
。・
・
・
慙
ト
ハ
内
自
ラ
羞
恥
シ
、
愧
ト
ハ
発
露
シ
テ

人
ニ
向
フ
。
慙
ト
ハ
人
ニ
羞
ジ
、
愧
ト
ハ
天
ニ
羞
ズ
。
是
ヲ
慙
愧
ト
名
ヅ
ク
。
慙
愧
無
キ
者
ハ
名
ケ
テ
人
ト
為
サ
ズ
、
名
ケ
テ

畜
生
ト
為
ス
。

（『
涅
槃
経
』
梵
行
品
）

こ
の
よ
う
に
『
涅
槃
経
』
に
か
か
わ
る
表
現
が
多
く
認
め
ら
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
井
村
氏
は
、

一
八

一
七



仏
伝
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
憶
良
は
『
涅
槃
経
』
や
『
仏
本
行
集
経
』
に
親
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
『
涅
槃
経
』
と
く
に
「
高
貴
徳
王
菩
薩
品
」
に
依
拠
す
る
語
句
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
語
句

の
な
か
に
も
他
の
経
典
に
見
だ
し
え
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
『
涅
槃
経
』
と
か
か
わ
る
表
現
が
最
も
多
い
と
い
え
ま
す
。
し

た
が
っ
て
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
憶
良
の
仏
教
的
表
現
あ
る
い
は
仏
教
語
の
使
用
は
そ
れ
ら
が
す
べ
て
『
涅
槃
経
』
の
表
現
と
ぴ
っ
た

り
対
応
す
る
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
と
関
係
が
深
い
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
い
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
す
が
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
涅
槃
経
』と
本
生
経
類
と
で
は
そ
の
性
格
が
異
な
り
、
憶
良
の
親
し
み
方
も

異
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
憶
良
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
読
ん
で
い
た
と
い
う
日
常
的
に
接
し
た
経
に
は
『
涅
槃
経
』
が
入

っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、『
仏
本
行
集
経
』は
そ
う
し
た
性
格
の
経
で
は
な
く
、
仏
伝
へ
の
関
心
か
ら
、
あ
る
い
は
仏

教
的
知
識
を
広
げ
る
た
め
に
、
読
ん
だ
経
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

『
涅
槃
経
』
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
中
に
も
、「
恵
勝
法
師
は
、
涅
槃
経
を
能
く
読
む
と
雖
も
、
車
を
引
く
こ
と
能
は
じ
」（
中
巻

第
二
十
縁
）
と
い
っ
た
形
で
、
あ
る
い
は
、
引
用
経
典
と
し
て
「
涅
槃
経
に
云
は
く
『
若
し
見
に
人
有
り
て
善
を
修
行
せ
む
に
は
、
名
、

天
人
に
見
れ
、
悪
を
修
行
せ
む
に
は
、
名
、
地
獄
に
見
れ
む
。
何
を
以
て
の
故
に
と
な
ら
ば
、
定
め
て
報
を
受
く
る
が
故
な
り
」（
上
巻

第
二
十
七
縁
・
中
巻
第
一
九
縁
）
と
い
っ
た
形
で
引
か
れ
ま
す
。
ま
た
「
優
婆
塞
貢
進
解
」
に
お
い
て
も
、
九
人
の
浄
行
者
が
読
め
る

経
と
し
て
あ
げ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
、
読
経
可
能
な
経
の
中
で
は
『
法
華
経
』
が
最
も
多
く
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
な
ど
儀
式
に
お

い
て
読
ま
れ
る
経
も
多
く
み
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
仏
本
行
集
経
』な
ど
は
こ
う
し
た
読
誦
で
き
る
経
の
な
か
に
は
入
っ
て
き
て
い

ま
せ
ん
。

憶
良
の
用
い
た
仏
教
用
語
に
は
通
俗
的
な
も
の
が
多
く
、
仏
教
学
的
に
高
度
な
も
の
は
な
い
と
い
う
評
価
が
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
う

で
あ
っ
た
に
し
て
も
そ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
学
問
と
い
う
よ
り
は
仏
教
を
信
仰
し
、
そ
の
表
現
に
な
じ
ん
で
仏
教
に
接
近
し
て
い
た
こ

と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
用
い
た
仏
教
語
の
典
拠
を
一
々
経
典
に

求
め
る
こ
と
が
、
彼
の
知
識
の
依
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
本
当
の
意
味
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繫
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
一
面
が
あ
る
に
し
て
も
、
簡
単
に
そ
う
言
い
切
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
子
供
の
時
か
ら
仏
教

を
生
活
の
一
部
と
し
、
毎
日
経
を
読
み
続
け
た
憶
良
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
経
典
に
目
を
向
け
、
そ
れ
な
り
に
深
い
と

こ
ろ
で
仏
教
の
知
識
を
広
げ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
か
ら
で
す
。

憶
良
の
表
現
か
ら
仏
教
語
を
拾
う
と
き
、『
涅
槃
経
』に
関
し
て
は
歌
が
多
く
あ
が
り
ま
し
た
が
、
数
量
的
に
は
漢
文
表
現
に
多
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
漢
文
の
場
合
は
漢
語
と
し
て
の
仏
教
語
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
当
然
の
こ
と
で
す
。
ま
た
仏
教
語

も
割
合
明
確
で
生
の
形
で
多
く
出
て
ま
す
。
し
か
し
和
歌
に
な
り
ま
す
と
、
仏
教
語
を
生
の
か
た
ち
で
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

『
涅
槃
経
』に
基
づ
く
表
現
に
は
和
歌
の
も
の
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
経
典
の
漢
語
表
現
に
基
づ
き
な
が
ら
、
歌
に
相
応
し
い
表
現

に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
努
力
の
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
教
語
を
日
本
語
表
現
に
変
え
て
用
い
る
の

が
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
か
れ
は
『
涅
槃
経
』
に
相
当
な
じ
ん
で
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
今
み
た
例
の

う
ち
、
⑨
の
「
わ
く
ら
ば
に

人
と
あ
る
を
（
八
九
二
）」
と
い
う
の
は
、「
世
ニ
六
処
ノ
値
遇
シ
難
キ
有
リ
。
五
ニ
人
身
ハ
得
難
シ
。
六

ニ
諸
根
ハ
具
シ
難
シ
。」（『
涅
槃
経
』「
高
貴
徳
王
品
」）
に
依
拠
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
は
偶
々
受
け
難
い
人
間
の
身
を
受
け

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
言
い
換
え
る
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
い
ま
す
。
も
と
よ
り
憶
良
が
和
歌
に
用
い
た
の
は
『
涅
槃
経
』
ば
か
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。「
貧
窮
問
答
歌
」
の
「
飛
び
立
ち
か
ね
つ

鳥
に
し
あ
ら
ね
ば
（
八
九
三
）」
の
表
現
で
は
『
華
厳
経
』
の
表
現
を
押
さ

え
た
う
え
で
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
芳
賀
紀
雄
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
ヨ
ク
一
切
法
ハ
性
無
ク
生
無
ク
所
依
無
キ
コ
ト
ヲ

了
解
セ
バ
、
鳥
ノ
空
ヲ
飛
ブ
ガ
如
ク
自
在
ヲ
得
ム
」（『
華
厳
経
』
巻
七
七
）
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
表
現
で
、「
鳥
ノ
空
ヲ
飛
ブ
ガ
如
ク

自
在
ヲ
得
ム
」
を
逆
転
し
て
、
鳥
で
は
な
い
か
ら
「
飛
び
立
ち
か
ね
つ
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
す
（「
貧
窮
問
答
の
歌
｜
短
歌
を
め

二
〇

一
九



仏
伝
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
憶
良
は
『
涅
槃
経
』
や
『
仏
本
行
集
経
』
に
親
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
『
涅
槃
経
』
と
く
に
「
高
貴
徳
王
菩
薩
品
」
に
依
拠
す
る
語
句
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
語
句

の
な
か
に
も
他
の
経
典
に
見
だ
し
え
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
『
涅
槃
経
』
と
か
か
わ
る
表
現
が
最
も
多
い
と
い
え
ま
す
。
し

た
が
っ
て
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
憶
良
の
仏
教
的
表
現
あ
る
い
は
仏
教
語
の
使
用
は
そ
れ
ら
が
す
べ
て
『
涅
槃
経
』
の
表
現
と
ぴ
っ
た

り
対
応
す
る
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
と
関
係
が
深
い
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
い
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
す
が
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
涅
槃
経
』と
本
生
経
類
と
で
は
そ
の
性
格
が
異
な
り
、
憶
良
の
親
し
み
方
も

異
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
憶
良
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
読
ん
で
い
た
と
い
う
日
常
的
に
接
し
た
経
に
は
『
涅
槃
経
』
が
入

っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、『
仏
本
行
集
経
』は
そ
う
し
た
性
格
の
経
で
は
な
く
、
仏
伝
へ
の
関
心
か
ら
、
あ
る
い
は
仏

教
的
知
識
を
広
げ
る
た
め
に
、
読
ん
だ
経
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

『
涅
槃
経
』
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
中
に
も
、「
恵
勝
法
師
は
、
涅
槃
経
を
能
く
読
む
と
雖
も
、
車
を
引
く
こ
と
能
は
じ
」（
中
巻

第
二
十
縁
）
と
い
っ
た
形
で
、
あ
る
い
は
、
引
用
経
典
と
し
て
「
涅
槃
経
に
云
は
く
『
若
し
見
に
人
有
り
て
善
を
修
行
せ
む
に
は
、
名
、

天
人
に
見
れ
、
悪
を
修
行
せ
む
に
は
、
名
、
地
獄
に
見
れ
む
。
何
を
以
て
の
故
に
と
な
ら
ば
、
定
め
て
報
を
受
く
る
が
故
な
り
」（
上
巻

第
二
十
七
縁
・
中
巻
第
一
九
縁
）
と
い
っ
た
形
で
引
か
れ
ま
す
。
ま
た
「
優
婆
塞
貢
進
解
」
に
お
い
て
も
、
九
人
の
浄
行
者
が
読
め
る

経
と
し
て
あ
げ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
、
読
経
可
能
な
経
の
中
で
は
『
法
華
経
』
が
最
も
多
く
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
な
ど
儀
式
に
お

い
て
読
ま
れ
る
経
も
多
く
み
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
仏
本
行
集
経
』な
ど
は
こ
う
し
た
読
誦
で
き
る
経
の
な
か
に
は
入
っ
て
き
て
い

ま
せ
ん
。

憶
良
の
用
い
た
仏
教
用
語
に
は
通
俗
的
な
も
の
が
多
く
、
仏
教
学
的
に
高
度
な
も
の
は
な
い
と
い
う
評
価
が
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
う

で
あ
っ
た
に
し
て
も
そ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
学
問
と
い
う
よ
り
は
仏
教
を
信
仰
し
、
そ
の
表
現
に
な
じ
ん
で
仏
教
に
接
近
し
て
い
た
こ

と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
用
い
た
仏
教
語
の
典
拠
を
一
々
経
典
に

求
め
る
こ
と
が
、
彼
の
知
識
の
依
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
本
当
の
意
味
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繫
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
一
面
が
あ
る
に
し
て
も
、
簡
単
に
そ
う
言
い
切
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
子
供
の
時
か
ら
仏
教

を
生
活
の
一
部
と
し
、
毎
日
経
を
読
み
続
け
た
憶
良
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
経
典
に
目
を
向
け
、
そ
れ
な
り
に
深
い
と

こ
ろ
で
仏
教
の
知
識
を
広
げ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
か
ら
で
す
。

憶
良
の
表
現
か
ら
仏
教
語
を
拾
う
と
き
、『
涅
槃
経
』に
関
し
て
は
歌
が
多
く
あ
が
り
ま
し
た
が
、
数
量
的
に
は
漢
文
表
現
に
多
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
漢
文
の
場
合
は
漢
語
と
し
て
の
仏
教
語
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
当
然
の
こ
と
で
す
。
ま
た
仏
教
語

も
割
合
明
確
で
生
の
形
で
多
く
出
て
ま
す
。
し
か
し
和
歌
に
な
り
ま
す
と
、
仏
教
語
を
生
の
か
た
ち
で
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

『
涅
槃
経
』に
基
づ
く
表
現
に
は
和
歌
の
も
の
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
経
典
の
漢
語
表
現
に
基
づ
き
な
が
ら
、
歌
に
相
応
し
い
表
現

に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
努
力
の
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
教
語
を
日
本
語
表
現
に
変
え
て
用
い
る
の

が
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
か
れ
は
『
涅
槃
経
』
に
相
当
な
じ
ん
で
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
今
み
た
例
の

う
ち
、
⑨
の
「
わ
く
ら
ば
に

人
と
あ
る
を
（
八
九
二
）」
と
い
う
の
は
、「
世
ニ
六
処
ノ
値
遇
シ
難
キ
有
リ
。
五
ニ
人
身
ハ
得
難
シ
。
六

ニ
諸
根
ハ
具
シ
難
シ
。」（『
涅
槃
経
』「
高
貴
徳
王
品
」）
に
依
拠
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
は
偶
々
受
け
難
い
人
間
の
身
を
受
け

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
言
い
換
え
る
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
い
ま
す
。
も
と
よ
り
憶
良
が
和
歌
に
用
い
た
の
は
『
涅
槃
経
』
ば
か
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。「
貧
窮
問
答
歌
」
の
「
飛
び
立
ち
か
ね
つ

鳥
に
し
あ
ら
ね
ば
（
八
九
三
）」
の
表
現
で
は
『
華
厳
経
』
の
表
現
を
押
さ

え
た
う
え
で
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
芳
賀
紀
雄
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
ヨ
ク
一
切
法
ハ
性
無
ク
生
無
ク
所
依
無
キ
コ
ト
ヲ

了
解
セ
バ
、
鳥
ノ
空
ヲ
飛
ブ
ガ
如
ク
自
在
ヲ
得
ム
」（『
華
厳
経
』
巻
七
七
）
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
表
現
で
、「
鳥
ノ
空
ヲ
飛
ブ
ガ
如
ク

自
在
ヲ
得
ム
」
を
逆
転
し
て
、
鳥
で
は
な
い
か
ら
「
飛
び
立
ち
か
ね
つ
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
す
（「
貧
窮
問
答
の
歌
｜
短
歌
を
め

二
〇

一
九



ぐ
っ
て
｜
」「
万
葉
」第
93
号
）。
こ
の
よ
う
に
憶
良
は
、
経
典
の
語
句
や
表
現
を
仏
教
的
な
思
想
あ
る
い
は
仏
教
的
表
現
を
和
歌
に
ふ
さ

わ
し
い
表
現
に
工
夫
し
て
直
し
な
が
ら
、
用
い
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。

他
の
歌
人
に
も
そ
う
し
た
も
の
は
み
え
る
に
し
て
も
、
他
の
歌
人
た
ち
が
多
く
行
っ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
憶
良
の
独

特
の
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
憶
良
は
、
仏
教
に
深
く
な
じ
ん
で
い
て
、
自
分
の
受
け
入
れ
た
仏
教
的
な
も

の
を
和
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
に
し
よ
う
と
い
う
努
力
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

全
体
が
必
ず
し
も
見
え
な
い
ま
ま
に
申
し
あ
げ
る
の
は
大
変
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
反
省
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
少
な
く

と
も
、
憶
良
の
場
合
に
は
『
万
葉
集
』
の
中
で
は
特
に
仏
教
的
な
思
想
を
き
ち
っ
と
表
現
し
た
歌
人
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
彼
は
深
く

仏
教
に
な
じ
ん
で
い
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
他
の
歌
人
た
ち
の
仏
教
的
表
現
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
他
の
仏
教
に
関
わ
る
表
現
の
様
態

坂
上
郎
女
の
家
で
は
父
大
納
言
大
伴
安
麻
呂
の
時
代
か
ら
理
願
と
い
う
新
羅
か
ら
や
っ
て
来
た
尼
さ
ん
を
受
け
入
れ
て
、
住
ま
わ
せ

て
い
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
天
平
七
年
に
母
石
川
命
婦
が
偶
々
病
気
治
療
の
た
め
有
馬
温
泉
に
行
っ
て
い
た
と
き
、
そ
の
理
願
尼

が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
郎
女
が
母
に
知
ら
せ
る
た
め
に
詠
ん
だ
歌
が
『
万
葉
集
』
に
み
え
ま
す
。
そ
れ
は
巻
三
の
四
六
〇
・
一
番
歌
で

す
が
、
題
詞
に
は
「
七
年
乙
亥
大
伴
坂
上
郎
女
、
尼
理
願
の
死
去
せ
る
を
悲
嘆
し
て
作
れ
る
歌
一
首
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
歌
に

は
、「
生
き
る
者

死
ぬ
と
い
ふ
事
に

免
れ
ぬ

も
の
に
し
あ
れ
ば
」「
留
め
え
ぬ

寿
に
し
あ
れ
ば
」と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
仏
教
的
無
常
観
の
表
現
と
み
な
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
坂
上
郎
女
は
理
願
を
通
し
て
仏
教
に
な
じ
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら

れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
母
の
石
川
郎
女
も
仏
教
に
な
じ
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
彼
女
に
は
そ
う
い
う
歌
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
旅
人
は
讃
酒
歌
で
、

生
け
る
者

遂
に
も
死
ぬ
る

も
の
に
あ
れ
ば

今
生
な
る
間
は

楽
し
く
を
あ
ら
な

（
三
｜
三
四
九
）

と
歌
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
的
な
考
え
を
逆
転
さ
せ
た
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
伴
家
に
は
理
願
に
よ
っ
て
仏
教
的
な
感
化
が
な
さ

れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
尼
を
寄
宿
さ
せ
る
こ
と
は
特
異
な
例
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
す
で
に
貴
族
社
会
に
は
仏
教
は
相

当
深
く
浸
透
し
、
仏
教
に
馴
染
ん
だ
人
々
は
多
か
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
故
、
仏
教
に
か
か
わ
る
表
現
も
そ
れ
な
り

に
見
え
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
に
み
た
よ
う
な
類
の
仏
教
に
関
わ
る
表
現
を
整
理
し
て
み
ま
す
と
、

（
１
）

仏
教
関
係
語
が
歌
中
に
は
詠
み
こ
ま
れ
な
い
で
、
題
詞
・
左
注
に
の
み
み
え
る
例

（
２
）

仏
教
に
か
か
わ
る
事
物
を
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

（
３
）

仏
教
思
想
・
理
念
を
表
す
語
や
経
典
の
表
現
を
仏
教
的
理
解
に
即
し
て
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

（
４
）

仏
教
思
想
・
理
念
を
表
す
語
や
経
典
の
表
現
を
仏
教
の
教
え
か
ら
ず
れ
た
内
容
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
今
み
た
旅
人
の
歌
も
⑷
の
例
で
す
が
、
憶
良
の
歌
に
も
⑷
の
例
は
見
え
ま
す
。、
例
え
ば
お
釈
迦
さ

ん
に
つ
き
ま
し
て
涅
槃
の
苦
を
お
釈
迦
さ
ん
も
免
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、「
子
等
思
ふ
歌
」（
五
｜
八
〇
二
）
の
序
で
は
お
釈
迦
さ
ん
は
「
衆
生
を
愛
す
る
こ
と
、
羅

経

羅
の
如
」
く
で
あ
っ
た
、
つ
ま

り
子
供
を
愛
す
る
心
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
さ
ん
も
保
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
経
典
は
仏
の

説
か
れ
た
も
の
と
信
じ
て
の
こ
と
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
い
い
は

下

典
の
説
く
と
こ
ろ
と
は
少
し
ず
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
む
し
ろ

文
学
的
営
為
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

以

二

こ
う
し
た
例
を
順
次
み
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
一
二

侯



ぐ
っ
て
｜
」「
万
葉
」第
93
号
）。
こ
の
よ
う
に
憶
良
は
、
経
典
の
語
句
や
表
現
を
仏
教
的
な
思
想
あ
る
い
は
仏
教
的
表
現
を
和
歌
に
ふ
さ

わ
し
い
表
現
に
工
夫
し
て
直
し
な
が
ら
、
用
い
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。

他
の
歌
人
に
も
そ
う
し
た
も
の
は
み
え
る
に
し
て
も
、
他
の
歌
人
た
ち
が
多
く
行
っ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
憶
良
の
独

特
の
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
憶
良
は
、
仏
教
に
深
く
な
じ
ん
で
い
て
、
自
分
の
受
け
入
れ
た
仏
教
的
な
も

の
を
和
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
に
し
よ
う
と
い
う
努
力
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

全
体
が
必
ず
し
も
見
え
な
い
ま
ま
に
申
し
あ
げ
る
の
は
大
変
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
反
省
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
少
な
く

と
も
、
憶
良
の
場
合
に
は
『
万
葉
集
』
の
中
で
は
特
に
仏
教
的
な
思
想
を
き
ち
っ
と
表
現
し
た
歌
人
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
彼
は
深
く

仏
教
に
な
じ
ん
で
い
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
他
の
歌
人
た
ち
の
仏
教
的
表
現
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
他
の
仏
教
に
関
わ
る
表
現
の
様
態

坂
上
郎
女
の
家
で
は
父
大
納
言
大
伴
安
麻
呂
の
時
代
か
ら
理
願
と
い
う
新
羅
か
ら
や
っ
て
来
た
尼
さ
ん
を
受
け
入
れ
て
、
住
ま
わ
せ

て
い
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
天
平
七
年
に
母
石
川
命
婦
が
偶
々
病
気
治
療
の
た
め
有
馬
温
泉
に
行
っ
て
い
た
と
き
、
そ
の
理
願
尼

が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
郎
女
が
母
に
知
ら
せ
る
た
め
に
詠
ん
だ
歌
が
『
万
葉
集
』
に
み
え
ま
す
。
そ
れ
は
巻
三
の
四
六
〇
・
一
番
歌
で

す
が
、
題
詞
に
は
「
七
年
乙
亥
大
伴
坂
上
郎
女
、
尼
理
願
の
死
去
せ
る
を
悲
嘆
し
て
作
れ
る
歌
一
首
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
歌
に

は
、「
生
き
る
者

死
ぬ
と
い
ふ
事
に

免
れ
ぬ

も
の
に
し
あ
れ
ば
」「
留
め
え
ぬ

寿
に
し
あ
れ
ば
」と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
仏
教
的
無
常
観
の
表
現
と
み
な
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
坂
上
郎
女
は
理
願
を
通
し
て
仏
教
に
な
じ
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら

れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
母
の
石
川
郎
女
も
仏
教
に
な
じ
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
彼
女
に
は
そ
う
い
う
歌
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
旅
人
は
讃
酒
歌
で
、

生
け
る
者

遂
に
も
死
ぬ
る

も
の
に
あ
れ
ば

今
生
な
る
間
は

楽
し
く
を
あ
ら
な

（
三
｜
三
四
九
）

と
歌
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
的
な
考
え
を
逆
転
さ
せ
た
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
伴
家
に
は
理
願
に
よ
っ
て
仏
教
的
な
感
化
が
な
さ

れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
尼
を
寄
宿
さ
せ
る
こ
と
は
特
異
な
例
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
す
で
に
貴
族
社
会
に
は
仏
教
は
相

当
深
く
浸
透
し
、
仏
教
に
馴
染
ん
だ
人
々
は
多
か
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
故
、
仏
教
に
か
か
わ
る
表
現
も
そ
れ
な
り

に
見
え
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
に
み
た
よ
う
な
類
の
仏
教
に
関
わ
る
表
現
を
整
理
し
て
み
ま
す
と
、

（
１
）

仏
教
関
係
語
が
歌
中
に
は
詠
み
こ
ま
れ
な
い
で
、
題
詞
・
左
注
に
の
み
み
え
る
例

（
２
）

仏
教
に
か
か
わ
る
事
物
を
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

（
３
）

仏
教
思
想
・
理
念
を
表
す
語
や
経
典
の
表
現
を
仏
教
的
理
解
に
即
し
て
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

（
４
）

仏
教
思
想
・
理
念
を
表
す
語
や
経
典
の
表
現
を
仏
教
の
教
え
か
ら
ず
れ
た
内
容
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
今
み
た
旅
人
の
歌
も
⑷
の
例
で
す
が
、
憶
良
の
歌
に
も
⑷
の
例
は
見
え
ま
す
。、
例
え
ば
お
釈
迦
さ

ん
に
つ
き
ま
し
て
涅
槃
の
苦
を
お
釈
迦
さ
ん
も
免
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、「
子
等
思
ふ
歌
」（
五
｜
八
〇
二
）
の
序
で
は
お
釈
迦
さ
ん
は
「
衆
生
を
愛
す
る
こ
と
、
羅

経

羅
の
如
」
く
で
あ
っ
た
、
つ
ま

り
子
供
を
愛
す
る
心
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
さ
ん
も
保
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
経
典
は
仏
の

説
か
れ
た
も
の
と
信
じ
て
の
こ
と
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
い
い
は

下

典
の
説
く
と
こ
ろ
と
は
少
し
ず
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
む
し
ろ

文
学
的
営
為
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

以

二

こ
う
し
た
例
を
順
次
み
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
一
二

侯



（
１
）
仏
教
関
係
語
は
歌
中
に
は
詠
み
こ
ま
れ
な
い
で
、
題
詞
・
左
注
に
の
み
み
ら
れ
る
例

仏
教
関
係
の
言
葉
が
題
詞
に
だ
け
み
え
て
歌
に
は
何
も
仏
教
的
な
要
素
が
み
え
な
い
と
い
っ
た
歌
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

歌
の
詠
ま
れ
た
場
や
人
を
説
明
す
る
だ
け
で
、
歌
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
題
詞
は
本
人
の
も
の
と
い
え

な
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

周
知
の
「
穂
積
皇
子
に
勅
し
て
近
江
の
志
賀
の
山
寺
に
遣
は
す
時
、
但
馬
皇
女
の
作
り
ま
し
し
御
歌
」
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
例

で
す
。
穂
積
皇
子
と
但
馬
皇
女
は
、
道
な
ら
ぬ
恋
と
い
い
ま
す
か
、
但
馬
皇
女
は
す
で
に
高
市
皇
子
の
宮
に
い
な
が
ら
、
穂
積
御
子
を

愛
し
、
異
母
兄
弟
同
士
の
三
角
関
係
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
が
噂
に
な
り
天
皇
に
も
知
ら
れ
て
穂

積
皇
子
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
、
崇
福
寺
に
遣
わ
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
題
詞
の
あ
と
に
歌
わ
れ
る
歌
、

後
れ
居
て

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
ば

追
ひ
及
か
む

道
の
阿
廻
に

標
結
へ
わ
が
背

（
二
｜
一
一
五
）

で
、
ま
さ
に
熱
烈
な
恋
の
思
い
そ
の
も
の
が
歌
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
中
身
と
は
関
係
な
い
枠
組
み
の
表
現
に
寺
の
名
が
み

え
る
と
い
う
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。

ま
た
家
持
が
宮
中
の
正
月
の
行
事
、
白
馬
節
会
を
歌
っ
た
歌
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
、

水
鳥
の

鴨
の
羽
色
の

青
馬
を

今
日
見
る
人
は

限
無
し
と
い
ふ

（
二
十
｜
四
四
九
四
）

右
の
一
首
は
、
七
日
の
侍
宴
の
爲
に
、
右
中
弁
大
伴
宿
禰
家
持
か
ね
て
此
の
歌
を
作
れ
り
。
但
し
仁
王
会
の
事
に
依
り
、
却

り
て
六
日
を
以
ち
て
、
内
裏
に
諸
王
卿
等
を
召
し
て
酒
を
賜
ひ
肆
宴
き
こ
し
め
し
、
禄
を
給
ひ
き
。
こ
れ
に
因
り
て
奏
さ
ざ

り
し
の
み
な
り
。

と
、
左
注
に
宮
中
の
儀
式
仁
王
会
が
み
え
る
だ
け
で
す
。
家
持
と
し
て
は
非
常
に
残
念
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
白
馬
の
節
会
の
た

め
の
歌
を
作
っ
て
準
備
し
て
い
た
の
に
、
仁
王
会
後
の
宴
会
が
あ
っ
た
た
め
に
白
馬
節
会
の
宴
会
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く

の
歌
を
披
露
す
る
機
会
を
失
っ
た
と
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
っ
た
く
仏
教
と
関
係
な
い
歌
で
す
が
、
護
国
の
た
め
の
仏
教
儀
式
仁

王
会
が
正
月
六
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
そ
う
い
う
表
現
が
あ
る
だ
け
の
左
注
で
あ
る
わ
け
で
す
。

同
じ
く
、「
天
平
感
宝
元
年
五
月
五
日
、
東
大
寺
の
占
墾
地
使
の
僧
平
栄
等
を
饗
す
。
時
に
、
守
大
伴
宿
禰
家
持
の
、
酒
を
僧
に
送
る

歌
」
と
い
う
題
詞
を
も
っ
た
歌
は
、

焼
大
刀
を

礪
波
の
関
に

明
日
よ
り
は

守
部
遣
り
添
へ

君
を
留
め
む

（
十
八
｜
四
〇
八
五
）

と
い
う
も
の
で
、
宴
会
の
終
わ
り
の
頃
の
引
留
歌
の
よ
う
に
読
め
る
も
の
で
す
。
家
持
は
宴
会
で
、
東
大
寺
墾
田
使
の
僧
平
栄
に
酒
を

勧
め
て
い
る
、
そ
う
い
う
歌
で
す
。
仏
教
の
基
本
的
な
戒
で
あ
る
五
戒
の
不
飲
酒
戒
に
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
仏
教

語
が
み
え
て
も
こ
れ
は
仏
教
の
教
え
に
叶
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
栄
と
い
う
僧
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
か

な
り
有
名
な
僧
で
、
東
大
寺
の
寺
主
法
師
に
な
り
正
倉
院
文
書
に
も
署
名
を
残
し
て
い
ま
す
。
管
理
部
門
を
中
心
に
寺
務
に
携
わ
っ
た

と
み
ら
れ
る
僧
と
は
い
え
、
学
問
も
し
て
お
り
、
高
位
の
僧
侶
（
大
法
師
）
に
も
な
っ
た
人
で
す
。
そ
う
い
う
僧
を
酒
宴
に
招
き
、
彼

に
酒
を
飲
ま
せ
た
か
ど
う
か
不
明
に
し
て
も
家
持
は
引
留
歌
を
歌
い
か
け
、
さ
ら
に
酒
を
送
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
仏
教
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
平
栄
は
「
僧
尼
令
」（
飲
酒
条
）
に
よ
っ
て
も
罰
せ
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
が
、
酒
を
勧
め
た
国
守
家
持
も
法
に
触
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
次
の
歌
は
、
題
詞
に
は
仏
教
関
係
語
彙
は
み
え
な
く
て
、
表
現
の
注
に
そ
れ
が
見
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
歌
に
は
仏
教
関
係

語
は
な
く
て
も
仏
教
的
表
現
は
み
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
家
持
の
、「
長
逝
せ
る
弟
を
哀
傷
（
か
な
）
し
ぶ
る
歌
一
首

短
歌
を
并
せ
た

り
」
と
い
う
題
詞
を
も
ち
ま
す
が
、
こ
の
歌
の
後
半
を
見
ま
す
と
、

…
…

は
し
き
よ
し

汝
弟
の
命

何
し
か
も

時
し
は
あ
ら
む
を

は
だ
薄

穂
に
出
る
秋
の

芽
子
の
花

に
ほ
へ
る
屋
戸

を

朝
庭
に

出
で
立
ち
平
し

夕
庭
に

踏
み
平
げ
ず

佐
保
の
う
ち
の

里
を
行
き
過
ぎ

あ
し
ひ
き
の

山
の
木
末
に

二
四

二
三



（
１
）
仏
教
関
係
語
は
歌
中
に
は
詠
み
こ
ま
れ
な
い
で
、
題
詞
・
左
注
に
の
み
み
ら
れ
る
例

仏
教
関
係
の
言
葉
が
題
詞
に
だ
け
み
え
て
歌
に
は
何
も
仏
教
的
な
要
素
が
み
え
な
い
と
い
っ
た
歌
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

歌
の
詠
ま
れ
た
場
や
人
を
説
明
す
る
だ
け
で
、
歌
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
題
詞
は
本
人
の
も
の
と
い
え

な
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

周
知
の
「
穂
積
皇
子
に
勅
し
て
近
江
の
志
賀
の
山
寺
に
遣
は
す
時
、
但
馬
皇
女
の
作
り
ま
し
し
御
歌
」
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
例

で
す
。
穂
積
皇
子
と
但
馬
皇
女
は
、
道
な
ら
ぬ
恋
と
い
い
ま
す
か
、
但
馬
皇
女
は
す
で
に
高
市
皇
子
の
宮
に
い
な
が
ら
、
穂
積
御
子
を

愛
し
、
異
母
兄
弟
同
士
の
三
角
関
係
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
が
噂
に
な
り
天
皇
に
も
知
ら
れ
て
穂

積
皇
子
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
、
崇
福
寺
に
遣
わ
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
題
詞
の
あ
と
に
歌
わ
れ
る
歌
、

後
れ
居
て

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
ば

追
ひ
及
か
む

道
の
阿
廻
に

標
結
へ
わ
が
背

（
二
｜
一
一
五
）

で
、
ま
さ
に
熱
烈
な
恋
の
思
い
そ
の
も
の
が
歌
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
中
身
と
は
関
係
な
い
枠
組
み
の
表
現
に
寺
の
名
が
み

え
る
と
い
う
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。

ま
た
家
持
が
宮
中
の
正
月
の
行
事
、
白
馬
節
会
を
歌
っ
た
歌
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
、

水
鳥
の

鴨
の
羽
色
の

青
馬
を

今
日
見
る
人
は

限
無
し
と
い
ふ

（
二
十
｜
四
四
九
四
）

右
の
一
首
は
、
七
日
の
侍
宴
の
爲
に
、
右
中
弁
大
伴
宿
禰
家
持
か
ね
て
此
の
歌
を
作
れ
り
。
但
し
仁
王
会
の
事
に
依
り
、
却

り
て
六
日
を
以
ち
て
、
内
裏
に
諸
王
卿
等
を
召
し
て
酒
を
賜
ひ
肆
宴
き
こ
し
め
し
、
禄
を
給
ひ
き
。
こ
れ
に
因
り
て
奏
さ
ざ

り
し
の
み
な
り
。

と
、
左
注
に
宮
中
の
儀
式
仁
王
会
が
み
え
る
だ
け
で
す
。
家
持
と
し
て
は
非
常
に
残
念
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
白
馬
の
節
会
の
た

め
の
歌
を
作
っ
て
準
備
し
て
い
た
の
に
、
仁
王
会
後
の
宴
会
が
あ
っ
た
た
め
に
白
馬
節
会
の
宴
会
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く

の
歌
を
披
露
す
る
機
会
を
失
っ
た
と
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
っ
た
く
仏
教
と
関
係
な
い
歌
で
す
が
、
護
国
の
た
め
の
仏
教
儀
式
仁

王
会
が
正
月
六
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
そ
う
い
う
表
現
が
あ
る
だ
け
の
左
注
で
あ
る
わ
け
で
す
。

同
じ
く
、「
天
平
感
宝
元
年
五
月
五
日
、
東
大
寺
の
占
墾
地
使
の
僧
平
栄
等
を
饗
す
。
時
に
、
守
大
伴
宿
禰
家
持
の
、
酒
を
僧
に
送
る

歌
」
と
い
う
題
詞
を
も
っ
た
歌
は
、

焼
大
刀
を

礪
波
の
関
に

明
日
よ
り
は

守
部
遣
り
添
へ

君
を
留
め
む

（
十
八
｜
四
〇
八
五
）

と
い
う
も
の
で
、
宴
会
の
終
わ
り
の
頃
の
引
留
歌
の
よ
う
に
読
め
る
も
の
で
す
。
家
持
は
宴
会
で
、
東
大
寺
墾
田
使
の
僧
平
栄
に
酒
を

勧
め
て
い
る
、
そ
う
い
う
歌
で
す
。
仏
教
の
基
本
的
な
戒
で
あ
る
五
戒
の
不
飲
酒
戒
に
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
仏
教

語
が
み
え
て
も
こ
れ
は
仏
教
の
教
え
に
叶
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
栄
と
い
う
僧
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
か

な
り
有
名
な
僧
で
、
東
大
寺
の
寺
主
法
師
に
な
り
正
倉
院
文
書
に
も
署
名
を
残
し
て
い
ま
す
。
管
理
部
門
を
中
心
に
寺
務
に
携
わ
っ
た

と
み
ら
れ
る
僧
と
は
い
え
、
学
問
も
し
て
お
り
、
高
位
の
僧
侶
（
大
法
師
）
に
も
な
っ
た
人
で
す
。
そ
う
い
う
僧
を
酒
宴
に
招
き
、
彼

に
酒
を
飲
ま
せ
た
か
ど
う
か
不
明
に
し
て
も
家
持
は
引
留
歌
を
歌
い
か
け
、
さ
ら
に
酒
を
送
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
仏
教
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
平
栄
は
「
僧
尼
令
」（
飲
酒
条
）
に
よ
っ
て
も
罰
せ
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
が
、
酒
を
勧
め
た
国
守
家
持
も
法
に
触
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
次
の
歌
は
、
題
詞
に
は
仏
教
関
係
語
彙
は
み
え
な
く
て
、
表
現
の
注
に
そ
れ
が
見
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
歌
に
は
仏
教
関
係

語
は
な
く
て
も
仏
教
的
表
現
は
み
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
家
持
の
、「
長
逝
せ
る
弟
を
哀
傷
（
か
な
）
し
ぶ
る
歌
一
首

短
歌
を
并
せ
た

り
」
と
い
う
題
詞
を
も
ち
ま
す
が
、
こ
の
歌
の
後
半
を
見
ま
す
と
、

…
…

は
し
き
よ
し

汝
弟
の
命

何
し
か
も

時
し
は
あ
ら
む
を

は
だ
薄

穂
に
出
る
秋
の

芽
子
の
花

に
ほ
へ
る
屋
戸

を

朝
庭
に

出
で
立
ち
平
し

夕
庭
に

踏
み
平
げ
ず

佐
保
の
う
ち
の

里
を
行
き
過
ぎ

あ
し
ひ
き
の

山
の
木
末
に

二
四

二
三



白
雲
に

立
ち
棚
引
く
と

吾
に
告
げ
つ
る

佐
保
山
に
火
葬
せ
り
。
か
れ
佐
保
の
内
の
里
を
行
き
過
ぎ
と
い
へ
り

（
十
七
｜
三
九
五
七
）

真
幸
く
と

言
ひ
て
し
も
の
を

白
雲
に

立
ち
棚
引
く
と

聞
け
ば
悲
し
も

（
十
七
｜
三
九
五
八
）

と
あ
り
、
最
後
に
み
え
る
「
山
の
木
末
に

白
雲
に

立
ち
棚
引
く
と
」
と
い
う
表
現
の
注
と
し
て
「
火
葬
」
が
み
え
る
わ
け
で
す
。

こ
の
火
葬
は
仏
教
と
と
と
も
に
は
い
っ
て
い
き
た
も
の
で
あ
り
、
魂
と
肉
体
の
分
離
を
早
め
、
輪
廻
を
促
す
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、

仏
教
関
係
語
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
反
歌
に
も
み
え
る
「
白
雲
に

立
ち
棚
引
く
」
と
い
う
表
現
は
火
葬
に
よ
る

葬
法
が
日
本
で
受
容
さ
れ
て
か
ら
成
立
し
た
死
の
表
現
で
あ
る
わ
け
で
す
し
、
先
に
見
た
人
麻
呂
が
土
形
娘
子
や
出
雲
娘
子
の
火
葬
の

時
に
無
常
観
を
示
す
も
の
と
し
て
詠
ん
だ
歌
の
表
現
と
重
ね
る
と
こ
れ
も
無
常
観
を
表
現
し
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
た
だ
仏
教
関

係
語
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
仏
教
関
係
語
彙
と
し
て
は
語
注
に
「
火
葬
」
が
み
え
る
だ
け
で
、
歌
の
中
に
は
仏
教
に
関
わ
る
表
現
が
み

え
る
と
し
て
お
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
語
と
微
妙
な
関
係
に
あ
る
歌
も
あ
り
ま
す
が
、
題
詞
や
左
注
な
ど
周
囲

に
は
仏
教
語
は
み
え
て
も
歌
の
中
に
は
仏
教
語
の
み
え
な
い
例
を
み
て
み
ま
し
た
。

（
２
）
仏
教
に
か
か
わ
る
事
物
を
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

こ
の
具
体
的
な
例
を
見
て
み
ま
す
と
、「
寺
・
鐘
・
餓
鬼
」
と
仏
教
関
係
の
事
物
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

相
思
は
ぬ

人
を
思
ふ
は

大
寺
の

餓
鬼
の
後
に

額
づ
く
が
ご
と

（
六
〇
八
・
笠
郎
女
）

と
い
う
よ
う
な
歌
で
す
。
こ
れ
は
笠
郎
女
が
大
伴
家
持
を
思
っ
て
い
た
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
或
い
は
深
い
関
係
に
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
家
持
が
そ
っ
け
な
く
な
っ
て
き
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
で
す
。「
相
思
は
ぬ
人
」
と
い
う
の
は
家
持
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

家
持
を
思
う
の
は
「
大
寺
の

餓
鬼
の
後
に

額
づ
く
」
よ
う
に
何
の
効
果
も
な
い
、
と
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
表
現
を
な

し
た
の
は
、
彼
女
が
餓
鬼
の
絵
を
実
際
に
は
見
て
い
た
と
考
え
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
寺
に
行
っ
て
六
道
図
の
よ
う
な
も
の
を
み
た

か
ど
う
か
、
少
な
く
と
も
大
寺
に
は
そ
う
い
う
餓
鬼
を
書
い
た
画
像
も
し
く
は
彫
像
が
あ
っ
た
り
、
彼
女
は
そ
う
い
う
も
の
を
見
て
い

て
、
例
え
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
次
の
歌
は
ど
う
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

橘
の

寺
の
長
屋
に

わ
が
率
宿
し

童
女
放
髪
は

髪
あ
げ
つ
ら
む
か

（
十
六
｜
三
八
二
二
）

と
い
う
よ
う
な
歌
で
、
橘
寺
の
長
屋
す
な
わ
ち
尼
房
で
娘
と
共
寝
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
童
女
は
僧
に
仕
え

る
童
子
に
対
応
し
て
尼
に
仕
え
る
優
婆
夷
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
夜
、
男
が
尼
寺
に
入
る
こ
と
は
僧
尼
令
に
反
す
る
わ
け
で
す
か

ら
、
昼
間
の
師
の
尼
の
留
守
の
間
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
た
椎
野
連
長
年
は
、
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
こ
と
、
何
ら
か
の
間
違
い
だ
と
い
う
の
で
、「
橘
の

光
れ
る
長
屋
」に
変
え
て
詠
み
直
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
こ

う
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

他
に
互
い
に
相
手
の
肉
体
的
な
欠
陥
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
、
悪
口
を
言
い
合
う
歌
の
中
に
、
仏
教
的
な
事
物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌

も
あ
り
ま
す
。
痩
っ
ぽ
っ
ち
の
大
神
朝
臣
を
笑
っ
た
、

寺
寺
の

女
餓
鬼
申
さ
く

大
神
の

男
餓
鬼
賜
り
て

其
の
子
生
ま
は
む

（
十
六
｜
三
八
四
〇
）

と
か
、
こ
れ
に
逆
襲
し
て
、

仏
造
る

真
朱
足
ら
ず
は

水
た
ま
る

池
田
の
朝
臣
が

鼻
の
上
を
掘
れ

（
十
六
｜
三
八
四
一
）

と
池
田
朝
臣
の
赤
鼻
を
ひ
や
か
し
た
歌
、
或
い
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
僧
の
無
精
鬚
を
ひ
や
か
し
た
、

法
師
ら
が

鬢
の
剃
杭

馬
繫
ぎ

い
た
く
な
引
き
そ

僧
は
泣
か
む

（
十
六
｜
三
八
四
六
）

と
か
、
僧
が
切
り
返
し
た
、

二
六

二
五



白
雲
に

立
ち
棚
引
く
と

吾
に
告
げ
つ
る

佐
保
山
に
火
葬
せ
り
。
か
れ
佐
保
の
内
の
里
を
行
き
過
ぎ
と
い
へ
り

（
十
七
｜
三
九
五
七
）

真
幸
く
と

言
ひ
て
し
も
の
を

白
雲
に

立
ち
棚
引
く
と

聞
け
ば
悲
し
も

（
十
七
｜
三
九
五
八
）

と
あ
り
、
最
後
に
み
え
る
「
山
の
木
末
に

白
雲
に

立
ち
棚
引
く
と
」
と
い
う
表
現
の
注
と
し
て
「
火
葬
」
が
み
え
る
わ
け
で
す
。

こ
の
火
葬
は
仏
教
と
と
と
も
に
は
い
っ
て
い
き
た
も
の
で
あ
り
、
魂
と
肉
体
の
分
離
を
早
め
、
輪
廻
を
促
す
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、

仏
教
関
係
語
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
反
歌
に
も
み
え
る
「
白
雲
に

立
ち
棚
引
く
」
と
い
う
表
現
は
火
葬
に
よ
る

葬
法
が
日
本
で
受
容
さ
れ
て
か
ら
成
立
し
た
死
の
表
現
で
あ
る
わ
け
で
す
し
、
先
に
見
た
人
麻
呂
が
土
形
娘
子
や
出
雲
娘
子
の
火
葬
の

時
に
無
常
観
を
示
す
も
の
と
し
て
詠
ん
だ
歌
の
表
現
と
重
ね
る
と
こ
れ
も
無
常
観
を
表
現
し
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
た
だ
仏
教
関

係
語
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
仏
教
関
係
語
彙
と
し
て
は
語
注
に
「
火
葬
」
が
み
え
る
だ
け
で
、
歌
の
中
に
は
仏
教
に
関
わ
る
表
現
が
み

え
る
と
し
て
お
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
語
と
微
妙
な
関
係
に
あ
る
歌
も
あ
り
ま
す
が
、
題
詞
や
左
注
な
ど
周
囲

に
は
仏
教
語
は
み
え
て
も
歌
の
中
に
は
仏
教
語
の
み
え
な
い
例
を
み
て
み
ま
し
た
。

（
２
）
仏
教
に
か
か
わ
る
事
物
を
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

こ
の
具
体
的
な
例
を
見
て
み
ま
す
と
、「
寺
・
鐘
・
餓
鬼
」
と
仏
教
関
係
の
事
物
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

相
思
は
ぬ

人
を
思
ふ
は

大
寺
の

餓
鬼
の
後
に

額
づ
く
が
ご
と

（
六
〇
八
・
笠
郎
女
）

と
い
う
よ
う
な
歌
で
す
。
こ
れ
は
笠
郎
女
が
大
伴
家
持
を
思
っ
て
い
た
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
或
い
は
深
い
関
係
に
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
家
持
が
そ
っ
け
な
く
な
っ
て
き
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
で
す
。「
相
思
は
ぬ
人
」
と
い
う
の
は
家
持
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

家
持
を
思
う
の
は
「
大
寺
の

餓
鬼
の
後
に

額
づ
く
」
よ
う
に
何
の
効
果
も
な
い
、
と
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
表
現
を
な

し
た
の
は
、
彼
女
が
餓
鬼
の
絵
を
実
際
に
は
見
て
い
た
と
考
え
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
寺
に
行
っ
て
六
道
図
の
よ
う
な
も
の
を
み
た

か
ど
う
か
、
少
な
く
と
も
大
寺
に
は
そ
う
い
う
餓
鬼
を
書
い
た
画
像
も
し
く
は
彫
像
が
あ
っ
た
り
、
彼
女
は
そ
う
い
う
も
の
を
見
て
い

て
、
例
え
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
次
の
歌
は
ど
う
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

橘
の

寺
の
長
屋
に

わ
が
率
宿
し

童
女
放
髪
は

髪
あ
げ
つ
ら
む
か

（
十
六
｜
三
八
二
二
）

と
い
う
よ
う
な
歌
で
、
橘
寺
の
長
屋
す
な
わ
ち
尼
房
で
娘
と
共
寝
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
童
女
は
僧
に
仕
え

る
童
子
に
対
応
し
て
尼
に
仕
え
る
優
婆
夷
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
夜
、
男
が
尼
寺
に
入
る
こ
と
は
僧
尼
令
に
反
す
る
わ
け
で
す
か

ら
、
昼
間
の
師
の
尼
の
留
守
の
間
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
た
椎
野
連
長
年
は
、
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
こ
と
、
何
ら
か
の
間
違
い
だ
と
い
う
の
で
、「
橘
の

光
れ
る
長
屋
」に
変
え
て
詠
み
直
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
こ

う
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

他
に
互
い
に
相
手
の
肉
体
的
な
欠
陥
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
、
悪
口
を
言
い
合
う
歌
の
中
に
、
仏
教
的
な
事
物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌

も
あ
り
ま
す
。
痩
っ
ぽ
っ
ち
の
大
神
朝
臣
を
笑
っ
た
、

寺
寺
の

女
餓
鬼
申
さ
く

大
神
の

男
餓
鬼
賜
り
て

其
の
子
生
ま
は
む

（
十
六
｜
三
八
四
〇
）

と
か
、
こ
れ
に
逆
襲
し
て
、

仏
造
る

真
朱
足
ら
ず
は

水
た
ま
る

池
田
の
朝
臣
が

鼻
の
上
を
掘
れ

（
十
六
｜
三
八
四
一
）

と
池
田
朝
臣
の
赤
鼻
を
ひ
や
か
し
た
歌
、
或
い
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
僧
の
無
精
鬚
を
ひ
や
か
し
た
、

法
師
ら
が

鬢
の
剃
杭

馬
繫
ぎ

い
た
く
な
引
き
そ

僧
は
泣
か
む

（
十
六
｜
三
八
四
六
）

と
か
、
僧
が
切
り
返
し
た
、

二
六

二
五



檀
越
や

然
も
な
言
ひ
そ

里
長
が

課
徴
ら
ば

汝
も
泣
か
む

（
十
六
｜
三
八
四
七
）

と
い
っ
た
歌
、
同
じ
巻
十
六
で
い
う
と
、
他
に
も
、

香
（
こ
り
）、
塔
、
厠
、
屎
、
鮒
、
奴
を
詠
む
歌

香
塗
れ
る

塔
に
な
寄
り
そ

川
隅
の
屎
鮒

喫
（
は
）
め
る
痛
き
女
奴

（
十
六
｜
三
八
二
八
）

高
宮
王
の
数
種
の
物
を
詠
む
歌
二
首
（
そ
の
第
２
）

婆
羅
門
の

作
れ
る
小
田
を

喫
む
烏

瞼
腫
れ
て

幡
幢
に
居
り

（
十
六
｜
三
八
五
六
）

と
い
っ
た
歌
に
仏
教
関
係
の
事
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
最
後
の
歌
は
東
大
寺
大
仏
の
開
眼
供
養
に
導
師
を
務
め
た
菩
提
僊

那
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
歌
に
詠
ま
れ
た
事
物
は
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
思
想
云
々
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
歌

人
た
ち
の
周
り
に
は
仏
教
的
な
事
物
が
か
な
り
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
ら
に
ご
く
普
通
に
触
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
奈
良
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
勿
論
ど
ん
な
人
で
も
、
お
寺
を
始
め
と
し
て
仏
教
的
な
事
物
と
親
し
め
る
状
況

に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

（
３
）
仏
教
思
想
・
理
念
を
表
す
語
や
経
典
の
表
現
を
仏
教
的
理
解
に
即
し
て
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

こ
う
し
た
例
と
し
て
、
ま
ず
旅
人
の
歌
を
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
大
宰
府
に
行
っ
て
い
る
間
に
都
で
あ
っ
た
不
幸

の
知
ら
せ
を
持
っ
て
き
た
人
に
報
え
た
歌
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

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

（
五
｜
七
九
三
）

と
い
う
ふ
う
に
歌
っ
て
お
り
ま
す
。
彼
は
妻
の
大
伴
夫
人
の
死
に
も
遭
遇
し
て
お
り
、
人
の
世
の
無
常
を
確
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
仏
教
的
無
常
観
を
き
ち
っ
と
歌
っ
て
い
ま
す
。
坂
上
郎
女
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
伴
家
で
は
仏
教
に
親
し
む
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
旅
人
が
こ
う
し
た
表
現
を
す
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
子
家
持
の
歌
に
も
、
仏
教
的
表
現
は
見
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
亡
妾
を
悼
む
歌
で
す
。

ま
た
、
家
持
の
作
る
歌
一
首

并
に
短
歌

わ
が
屋
前
に

花
そ
咲
き
た
る

そ
を
見
れ
ど

情
も
行
か
ず

愛
し
き
や

妹
が
あ
り
せ
ば

水
鴨
な
す

二
人
並
び
ゐ

手

折
り
て
も

見
せ
ま
し
も
の
を

う
つ
せ
み
の

借
れ
る
身
な
れ
ば

露
霜
の

消
ぬ
る
が
ご
と
く

あ
し
ひ
き
の

山
道
を
指

し
て

入
日
な
す

隱
り
に
し
か
ば

そ
こ
思
ふ
に

胸
こ
そ
痛
め

言
ひ
も
か
ね

名
づ
け
も
知
ら
ず

跡
も
な
き

世
間
に

あ
れ
ば

せ
む
す
べ
も
無
し

（
三
｜
四
六
六
）

こ
こ
に
は
短
歌
三
首
が
あ
り
ま
す
が
、
今
は
省
略
に
従
い
ま
す
。
こ
の
長
歌
に
は
「
う
つ
せ
み
の

借
れ
る
身
な
れ
ば

露
霜
の

消

ぬ
る
が
ご
と
く
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
通
俗
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
の
表
現
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

通
俗
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
仏
教
的
表
現
は
す
で
に
人
々
に
な
じ
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
持
に
は

他
に
「
聟
南
右
大
臣
家
の
藤
原
二
郎
が
慈
母
を
喪
へ
る
患
を
弔
ふ
」
長
歌
（
十
九
｜
四
二
一
二
）
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
珠
の
緒
の

惜

し
き
盛
り
に

立
つ
霧
の

失
せ
ゆ
く
如
く

置
く
露
の

消
ぬ
る
が
如
く
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
く
な

く
と
も
仏
教
的
表
現
を
受
け
入
れ
た
も
の
と
い
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
類
の
表
現
は
、

か
く
恋
ひ
む

も
の
と
知
り
せ
ば

夕
置
き
て

朝
は
消
ゆ
る

露
に
あ
ら
ま
し
を

（
十
二
｜
三
〇
三
八
）

と
い
っ
た
歌
に
も
見
え
て
い
ま
す
。

（
４
）
仏
教
語
を
仏
教
の
教
え
か
ら
ず
れ
た
内
容
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例

こ
の
表
現
は
、
旅
人
や
憶
良
に
も
あ
る
こ
と
は
先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
彼
等
と
同
時
代
の
歌
人
、
笠
朝
臣
金
村
の
歌
に
も
あ
り
ま
す
。

二
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二
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憶
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二
八

二
七



す
な
わ
ち
、神

龜
五
年
戊
辰
秋
八
月
の
歌
一
首

短
歌
を
并
せ
た
り

人
と
成
る

こ
と
は
難
き
を

わ
く
ら
ば
に

成
れ
る
わ
が
身
は

死
も
生
も

君
が
ま
に
ま
と

思
ひ
つ
つ

あ
り
し
間
に

う
つ
せ
み
の

世
の
人
な
れ
ば

大
君
の

御
命
畏
み

天
離
る

夷
治
め
に
と

朝
鳥
の

朝
立
し
つ
つ

群
鳥
の

群
立
ち

行
け
ば

留
り
居
て

わ
れ
は
戀
ひ
む
な

見
ず
久
な
ら
ば
（
九
｜
一
七
八
五
）

こ
こ
で
も
、
反
歌
と
金
村
の
歌
で
あ
る
と
す
る
左
注
は
省
略
し
ま
す
が
、
こ
の
長
歌
の
冒
頭
は
、「
人
と
成
る

こ
と
は
難
き
を

わ
く

ら
ば
に

成
れ
る
わ
が
身
は
」
と
い
う
表
現
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
類
の
表
現
は
先
に
憶
良
の
と
こ
ろ
で
も
み
ま
し
た
が
、
こ
こ

で
は
人
と
成
る
の
が
非
常
に
難
し
い
と
い
う
仏
教
の
認
識
あ
る
い
は
そ
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
歌
全
体
と
し
て
は
仏
道
の
表
現
の
枠

内
に
終
始
せ
ず
に
、
こ
れ
を
世
俗
的
な
決
意
の
表
明
の
前
提
と
し
て
用
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
偶
々
受
け
た
身

を
、
天
皇
の
た
め
に
尽
く
そ
う
と
い
う
歌
い
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
仏
教
の
た
め
で
は
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く

と
も
他
者
の
た
め
に
こ
れ
を
尽
く
そ
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
逸
脱
し
た
用
い
方
と
い
う
べ
き
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。し

か
し
、
た
と
え
ば
、「
高
田
女
王
、
今
城
王
に
贈
る
歌
六
首
」
の
う
ち
の
五
番
目
の
歌
、

現
世
に
は

人
言
繁
し

来
む
生
に
も

逢
は
む
わ
が
背
子

今
な
ら
ず
と
も

（
四
｜
五
四
一
）

の
場
合
は
、
輪
廻
転
生
の
論
理
を
取
り
込
ん
で
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
来
世
に
お
い
て
あ

な
た
に
結
ば
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
歌
で
な
く
て
も
恋
人
間
の
贈
答
に
お
い
て
は
ご
く
普
通
の
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
教
え
で
い
え
ば
、
所
謂
執
着
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。『
日
本
霊
異
記
』で
は
子
供
へ
の
過
度
の

執
着
が
生
む
悲
劇
を
あ
げ
て
、
こ
う
し
た
執
着
を
す
べ
き
で
な
い
と
諫
め
て
い
ま
す
（
中
巻
「
女
人
、
大
蛇
に
婚
は
れ
、
薬
の
力
に
頼

り
て
、
命
を
全
く
す
る
こ
と
得
る
縁
」
第
四
十
一
）。

し
か
し
、
文
学
的
な
表
現
と
い
う
面
か
ら
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
ご
く
普
通
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
仏
教
的
な
表
現
を
受

け
入
れ
て
、
そ
れ
を
恋
の
歌
の
中
に
転
用
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
仏
教
的
な
考
え
方
を
受
け
入
れ
、
自
分
な
り
に
馴

化
さ
せ
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
思
想
の
面
か
ら
い
う
と
ず
れ
た
と
か
間
違
っ
た
使
い
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
が
、
仏
教
が
深
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

こ
こ
に
あ
げ
ま
す
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
笠
郎
女
の
歌
に
は
、

思
ふ
に
し

死
す
る
も
の
に

あ
ら
ま
せ
ば

千
た
び
そ
わ
れ
は

死
に
返
ら
ま
し

（
四
｜
六
〇
三
）

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
に
は
先
例
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
、

恋
す
る
に

死
す
る
も
の
に

有
ら
ま
せ
ば

我
が
身
は
千
遍

死
に
反
ら
ま
し

（
十
一
｜
二
三
九
〇
）

と
い
う
も
の
で
す
。
人
麻
呂
歌
集
に
は
ま
た
、

水
の
上
に

数
書
く
ご
と
き

吾
が
命

妹
に
相
は
む
と

う
け
ひ
つ
る
か
も

（
十
一
｜
二
四
三
三
）

と
い
う
歌
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
歌
は
仏
教
的
な
表
現
を
取
り
込
み
な
が
ら
恋
の
歌
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
い
づ
れ
も
執
着
と

言
え
ば
正
に
執
着
を
表
明
し
た
歌
で
あ
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、「
水
の
上
に
数
書
く
ご
と
き
」と
い
う
表
現
は
契
沖
が
、「
是
の
身
の
無
常
な
る
こ
と
念
念
住
ま
ら
ず
。
猶
し
電
光
・
暴
水
・

幻
炎
の
如
し
。
亦
水
に
画
く
に
随
ひ
て
随
合
す
る
が
如
し
。」
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
一
寿
命
品
）
に
依
拠
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
論
の
表
現
を
用
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
近
い
表
現
は
、
他
に
経
典
に
も
み
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
亦
如
画
水
尋
画
尽
滅
」『
入

涅
槃
金
剛
力
士
哀
恋
経
』）
と
い
っ
た
例
で
す
。
こ
れ
は
「
水
の
上
に
数
書
く
ご
と
き
」
が
儚
い
意
味
で
取
ら
れ
、
命
に
結
び
つ
け
る
と

こ
ろ
ま
で
は
仏
教
的
理
解
に
合
致
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
が
、
下
句
は
仏
教
に
反
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 三

〇
二
九



す
な
わ
ち
、神

龜
五
年
戊
辰
秋
八
月
の
歌
一
首

短
歌
を
并
せ
た
り

人
と
成
る

こ
と
は
難
き
を

わ
く
ら
ば
に

成
れ
る
わ
が
身
は

死
も
生
も

君
が
ま
に
ま
と

思
ひ
つ
つ

あ
り
し
間
に

う
つ
せ
み
の

世
の
人
な
れ
ば

大
君
の

御
命
畏
み

天
離
る

夷
治
め
に
と

朝
鳥
の

朝
立
し
つ
つ

群
鳥
の

群
立
ち

行
け
ば

留
り
居
て

わ
れ
は
戀
ひ
む
な

見
ず
久
な
ら
ば
（
九
｜
一
七
八
五
）

こ
こ
で
も
、
反
歌
と
金
村
の
歌
で
あ
る
と
す
る
左
注
は
省
略
し
ま
す
が
、
こ
の
長
歌
の
冒
頭
は
、「
人
と
成
る

こ
と
は
難
き
を

わ
く

ら
ば
に

成
れ
る
わ
が
身
は
」
と
い
う
表
現
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
類
の
表
現
は
先
に
憶
良
の
と
こ
ろ
で
も
み
ま
し
た
が
、
こ
こ

で
は
人
と
成
る
の
が
非
常
に
難
し
い
と
い
う
仏
教
の
認
識
あ
る
い
は
そ
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
歌
全
体
と
し
て
は
仏
道
の
表
現
の
枠

内
に
終
始
せ
ず
に
、
こ
れ
を
世
俗
的
な
決
意
の
表
明
の
前
提
と
し
て
用
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
偶
々
受
け
た
身

を
、
天
皇
の
た
め
に
尽
く
そ
う
と
い
う
歌
い
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
仏
教
の
た
め
で
は
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く

と
も
他
者
の
た
め
に
こ
れ
を
尽
く
そ
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
逸
脱
し
た
用
い
方
と
い
う
べ
き
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。し

か
し
、
た
と
え
ば
、「
高
田
女
王
、
今
城
王
に
贈
る
歌
六
首
」
の
う
ち
の
五
番
目
の
歌
、

現
世
に
は

人
言
繁
し

来
む
生
に
も

逢
は
む
わ
が
背
子

今
な
ら
ず
と
も

（
四
｜
五
四
一
）

の
場
合
は
、
輪
廻
転
生
の
論
理
を
取
り
込
ん
で
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
来
世
に
お
い
て
あ

な
た
に
結
ば
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
歌
で
な
く
て
も
恋
人
間
の
贈
答
に
お
い
て
は
ご
く
普
通
の
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
教
え
で
い
え
ば
、
所
謂
執
着
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。『
日
本
霊
異
記
』で
は
子
供
へ
の
過
度
の

執
着
が
生
む
悲
劇
を
あ
げ
て
、
こ
う
し
た
執
着
を
す
べ
き
で
な
い
と
諫
め
て
い
ま
す
（
中
巻
「
女
人
、
大
蛇
に
婚
は
れ
、
薬
の
力
に
頼

り
て
、
命
を
全
く
す
る
こ
と
得
る
縁
」
第
四
十
一
）。

し
か
し
、
文
学
的
な
表
現
と
い
う
面
か
ら
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
ご
く
普
通
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
仏
教
的
な
表
現
を
受

け
入
れ
て
、
そ
れ
を
恋
の
歌
の
中
に
転
用
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
仏
教
的
な
考
え
方
を
受
け
入
れ
、
自
分
な
り
に
馴

化
さ
せ
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
思
想
の
面
か
ら
い
う
と
ず
れ
た
と
か
間
違
っ
た
使
い
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
が
、
仏
教
が
深
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

こ
こ
に
あ
げ
ま
す
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
笠
郎
女
の
歌
に
は
、

思
ふ
に
し

死
す
る
も
の
に

あ
ら
ま
せ
ば

千
た
び
そ
わ
れ
は

死
に
返
ら
ま
し

（
四
｜
六
〇
三
）

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
に
は
先
例
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
麻
呂
歌
集
の
歌
で
、

恋
す
る
に

死
す
る
も
の
に

有
ら
ま
せ
ば

我
が
身
は
千
遍

死
に
反
ら
ま
し

（
十
一
｜
二
三
九
〇
）

と
い
う
も
の
で
す
。
人
麻
呂
歌
集
に
は
ま
た
、

水
の
上
に

数
書
く
ご
と
き

吾
が
命

妹
に
相
は
む
と

う
け
ひ
つ
る
か
も

（
十
一
｜
二
四
三
三
）

と
い
う
歌
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
歌
は
仏
教
的
な
表
現
を
取
り
込
み
な
が
ら
恋
の
歌
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
い
づ
れ
も
執
着
と

言
え
ば
正
に
執
着
を
表
明
し
た
歌
で
あ
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、「
水
の
上
に
数
書
く
ご
と
き
」と
い
う
表
現
は
契
沖
が
、「
是
の
身
の
無
常
な
る
こ
と
念
念
住
ま
ら
ず
。
猶
し
電
光
・
暴
水
・

幻
炎
の
如
し
。
亦
水
に
画
く
に
随
ひ
て
随
合
す
る
が
如
し
。」
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
一
寿
命
品
）
に
依
拠
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
論
の
表
現
を
用
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
近
い
表
現
は
、
他
に
経
典
に
も
み
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
亦
如
画
水
尋
画
尽
滅
」『
入

涅
槃
金
剛
力
士
哀
恋
経
』）
と
い
っ
た
例
で
す
。
こ
れ
は
「
水
の
上
に
数
書
く
ご
と
き
」
が
儚
い
意
味
で
取
ら
れ
、
命
に
結
び
つ
け
る
と

こ
ろ
ま
で
は
仏
教
的
理
解
に
合
致
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
が
、
下
句
は
仏
教
に
反
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 三

〇
二
九



前
の
二
つ
は
下
句
が
経
典
の
表
現
に
依
拠
す
る
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
「
千
た
び
そ
わ
れ
は

死
に
返
ら
ま
し
」
は
小
島
憲
之
氏
が

『
遊
仙
窟
』
の
表
現
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
も
の
で
、
通
説
化
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
『
大
智
度

論
』
第
十
六
巻
の
「
菩
薩
は
諸
の
衆
生
の
為
に
一
日
の
中
、
千
た
び
死
し
、
千
た
び
生
ず
」
と
い
う
表
現
に
依
拠
し
て
い
る
と
み
た
ほ

う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
人
麻
呂
が
最
初
に
こ
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
た
わ
け
で
す
が
、
恋
の
為
な
ら
自
分
は
千
た
び
生
き
返
っ
て
来

る
と
こ
う
歌
う
わ
け
で
す
。
仏
教
的
表
現
を
本
来
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
を
、
仏
教
の
教
え
に
背
く
よ
う
な
表
現
の
な
か
に
は
め
込

む
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
旅
人
の
讃
酒
歌
に
も
み
え
ま
し
た
が
、
旅
人
の
歌
も
含
め
て
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
詩
が
『
文
選
』
の
曹
操

（
魏
武
帝
）
の
作
に
あ
り
ま
す
。

酒
に
対
へ
ば

当
に
歌
ふ
べ
し

人
生

幾
何
ぞ
や

譬
へ
ば
朝
露
の
如
し

去
日
苦
だ
多
し

（『
文
選
』「
楽
府
上
」、
魏
武
帝
（
曹
操
）「
短
歌
行
」）

と
い
っ
た
詩
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
教
の
教
え
る
人
生
の
は
か
な
さ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
だ
か

ら
こ
そ
生
き
て
い
る
間
は
、
仏
道
に
励
も
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
酒
を
飲
み
歌
お
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
曹
操
の
場
合
は

そ
の
酒
と
歌
を
先
に
出
し
て
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
彼
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
で
は
酒
が
五
戒
で
戒
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
の

上
で
、
飲
酒
の
精
神
的
な
開
放
感
に
意
味
を
み
い
だ
し
、
い
つ
何
処
で
果
て
る
か
知
れ
な
い
、
は
か
な
い
命
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
間

に
酒
を
飲
み
歌
っ
て
人
生
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
戦
い
と
と
も
に
あ
っ
た
彼
独
自
の
人
生
観
が
裏
か
ら
支
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
と
も
か
く
彼
は
こ
の
よ
う
に
仏
教
的
な
意
味
か
ら
い
え
ば
逆
転
さ
せ
た
表
現
の
仕
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

曹
操
の
詩
に
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
仏
教
的
表
現
が
沢
山
見
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
息
子
の
曹
植
の
場
合
は
仏
教
的
な
表
現
を

詩
の
中
に
か
な
り
行
っ
て
い
ま
す
。

『
万
葉
集
』
の
場
合
は
『
文
選
』
の
影
響
も
か
な
り
受
け
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
先
蹤
と
な
る
表
現
方
法
も
学
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
み
た
相
聞
の
歌
も
仏
教
的
な
表
現
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
む
し
ろ
仏
教
の
教
え
に

反
す
る
表
現
の
中
に
取
り
込
ん
で
活
用
し
て
い
る
と
い
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
仏
教
的
な
も
の
の
受
容
の
一
つ
の
重
要
な

あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
仏
教
的
表
現
と
し
て
比
較
的
多
く
見
え
る
の
は
命
を
露
な
ど
に
喩
え
る
表
現
を
利
用
し
た
歌
に
も
み
え
ま
す
。

朝
露
の

消
安
き
吾
が
身

老
い
ぬ
と
も

ま
た
若
反
り

君
を
し
待
た
む

（
十
一
｜
二
六
八
九
）

露
霜
の

消
安
き
吾
が
身

老
い
ぬ
と
も

ま
た
若
反
り

君
を
し
待
た
む

（
十
二
｜
三
〇
四
三
）

か
に
か
く
に

物
は
思
は
じ

朝
露
の

わ
が
身
一
つ
は

君
が
ま
に
ま
に

（
十
一
｜
二
六
九
一
）

後
つ
ひ
に

妹
に
逢
は
む
と

朝
露
の

命
は
生
け
り

恋
は
繁
け
ど

（
十
二
｜
三
〇
四
〇
）

こ
れ
ら
の
最
初
の
歌
の
「
朝
露
の

消
安
き
吾
が
身
」
と
い
っ
た
表
現
を
恋
に
か
か
わ
ら
せ
た
表
現
は
『
万
葉
集
』
中
に
八
首
あ
り
ま

す
が
、
他
に
も
親
と
の
関
係
で
詠
ま
れ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
消
え
や
す
い
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
若
返
っ
て
あ
な
た
を
待
ち
た
い
、
あ
る

い
は
消
え
や
す
い
命
だ
か
ら
こ
そ
恋
の
た
め
に
捧
げ
た
い
、
あ
る
い
は
あ
な
た
を
待
ち
続
け
た
い
と
い
う
ふ
う
に
歌
う
わ
け
で
す
。
こ

れ
ら
の
表
現
も
今
み
た
の
と
同
様
に
仏
教
的
に
は
教
え
に
背
い
た
と
こ
ろ
、
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
用
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
恋
の
歌
で
す
か
ら
、
と
も
か
く
相
手
の
心
を
動
か
し
、
気
に
入
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
の
出
所
が
仏
教
の
表
現
で
あ
れ
、

何
で
あ
れ
取
り
込
こ
も
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
歌
人
達
が
そ
う
し
た
歌
を
詠
も
う
と
し
た
と
き
、
す
で
に
仏

教
的
な
表
現
が
彼
ら
の
身
近
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
表
現
が
可
能
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
仏
教
的
表
現
の
社
会
的
浸
透
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。

三
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前
の
二
つ
は
下
句
が
経
典
の
表
現
に
依
拠
す
る
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
「
千
た
び
そ
わ
れ
は

死
に
返
ら
ま
し
」
は
小
島
憲
之
氏
が

『
遊
仙
窟
』
の
表
現
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
も
の
で
、
通
説
化
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
『
大
智
度

論
』
第
十
六
巻
の
「
菩
薩
は
諸
の
衆
生
の
為
に
一
日
の
中
、
千
た
び
死
し
、
千
た
び
生
ず
」
と
い
う
表
現
に
依
拠
し
て
い
る
と
み
た
ほ

う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
人
麻
呂
が
最
初
に
こ
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
た
わ
け
で
す
が
、
恋
の
為
な
ら
自
分
は
千
た
び
生
き
返
っ
て
来

る
と
こ
う
歌
う
わ
け
で
す
。
仏
教
的
表
現
を
本
来
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
を
、
仏
教
の
教
え
に
背
く
よ
う
な
表
現
の
な
か
に
は
め
込

む
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
旅
人
の
讃
酒
歌
に
も
み
え
ま
し
た
が
、
旅
人
の
歌
も
含
め
て
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
詩
が
『
文
選
』
の
曹
操

（
魏
武
帝
）
の
作
に
あ
り
ま
す
。

酒
に
対
へ
ば

当
に
歌
ふ
べ
し

人
生

幾
何
ぞ
や

譬
へ
ば
朝
露
の
如
し

去
日
苦
だ
多
し

（『
文
選
』「
楽
府
上
」、
魏
武
帝
（
曹
操
）「
短
歌
行
」）

と
い
っ
た
詩
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
教
の
教
え
る
人
生
の
は
か
な
さ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
だ
か

ら
こ
そ
生
き
て
い
る
間
は
、
仏
道
に
励
も
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
酒
を
飲
み
歌
お
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
曹
操
の
場
合
は

そ
の
酒
と
歌
を
先
に
出
し
て
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
彼
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
で
は
酒
が
五
戒
で
戒
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
の

上
で
、
飲
酒
の
精
神
的
な
開
放
感
に
意
味
を
み
い
だ
し
、
い
つ
何
処
で
果
て
る
か
知
れ
な
い
、
は
か
な
い
命
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
間

に
酒
を
飲
み
歌
っ
て
人
生
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
戦
い
と
と
も
に
あ
っ
た
彼
独
自
の
人
生
観
が
裏
か
ら
支
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
と
も
か
く
彼
は
こ
の
よ
う
に
仏
教
的
な
意
味
か
ら
い
え
ば
逆
転
さ
せ
た
表
現
の
仕
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

曹
操
の
詩
に
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
仏
教
的
表
現
が
沢
山
見
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
息
子
の
曹
植
の
場
合
は
仏
教
的
な
表
現
を

詩
の
中
に
か
な
り
行
っ
て
い
ま
す
。

『
万
葉
集
』
の
場
合
は
『
文
選
』
の
影
響
も
か
な
り
受
け
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
先
蹤
と
な
る
表
現
方
法
も
学
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
み
た
相
聞
の
歌
も
仏
教
的
な
表
現
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
む
し
ろ
仏
教
の
教
え
に

反
す
る
表
現
の
中
に
取
り
込
ん
で
活
用
し
て
い
る
と
い
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
仏
教
的
な
も
の
の
受
容
の
一
つ
の
重
要
な

あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
仏
教
的
表
現
と
し
て
比
較
的
多
く
見
え
る
の
は
命
を
露
な
ど
に
喩
え
る
表
現
を
利
用
し
た
歌
に
も
み
え
ま
す
。

朝
露
の

消
安
き
吾
が
身

老
い
ぬ
と
も

ま
た
若
反
り

君
を
し
待
た
む

（
十
一
｜
二
六
八
九
）

露
霜
の

消
安
き
吾
が
身

老
い
ぬ
と
も

ま
た
若
反
り

君
を
し
待
た
む

（
十
二
｜
三
〇
四
三
）

か
に
か
く
に

物
は
思
は
じ

朝
露
の

わ
が
身
一
つ
は

君
が
ま
に
ま
に

（
十
一
｜
二
六
九
一
）

後
つ
ひ
に

妹
に
逢
は
む
と

朝
露
の

命
は
生
け
り

恋
は
繁
け
ど

（
十
二
｜
三
〇
四
〇
）

こ
れ
ら
の
最
初
の
歌
の
「
朝
露
の

消
安
き
吾
が
身
」
と
い
っ
た
表
現
を
恋
に
か
か
わ
ら
せ
た
表
現
は
『
万
葉
集
』
中
に
八
首
あ
り
ま

す
が
、
他
に
も
親
と
の
関
係
で
詠
ま
れ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
消
え
や
す
い
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
若
返
っ
て
あ
な
た
を
待
ち
た
い
、
あ
る

い
は
消
え
や
す
い
命
だ
か
ら
こ
そ
恋
の
た
め
に
捧
げ
た
い
、
あ
る
い
は
あ
な
た
を
待
ち
続
け
た
い
と
い
う
ふ
う
に
歌
う
わ
け
で
す
。
こ

れ
ら
の
表
現
も
今
み
た
の
と
同
様
に
仏
教
的
に
は
教
え
に
背
い
た
と
こ
ろ
、
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
用
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
恋
の
歌
で
す
か
ら
、
と
も
か
く
相
手
の
心
を
動
か
し
、
気
に
入
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
の
出
所
が
仏
教
の
表
現
で
あ
れ
、

何
で
あ
れ
取
り
込
こ
も
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
歌
人
達
が
そ
う
し
た
歌
を
詠
も
う
と
し
た
と
き
、
す
で
に
仏

教
的
な
表
現
が
彼
ら
の
身
近
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
表
現
が
可
能
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
仏
教
的
表
現
の
社
会
的
浸
透
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。

三
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お

わ

り

に

こ
の
よ
う
に
見
て
参
り
ま
す
と
、
早
い
時
期
で
は
人
麻
呂
の
歌
、
或
い
は
非
常
に
深
い
意
味
で
仏
教
的
表
現
を
用
い
た
と
い
え
ば
憶

良
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、『
万
葉
集
』の
中
に
は
非
常
に
軽
い
表
現
か
ら
か
な
り
仏
教
的
な
思
想
を
深
く
認
識
し
て
そ
れ
を
生
か
し

た
表
現
を
な
し
た
歌
つ
ま
り
無
常
観
に
よ
っ
て
人
生
を
深
く
見
つ
め
る
よ
う
な
歌
ま
で
、
様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
特
に
山
上
憶
良
に
つ
き
ま
し
て
は
も
っ
と
き
ち
ん
と
憶
良
が
仏
教
的
な
信
仰
、
或
い
は
思
想
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
人
生
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
上
辺
を
な
で
る
よ
う
な
底
の
浅
い
話
し
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

で
は
こ
れ
で
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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