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三
七

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

　
　

は
じ
め
に

　
『
方
丈
記
』
の
最
終
章
に
お
い
て
、「
住
ま
ず
し
て
誰
か
さ
と
ら
む
」

と
ま
で
書
い
た
山
中
閑
居
生
活
礼
賛
の
基
調
が
一
転
し
、
理
想
的
と
思

わ
れ
た
閑
居
生
活
も
ま
た
仏
の
「
事
に
ふ
れ
て
執
心
な
か
れ
」
と
い
う

教
え
に
背
く
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
痛
切
な
自
省
が
長
明
の
心

に
起
こ
る
。
そ
し
て
何
故
こ
の
よ
う
な
仕
儀
に
至
っ
た
の
か
と
自
ら
の

心
に
問
う
が
、
そ
の
時
心
は
全
く
答
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

長
明
は
、「
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
不
請
阿
弥
陀
仏
両
三
遍
申

て
や
み
ぬ
」
と
記
し
て
筆
を
擱
い
た
。『
方
丈
記
』
末
尾
の
こ
の
一
文

に
つ
い
て
は
、
諸
本
間
の
本
文
異
同
の
問
題
と
、
用
い
ら
れ
て
い
る
語

句
の
難
解
さ
も
相
俟
っ
て
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

本
稿
は
、『
方
丈
記
』
の
典
拠
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
白
居
易
の
閑
適

詩
と
の
関
連
か
ら
、『
方
丈
記
』
に
お
け
る
「
心
」
と
「
身
」
の
関
係

を
考
察
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
最
末
尾
の
文
章
の
解
釈
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
ま
た
、『
方
丈
記
』
と
『
発
心
集
』
と

の
先
後
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

一 ﹃
方
丈
記
﹄
最
終
章
の
問
題

　
『
方
丈
記
』
は
、
執
筆
前
に
緻
密
に
計
算
さ
れ
た
論
理
的
な
作
品
で

あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
全
体
の
整
然
と
し
た
構
成
を
見
れ
ば
明
か
で
あ

る
。
今
、
全
体
を
五
段
落
に
分
け（

１
（、

各
段
の
内
容
を
簡
単
に
記
し
て
、

最
終
章
の
位
置
を
確
認
す
る
。

１�
序
章

�　

�「
行
川
の
流
れ
」、「
よ
ど
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か
た
」
と
い
う
一
般

的
な
無
常
の
あ
り
方
か
ら
説
き
起
こ
し
、
最
終
的
に
は
「
朝
顔

の
露
」
と
そ
の
露
を
宿
す
「
朝
顔
の
花
」
の
譬
喩
を
用
い
て
、〈
人

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―　

新　

間　

水　

緒



三
八

の
命
〉
と
そ
の
露
命
を
宿
す
〈
栖
〉
が
と
も
に
無
常
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
、
以
下
「
人
と
栖
の
無
常
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

く
こ
と
を
提
示
す
る（

２
（。

２�

世
の
不
思
議　

�　

�「
人
と
栖
の
無
常
」
の
実
例
と
し
て
、
都
を
襲
っ
た
五
大
災
害

（
大
火
・
辻
風
・
遷
都
・
飢
饉
・
大
地
震
）
の
中
で
の
「
人
と
栖
」

の
も
ろ
く
は
か
な
い
有
様
を
描
き
出
し
、
こ
の
あ
り
に
く
き
世

に
、
い
か
に
し
て
我
が
身
を
宿
し
、
し
ば
し
も
心
を
休
め
る
べ

き
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。

３�

自
己
の
半
生
の
回
顧
と
折
々
の
栖

�　

�

自
己
の
半
生
を
回
顧
し
、
そ
の
折
々
の
栖
を
経
て
、
遂
に
日
野

の
外
山
の
方
丈
の
庵
で
の
生
活
に
至
っ
た
こ
と
を
記
す
。

４�

方
丈
の
庵
で
の
山
中
閑
居
生
活
礼
賛

�　

�

災
害
に
弱
く
、
不
安
定
な
都
の
中
の
栖
の
対
極
に
あ
る
理
想
的

住
居
、
日
野
の
外
山
の
方
丈
の
庵
で
の
閑
居
生
活
の
す
ば
ら
し

さ
を
語
る
。

５�

自
省
と
自
問
自
答

�　

�

理
想
的
と
思
え
た
方
丈
の
庵
で
の
閑
居
生
活
も
ま
た
、
結
局
は

仏
の
戒
め
る
執
着
で
は
な
い
の
か
と
い
う
仏
者
（
桑
門
の
蓮
胤
）

と
し
て
の
自
省
が
お
こ
る
。
世
を
逃
れ
て
山
林
に
交
わ
っ
た
の

は
、
仏
道
修
行
の
た
め
で
あ
っ
た
の
に
、
自
分
の
心
は
濁
り
に

染
ま
り
、
持
つ
と
こ
ろ
の
行
は
わ
ず
か
に
周
利
槃
特
の
行
に
も

及
ば
な
い
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
儀
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
と
自
ら
の
心
に
問
い
か
け
た
が
、
そ
の
時
心
は
全
く
答
え

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
た
だ
傍
ら
に
舌
根
を
雇
っ
て
、「
不
請
阿

弥
陀
仏
」
を
二
、三
遍
称
え
て
や
め
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
五
段
落
の
う
ち
で
、
特
に
難
解
な
の
が
最
終
章
で
あ
る
。『
方

丈
記
』
全
体
の
結
論
部
分
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
不
請
阿
弥
陀
仏
」

の
解
釈
に
関
連
し
て
、
そ
の
結
末
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
最
末
尾

の
文
意
を
「
維
摩
の
沈
黙
」
と
捉
え
て
、
長
明
は
「
執
心
」
の
問
題
を

解
決
し
た
と
す
る
解
釈
も
あ
る（

３
（が

、
諸
注
に
お
い
て
は
「
長
明
に
何
ら

か
の
凡
愚
・
不
徹
底
の
自
覚
を
見
る（

４
（

」、
す
な
わ
ち
長
明
は
「
執
心
」

の
問
題
を
最
終
的
に
解
決
し
き
れ
て
い
な
い
、と
解
す
る
も
の
が
多
い
。

解
釈
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
当
該
部
分
を
引
用
す
る（

５
（（

傍
線
筆
者
、
以
下

同
）。

　
�　

抑
、
一
期
の
月
か
げ
か
た
ぶ
き
て
、
余
算
の
山
の
は
に
ち
か
し
。

た
ち
ま
ち
に
、三
途
の
や
み
に
む
か
は
ん
と
す
。な
に
の
わ
ざ
を
か
ゝ

こ
た
む
と
す
る
。
仏
の
を
し
へ
給
ふ
を
も
む
き
は
、
事
に
ふ
れ
て
執

心
な
か
れ
と
な
り
。
今
、
草１

庵
を
あ
い
す
る
も
、
閑
寂
に
著
す
る
も
、

さ
ば
か
り
な
る
べ
し
。
い
か
ゞ
要
な
き
た
の
し
み
を
の
べ
て
、
あ
た



三
九

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

ら
、
時
を
す
ぐ
さ
む
。

　
�　

し
づ
か
な
る
あ
か
月
、
こ
の
事
は
り
を
を
も
ひ
つ
ゞ
け
て
、
み
づ

か
ら
心
に
と
ひ
て
い
は
く
、
よ
を
の
が
れ
て
山
林
に
ま
じ
は
る
は
、

心
を
ゝ
さ
め
て
道
を
ゝ
こ
な
は
む
と
な
り
。
し
か
る
を
、
汝
、
す
が

た
は
聖
人
に
て
、
心
は
に
ご
り
に
し
め
り
。
す
み
か
は
す
な
は
ち
浄

名
居
士
の
あ
と
を
け
が
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
た
も
つ
と
こ
ろ
は
、
わ

づ
か
に
周
梨
槃
特
が
行
に
だ
に
お
よ
ば
ず
。
若
、
こ
れ
、
貧
賤
の
報

の
み
づ
か
ら
な
や
ま
す
か
、
は
た
又
、
妄
心
の
い
た
り
て
狂
せ
る
か
。

そ
の
と
き
、
心
、
更
に
こ
た
ふ
る
事
な
し
。
只
、
か２

た
は
ら
に
舌
根

を
や
と
ひ
て
、
不
請
阿
弥
陀
仏
、
両
三
遍
申
て
や
み
ぬ
。

　

�　

時
に
、
建
暦
の
ふ
た
と
せ
、
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
ご
ろ
、
桑
門
の

蓮
胤
、
と
や
ま
の
い
ほ
り
に
し
て
、
こ
れ
を
し
る
す
。

　

こ
の
短
い
文
章
の
中
に
も
、
解
釈
上
の
問
題
点
が
い
く
つ
か
存
在
す

る
が
、
今
は
傍
線
を
引
い
た
部
分
を
中
心
に
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
す

る
。

　

文
中
傍
線
１
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
前
田
本
を
始
め
と
す
る
諸
本
は

「
い
ま
草
庵
を
愛
す
る
も
と
が
と
す
。
閑
寂
に
着
す
る
も
さ
は
り
な
る

べ
し
」（
前
田
本
）
で
あ
り
、前
文
を
並
列
し
て
、「
さ
は
か
り
な
る
へ
し
」

と
す
る
の
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
伝
本
で
は
大
福
光
寺
本
の
み
で
あ

る
。
多
く
の
注
釈
書
は
諸
本
の
本
文
を
と
り
、「
と
が
（
咎
）」
と
「
さ

は
り
（
障
り
）」
の
対
句
と
見
て
、「
さ
は
り
（
障
り
）
な
る
べ
し
」
と

解
す
る
。
一
方
、
大
福
光
寺
本
の
本
文
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
神
田

秀
夫
氏
「
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
」（
日
本
古
典
文
学
全
集
「
方
丈

記　

徒
然
草　

正
法
眼
蔵
」）、
浅
見
和
彦
氏
「
そ
れ
く
ら
い
で
留
め
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
笠
間
文
庫「
方
丈
記
」）と
し
、佐
竹
昭
広
氏
は
、

誤
写
の
可
能
性
を
疑
い
つ
つ
も
、「
所
詮
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、

つ
ま
ら
な
い
こ
と
だ
」
と
す
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
（
岩
波
新
古
典
大

系
「
方
丈
記　

徒
然
草
」）。
諸
本
の
「
と
が
」
と
「
さ
は
り
」
を
と
る

立
場
と
、
大
福
光
寺
本
の
「
さ
ば
か
り
な
る
べ
し
」
を
と
る
立
場
と
で

は
、
賛
美
し
て
き
た
閑
居
生
活
を
悟
り
の
「
障
り
」
と
す
る
か
、「
所

詮
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
だ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の

た
め
に
、
惜
し
む
べ
き
時
間
を
費
や
す
の
は
無
益
な
こ
と
だ
」、
と
す

る
か
の
相
違
が
あ
る
。
後
者
に
は
閑
居
生
活
を
「
障
り
」
と
す
る
よ
う

な
仏
教
的
に
明
確
な
否
定
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
仏
の
教
え
の

前
に
は
、
あ
れ
ほ
ど
賛
美
し
て
き
た
閑
居
生
活
も
所
詮
そ
れ
だ
け
の
こ

と
で
あ
り
、
つ
ま
ら
な
い
事
だ
と
す
る
考
え
は
、「
障
り
」
と
す
る
ほ

ど
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
長
明
の
閑
居
生
活
に
対
す
る
否
定
的
な
姿

勢
が
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
方
丈
記
』
に
お
い
て
は
、
し

ば
し
ば
対
句
仕
立
て
、
も
し
く
は
二
者
を
対
置
す
る
形
で
文
章
が
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
諸
注
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
に
こ
の
一



四
〇

文
の
中
に
も
「
一
期
の
月
影
」
と
「
余
算
の
山
の
は
」、「
す
が
た
」〈
外
〉

と
「
心
」〈
内
〉、「
す
み
か
」〈
外
〉
と
「
た
も
つ
と
こ
ろ
」〈
内
〉
と

い
う
よ
う
に
、二
つ
の
こ
と
を
対
置
的
に
並
べ
る
修
辞
法
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
前
文
に
は
「
仏
の
教
え
た
ま
ふ
を
も
む
き
」
が
あ
り
、
後
文

に
は
「
心
は
に
ご
り
に
し
め
り
」「
た
も
つ
と
こ
ろ
は
わ
ず
か
に
周
梨

槃
特
が
行
に
だ
に
及
ば
ず
」
と
、
仏
者
と
し
て
の
痛
切
な
自
省
を
述
べ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
間
の
こ
の
部
分
も
仏
教
的
思
惟
か
ら
無
縁

と
は
思
え
な
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
前
田
本
他
古
本
系
諸
本
及
び
流

布
本
系
諸
本
に
よ
り
「
さ
は
り
な
る
べ
し
」
と
解
し
て
お
く
。「
草
庵

を
愛
す
る
こ
と
」
も
仏
の
教
え
に
照
ら
せ
ば
「
咎
」
で
あ
り
、「
閑
寂

に
執
着
す
る
こ
と
」
も
ま
た
同
じ
く
「
障
り
」
だ
と
い
う
自
省
と
解
す

る
の
で
あ
る
。

　

次
に
傍
線
２
の
「
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
」
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

　
「
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
」
と
い
う
場
合
、「
や
と
っ
た
」
の

は
誰
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
問
い
か
け
ら
れ
て
い

る
「
心
」
と
、
雇
わ
れ
た
「
舌
根
」（
身
）
と
、
主
体
と
し
て
の
長
明

は
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
心
」
と
「
身
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、以
下
の
よ
う
な
表
現
が
『
方

丈
記
』
の
中
に
見
ら
れ
、
末
文
と
の
関
連
で
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て

き
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
以
下
の
文
の
分
析
を
通
し
て
、
長
明
に
お
け
る

「
心
」
と
「
身
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
問
題
を
考
え

る
た
め
に
、
当
該
文
の
少
し
前
か
ら
引
用
し
、
便
宜
上
四
つ
に
分
け
る
。

　

Ⅰ�

夫
、
人
の
と
も
と
あ
る
も
の
は
、
と
め
る
を
た
う
と
み
、
ね
む
ご

ろ
な
る
を
さ
き
と
す
。
必
ず
し
も
な
さ
け
あ
る
と
、
す
な
ほ
な
る

と
を
ば
愛
さ
ず
。
只
絲
竹
花
月
を
と
も
と
せ
ん
に
は
し
か
じ
。
人

の
や
つ
こ
た
る
物
は
、
賞
罰
は
な
は
だ
し
く
、
恩
顧
あ
つ
き
を
さ

き
と
す
。
更
に
は
ぐ
く
み
あ
は
れ
む
と
、
や
す
く
し
づ
か
な
る
と

を
ば
ね
が
は
ず
。
只
わ
が
身
を
奴
卑
と
す
る
に
は
し
か
ず
。

　

Ⅱ�

い
か
ゞ
奴
卑
と
す
る
と
な
ら
ば
、
若
な
す
べ
き
事
あ
れ
ば
、
す
な

は
ち
を
の
が
身
を
つ
か
ふ
。
た
ゆ
か
ら
ず
し
も
あ
ら
ね
ど
、
人
を

し
た
が
へ
、
人
を
か
へ
り
み
る
よ
り
や
す
し
。
若
あ
り
く
べ
き
事

あ
れ
ば
、
み
づ
か
ら
あ
ゆ
む
。
く
る
し
と
い
へ
ど
も
、
馬
く
ら
牛

車
と
心
を
な
や
ま
す（

６
（に

は
し
か
ず
。

　

Ⅲ�

─

１�

今
、
一
身
を
わ
か
ち
て
、
二
の
用
を
な
す
。
手
の
や
つ
こ
、

足
の
の
り
も
の
、
よ
く
わ
が
心
に
か
な
へ
り
。

　

Ⅲ�
─

２�

身
心
の
く
る
し
み
を
知
れ
れ
ば
、
く
る
し
む
時
は
や
す
め
つ
、

ま
め
な
れ
ば
つ
か
ふ
。つ
か
ふ
と
て
も
、た
び
た
び
す
ぐ
さ
ず
。

物
う
し
と
て
も
、
心
を
う
ご
か
す
事
な
し
。　

　

Ⅲ
─

２
の
傍
線
部
「
身
心
の
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、「
身
心
の
」（
大
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適
詩
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の
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連
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ら
―

福
光
寺
本
）、「
こ
こ
ろ
身
の
」（
前
田
本
）、「
心
身
の
」（
大
福
光
寺
本
・

前
田
本
を
除
く
古
本
系
諸
本
）、「
心
（
こ
こ
ろ
）
又
身
の
」（
兼
良
本

を
始
め
と
す
る
流
布
本
系
諸
本
・
学
習
院
本
）
が
あ
り（

７
（、

大
福
光
本
の

み
が
「
身
心
の
」
と
す
る
。
句
読
点
を
付
け
な
い
時
代
の
表
記
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
語
を
ど
の
よ
う
に
読
ま
せ
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
長
明
の

意
図
は
表
記
の
上
か
ら
は
明
確
で
は
な
い
。
大
福
光
寺
本
の
当
該
部
分

の
読
み
方
は
、
諸
注
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る（

８
（。

　

⑴�

身
、
心
の
く
る
し
み
を
し
れ
れ
ば　

く
る
し
む
時
は
や
す
め
つ
、

ま
め
な
ら
ば
つ
か
ふ
。

　

⑵
心
、
身
の
く
る
し
み
を
し
れ
れ
ば　
（
以
下
同
）

　

⑶
身
心
（
シ
ン
ジ
ン
）
の
苦
し
み
を
し
れ
れ
ば
（
以
下
同
）

　

当
該
部
分
の
わ
か
り
に
く
さ
に
は
、
表
記
の
問
題
の
他
に
、
こ
の
文

章
全
体
の
主
語
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
く
る
し
み
を
し
れ
る
」
の
は
誰
で
、「
休
め
」「
使

ふ
」
の
は
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

⑶
の
読
み
を
と
る
細
野
哲
雄
氏
が
当
該
部
分
を
「
身
体
と
心
の
苦
し

み
を
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
か
ら
」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
簗
瀬

一
雄
氏
が
主
語
の
省
略
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

が（
９
（、

主
語
を
長
明
と
考
え
れ
ば
、
⑶
の
解
釈
は
分
か
り
や
す
い
。「
身

心
の
苦
し
み
を
知
っ
て
い
る
」
長
明
が
、「
苦
し
い
時
に
は
休
め
、
元

気
な
時
は
使
う
」
の
意
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、「
や

す
め
」「
つ
か
ふ
」
対
象
が
「
身
心
」
な
の
か
、「
身
」
だ
け
な
の
か
明

確
で
は
な
い
。細
野
氏
と
同
じ
く
⑶
の
解
釈
を
と
る
新
大
系
は
、「
身
心
」

を
「
身
体
お
よ
び
心
。
体
の
内
外
」
と
し
、
長
明
と
時
代
的
に
近
い
道

元
が
、
特
に
「
身
心
」
の
語
を
多
く
用
い
て
い
る
と
し
て
、「
身
心
を

澡
浴
し
て
、
香
油
を
ぬ
り
、
塵
穢
を
除
く
は
第
一
の
仏
法
な
り
」（『
正

法
眼
蔵
』五
十
六
・
先
面
）を
引
く
。
こ
の
例
は
、人
は「
身
体
」と「
心
」

を
合
わ
せ
持
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
場
合
「
身
体
」
は
外
側
を
成
す
も

の
で
、「
心
」
は
そ
の
内
側
に
あ
る
と
い
う
、「
身
と
心
」
の
捉
え
方
で

あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
「
し
ん
し
ん
（
身
心
・
身
神
）」
に
つ

い
て
、『
方
丈
記
』
の
当
該
部
分
と
『
正
法
眼
蔵
』
の
文
を
用
例
と
し

て（
（1
（

、「
心
を
あ
わ
せ
も
つ
か
ら
だ
」
の
意
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
新
大
系
が
同
じ
『
正
法
眼
蔵
』
の

例
を
あ
げ
て
い
る
の
も
、「
身
心
」
の
「
身
」
の
方
に
、
よ
り
重
点
を

お
い
た
表
現
と
捉
え
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。「
身
（
心
）」
が
苦
し

い
時
は
「
休
め
る
」
し
、「
身
（
心
）」
が
元
気
な
時
は
「
つ
か
ふ
」
と

解
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
「
身
心
」
の
語
は

多
く
使
わ
れ
て
い
る
が（

（（
（

、
道
元
の
「
身
心
」
は
、「
身
心
脱
落
」
や
「
身

心
放
下
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
多
分
に
禅
的
な
意
味
合
い

を
含
む
語
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
果
た
し
て
長
明
に
そ
の
ま
ま



四
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当
て
は
め
て
よ
い
か
と
い
う
不
安
が
残
る
。
道
元
は
同
時
代
と
は
い
っ

て
も
長
明
よ
り
は
四
十
数
年
後
に
誕
生
し
た
人
物
で
あ
り
、
何
よ
り
も

長
明
歿
後
に
禅
と
い
う
外
来
の
新
思
想
を
提
唱
し
た
人
物
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

　

一
方
、
漢
語
「
身
心
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
、『
発
心
集
』
以
前
の
仏
教
説
話
集
の
用
例
を
調
べ
て
み

る
と
、『
日
本
霊
異
記
』
に
三
例
、『
三
宝
絵
』
に
一
例
、『
本
朝
法
華

験
記
』
に
十
七
例
を
見
い
出
せ
る
。
こ
の
三
作
品
に
『
今
昔
物
語
集
』

を
加
え
る
と
、
相
互
に
依
拠
関
係
に
あ
る
説
話
も
多
く
、
意
味
内
容
が

分
か
り
や
す
く
な
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
ま
た
、
国
文
で
も
経
典
類

と
は
少
し
離
れ
た
仏
教
的
漢
文
脈
の
文
章
で
の
使
わ
れ
方
を
見
る
の
に

も
都
合
が
よ
い
。
⑶
の
立
場
を
取
る
『
方
丈
記
総
索
引
』
は
、『
無
量

寿
経
』・『
法
華
経
』
等
の
経
典
類
の
他
に
、国
文
で
は
『
正
法
眼
蔵
』・『
往

生
要
集
』・『
栄
花
物
語
』
に
用
例
が
あ
る
と
す
る
が
、
物
語
作
品
で
あ

る
『
栄
花
物
語
』
の
例
は
『
普
賢
経
』
の
訓
読
文
の
引
用
な
の
で
、
経

典
類
と
同
類
で
あ
る（

（1
（

。

　
『
霊
異
記
』・『
三
宝
絵
』
は
、
用
例
が
少
な
い
の
で
全
例
を
、
法
華

験
記
は
一
部
を
抄
出
す
る（

（1
（

。

　

①
常
以
二
是
行
一
、
為
二
身
心
業
一��（
日
本
霊
異
記
上
・
（（
）

　

②
愛
欲
之
火
、
雖
レ
燋
二
身
心
一�（
同
下
・
（（
）

　

③�

藤
皮
ヲ
キ
給
、
松
葉
ヲ
ク
ヒ
物
ト
シ
テ
、
清
泉
ヲ
ア
ミ
テ
身
心
ノ

ア
カ
ヲ
ア
ラ
ヒ
…
（
三
宝
絵
中
・
２
）

　
　

�

被
レ
蔓
、餌
レ
松
、沐
二
清
水
之
泉
一
、濯
二
欲
界
之
垢
一
（
霊
異
記
上
・

（（
）

　

④
我
以
此
身
心
供
養
法
華
経
（
本
朝
法
華
験
記
上
・
９
）

　

⑤
身
心
疲
極
既
忘
行
歩
（
法
華
験
記
上
・
（（
）

　
　

心
弱
ク
身
痩ヤ

セ

、
行
キ
歩
バ
ム
ニ
不
堪
ズ
。（
今
昔
十
三
・
１
）

　

⑥�

永
絶
瞋
恚
。
三
業
正
直
策
励
身
心
。
但
誦
一
乗
（
法
華
験
記
上

（（
）

　
　

�

永
ク
瞋
恚
ヲ
断
テ
、
心
ヲ
励
シ
テ
法
華
経
ヲ
読
誦
シ
テ
（
今
昔

十
三
・
８
）

　

⑦�

乃
至
最
後
雖
有
少
病
。
身
心
不
乱
。
誦
法
華
経
即
遷
化
矣
（
法
華

験
記
上
（（
）

　
　

�

身
ニ
聊
ニ
煩
フ
事
有
リ
ト
云
ヘ
ド
モ
重
キ
病
ニ
非
ズ
シ
テ
、
心
不

違
ズ
シ
テ
、
法
華
経
ヲ
誦
シ
テ
失
ニ
ケ
リ
（
今
昔
十
三
・
（（
）

　

⑧�

感
得
人
身
。
誦
法
華
経
。
余
残
習
気
在
汝
身
心
。
是
故
夢
見
狗
形

礼
仏
耳
（
法
華
験
記
中
・
（（
）

　
　

�
僧
ト
成
テ
法
華
経
ヲ
読
誦
ス
。
但
シ
、
前
生
ノ
気
分
于
今
有
テ
、

人
ノ
夢
ニ
狗
ノ
形
ニ
テ
見
ユ
ル
也
（
今
昔
巻
十
四
・
（（
）

　

⑨�

誦
法
華
経
。
爰
熱
炎
自
散
。
煙
気
又
失
。
身
心
清
涼
（
法
華
験
記
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適
詩
と
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連
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ら
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中
・
（（
）

　

⑩�
誦
寿
量
品
。
乃
至
得
入
無
上
道
。
即
成
就
仏
身
。
全
一
品
。
身
心

寂
静
而
入
滅
矣
（
法
華
験
記
中
・
（（
）

　
　

�

寿
量
品
ヲ
誦
ス
。「
得
入
無
上
道　

速
成
就
仏
身
」
ノ
文
ニ
至
ル

時
ニ
、
心
ヲ
静
ニ
シ
テ
失
ニ
ケ
リ
（
今
昔
巻
十
三
・
（（
）

　

結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、「
身
心
」
の
語
は
、
②
・
④
・
⑨
の
よ
う

に
、「
一
体
と
な
っ
た
身
（
身
体
）
と
心
（
精
神
）」、「
心
身
共
に
」
の

意
で
使
わ
れ
、「
心
を
内
包
す
る
身
体
」、
特
に
「
身
」
を
強
調
す
る
例

は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
①
の
例
は
、
登
場
人
物
が
物
事
を
適
正

に
判
断
す
る
心
を
持
ち
、
子
を
育
て
真
摯
に
日
々
の
生
活
を
送
り
、
身

心
と
も
に
清
く
正
し
い
行
い
を
し
て
い
る
こ
と
を
「
身
心
の
業
」
と
し

て
い
る
。
③
『
三
宝
絵
』
中
巻
第
２
は
、『
霊
異
記
』
上
巻
第
（（
を
原

拠
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
霊
異
記
』
の
「
欲
界
の
垢
」
を
「
身

心
の
垢
」
と
し
て
い
る
の
は
、「
欲
界
に
生
き
る
人
間
の
身
と
心
両
方

に
付
い
た
垢
」
を
分
か
り
易
く
置
き
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑤
の
「
身

心
疲
極
」
を
今
昔
が
「
心
弱
ク
身
痩
セ
」
と
し
て
い
る
の
は
、
身
心
と

も
に
疲
労
し
き
っ
た
状
態
を
表
し
て
お
り
、
⑧
に
つ
い
て
も
、
前
世
の

狗
の
習
気
が
転
生
し
て
も
な
お
身
心
と
も
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
省
略
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
法
華
経
読
誦
に

つ
い
て
は
、『
今
昔
』
は
読
誦
と
い
う
身
体
で
行
う
行
は
当
然
の
前
提

と
し
て
、
修
行
の
成
否
は
心
の
問
題
に
あ
る
と
捉
え
て
い
た
ら
し
く
、

⑥
・
⑦
・
⑩
の
よ
う
に
、
心
に
重
点
を
置
い
た
表
現
に
置
き
換
え
て
い

る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。「
身
心
」
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
捉
え
る
と
、

⑶
の
解
釈
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�（
私
長
明
は
）「
身
心
」
の
苦
し
み
を
知
っ
て
い
る
の
で
、（
身
心

と
も
に
）
苦
し
む
時
は
（
身
心
と
も
に
）
休
め
る
し
、（
身
心
と

も
に
）
元
気
で
あ
れ
ば
（
身
心
と
も
に
）
つ
か
う
。
つ
か
う
と
し

て
も
、
度
を
過
ご
す
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
末
尾
の
「
も
の
う
し
と
て
も
、
心
を
動
か
す

こ
と
な
し
」に
至
っ
て
問
題
に
突
き
当
た
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
の
う
し
」

（
何
か
を
す
る
の
が
お
っ
く
う
で
、
大
儀
だ
）
と
い
う
時
、「
身
心
と
も

に
」
お
っ
く
う
な
状
態
で
あ
っ
て
も
、「
心
を
う
ご
か
す
（
苛
立
て
る
、

感
情
的
に
な
る
）
こ
と
は
な
い（

（1
（

」
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
「
身
心
と
も
に
も
の
う
し
」
状
態
の
時
に
、「
心
」
だ
け
を
問
題

に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
身
」
と
「
心
」
は
完
全
に

分
け
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
も
の
う
し
」は「
身（
身
体
）」で
あ
り
、「
身
」

が
そ
の
よ
う
な
状
態
の
時
で
も
、心
は
「
心
を
う
ご
か
す
」（
苛
立
て
る
、

感
情
的
に
な
る
）
こ
と
は
な
い
、「
身
」
が
も
の
う
い
時
は
、「
心
」
も

そ
の
状
態
を
是
認
し
、
何
も
言
わ
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
や
は
り
、
⑶
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。は
じ
め
か
ら
の
文
脈
を
た
ど
る
と
、こ
こ
は「
二
つ
の
用
を
な
す
」

分
離
さ
れ
た
「
身
」
と
「
心
」
の
関
係
性
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
最
初
か
ら
「
身
」
と
「
心
」
に
分
け
て
考
え
る
⑴
・
⑵
の
解
釈

を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
⑴
の
よ
う
に
、「
身
」
を
主
語

と
す
る
か
、
⑵
の
よ
う
に
「
心
」
を
主
語
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
上
記

の
よ
う
に
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
こ
は
諸

本
の
本
文
を
と
っ
て
、
⑵
の
「
心
、
身
の
苦
し
み
を
し
れ
れ
ば
」
と
読

む
べ
き
だ
と
考
え
る（

（1
（

。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
部
分
が
白
居
易
の
閑
適
詩

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
︑﹃
方
丈
記
﹄
と
白
居
易
閑
適
詩
︵
一
︶

　
『
方
丈
記
』
と
白
居
易
詩
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
草
堂
記
』
や
『
池

上
篇
并
序
』
な
ど
、
構
想
や
全
体
の
構
成
へ
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
具

体
的
な
表
現
面
で
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。

そ
の
中
で
、
今
問
題
に
し
て
い
る
『
方
丈
記
』
本
文
の
典
拠
に
つ
い
て

は
、
金
子
彦
二
郎
氏
と
浅
見
和
彦
氏
の
ご
指
摘
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。

金
子
氏
は
、白
居
易
詩
か
ら
兼
明
親
王
と
慶
滋
保
胤
に
よ
る
二
つ
の『
池

亭
記
』
を
通
し
て
『
方
丈
記
』
に
受
け
継
が
れ
た
影
響
の
他
に
、
白
居

易
詩
が
直
接
『
方
丈
記
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ

て
、
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
そ
の
中
で
、『
方
丈
記
』
の

上
記
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
、「
帰
田
三
首
・
二
」（
白
氏
文
集
巻
六
・

0（（（

）
と
「
風
雪
中
作
」（
白
氏
文
集
巻
六
三
・（00（

）
を
典
拠
と
し

て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
浅
見
和
彦
氏
も
、上
に
あ
げ
た
『
方
丈
記
』

の
一
節
の
注
釈
で
、「
帰
田
三
首
・
三
」（
白
氏
文
集
巻
六
・0（（（

）
と

金
子
氏
と
同
じ
「
風
雪
中
作
」
の
一
節
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
い
ず
れ

も
白
居
易
詩
の
分
類
で
閑
適
詩
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
白
居
易
は
そ

の
生
涯
に
膨
大
な
数
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
閑
適
詩
も
ま
た
多
く

制
作
し
て
お
り
、
一
口
に
白
居
易
の
閑
適
詩
と
言
っ
て
も
内
容
は
時
期

に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
。

　

白
居
易
は
、
官
僚
の
党
派
闘
争
と
、
歴
代
の
皇
帝
が
宦
官
に
よ
っ
て

暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
宦
官
の
専
横
と
で
、
唐
が
疲
弊
し
滅
亡
す
る
直
前

の
時
代
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
二
十
九
歳
で
進
士
科
に
及
第
し
て
か
ら

七
十
一
歳
で
致
仕
す
る
ま
で
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
有
為
転
変
の
激
し

い
政
界
で
時
に
は
左
遷
の
憂
き
目
に
遭
い
な
が
ら
も
、
終
始
官
僚
と
し

て
生
き
抜
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
親
友
元
稹
の
よ
う
に
宰
相
に
は
な

れ
な
か
っ
た
が
、
致
仕
の
時
に
は
、
名
目
的
で
は
あ
っ
て
も
刑
部
尚
書

（
刑
部
長
官
）
で
退
い
て
い
る
し
、
死
後
に
は
尚
書
右
僕
射
（
尚
書
省

次
官
・
従
二
品
）
を
追
贈
さ
れ
て
も
い
る
。
官
僚
と
し
て
は
功
成
り
名

遂
げ
た
生
涯
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
内
実
は
老
境
に
達
す
る
ま



四
五

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

で
「
兼
済
の
志
」（
天
下
の
民
を
平
等
に
救
お
う
と
い
う
志
）
と
「
独

善
の
義
」（
自
分
独
り
の
身
を
正
し
く
修
め
る
こ
と
）（

（1
（

と
の
間
で
揺
れ

動
き
、
折
々
の
心
情
を
反
映
し
た
作
品
を
残
し
て
い
る
。

　

白
居
易
作
品
の
分
類
の
一
つ
で
あ
る
閑
適
詩
に
つ
い
て
、
白
居
易
自

身
が
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
か
は
、「
与
元
九
書
」（
白
氏
文
集
巻

二
八
・（（（（

）
の
次
の
よ
う
な
記
述
で
明
か
で
あ
る（

（1
（

。

　

�　

又
或
は
公
よ
り
退ま

か

り
て
独
り
處を

り
、
或
は
病
を
移
し
て
閑
か
に
居

り
、
足
る
を
知
り
和
を
保
ち
て
、
情
性
を
吟
翫
す
る
者
一
百
首
、
之

を
閑
適
詩
と
謂
ふ
。

　

�　

…
古
人
云
へ
ら
く
、
窮
す
れ
ば
則
ち
独
り
其
の
身
を
善
く
し
、
達

す
れ
ば
則
ち
兼
ね
て
天
下
を
済
ふ
と
。
僕
不
肖
な
り
と
雖
も
、
常
に

此
の
語
を
師
と
す
。
…
故
に
僕
の
志
は
兼
済
に
在
り
。
行
ひ
は
独
善

に
在
り
。
奉
じ
て
之
を
始
終
す
れ
ば
、
則
ち
道
と
為
り
、
言
ひ
て
之

を
発
明
す
れ
ば
、
則
ち
詩
と
為
る
。
之
を
風
諭
詩
と
謂
ふ
は
兼
済
の

志
な
り
。
之
を
閑
適
詩
と
謂
ふ
は
独
善
の
義
な
り
。
故
に
僕
の
詩
を

覧
れ
ば
僕
の
道
を
知
る
。　

　

つ
ま
り
、
白
居
易
の
閑
適
詩
は
、「
公
よ
り
退ま

か

り
て
独
り
處
り
、
或

は
病
を
移
し
て
閑
か
に
居
り
、
足
る
を
知
り
和
を
保
ち
て
、
情
性
を
吟

翫
す
る
者
」
で
あ
り
、「
独
善
の
義
」
で
あ
る
と
い
う
。
白
居
易
が
「
仕
」

と
「
隠
」
と
の
関
係
を
生
涯
考
え
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
吉
川
忠
夫
氏

を
始
め
、
多
く
論
ぜ
ら
れ
て
き
た（

11
（

。
そ
の
中
で
下
定
雅
弘
氏
は
、
白
居

易
が
「
知
足
保
和
」
を
歌
う
閑
適
詩
を
多
く
書
い
た
背
景
に
は
、
自
己

を
煩
わ
せ
る
解
決
不
可
能
な
外
的
要
因
（
官
途
へ
の
望
み
、
長
安
へ
の

執
着
等
）
と
、
こ
う
あ
り
た
い
と
願
う
自
己
の
意
志
と
の
葛
藤
が
あ
っ

て
、そ
の
葛
藤
を
解
決
し
て
心
の
平
安
を
得
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
り
、

そ
の
方
法
と
し
て
試
み
た
の
が
、「
心
」
と
「
身
」
と
「
外
界
」
と
を

区
分
し
、「
心
」
を
後
の
二
者
か
ら
切
り
離
し
て
心
の
平
安
を
保
と
う

と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
官
僚
と
し
て
歩
み
始
め
た
当
初
か
ら
見
ら
れ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
白
居
易
の
閑
適
詩
―
そ
の
理
論
と
変
容
―
」

鹿
児
島
大
学
人
文
学
科
論
集
（（　

昭
和
六
二
年
…
下
定
１
）。
ま
た
氏

は
、
前
掲
論
文
及
び
「
白
居
易
詩
の
転
形
期
―
江
州
時
代
か
ら
杭
州
時

代
へ
―
」
同
（（　

昭
和
六
二
年
…
下
定
２
）
に
お
い
て
、
白
居
易
の
生

涯
の
全
時
期
に
わ
た
っ
て
閑
適
詩
を
追
跡
し
、
そ
の
特
徴
と
変
遷
を
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
下
定
氏
及
び
諸
先
学
の
ご
研
究
に
導
か
れ
な
が

ら
、『
方
丈
記
』
に
関
わ
る
閑
適
詩
と
、
白
居
易
の
伝
記
的
事
項
と
に

留
意
し
て
、
そ
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
た
い（

1（
（

。
長
明
が
ど
の
時
期

の
、
ど
の
よ
う
な
閑
適
詩
を
受
容
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
で

あ
る
。



四
六

一
、
京
官
時
代

　
�　

書
判
抜
萃
科
に
及
第
し
、
秘
書
省
校
書
郎
に
な
っ
て
か
ら
母
の
服

喪
の
た
め
下
邽
に
退
去
す
る
ま
で
の
期
間
。こ
の
時
代
の
白
居
易
は
、

制
科
に
及
第
し
、
皇
帝
の
側
近
で
あ
る
陳
官
と
し
て
充
実
し
た
生
活

を
送
っ
て
い
た
。
下
定
氏
は
、
こ
の
時
期
の
閑
適
詩
で
は
、
長
安
を

名
利
の
地
と
し
て
自
分
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
す
る
一
方
で
、
衣
食
住
の

面
で
一
定
の
満
足
を
得
て
お
り
、
閑
適
詩
も
京
官
と
し
て
の
「
兼
済

の
志
」
を
実
行
し
て
い
る
充
足
感
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る
（
下
定
１
）。

二
、
下
邽
時
代

　

�　

元
和
六
年
（
八
一
一
）
母
が
死
去
し
、
当
時
の
習
慣
と
し
て
、
官

を
辞
し
て
三
年
間
の
喪
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
下
邽

に
退
去
し
て
い
た
期
間
。
中
央
政
界
で
活
躍
す
る
同
期
の
友
人
た
ち

を
横
目
に
、
為
す
こ
と
も
な
く
無
聊
と
無
気
力
に
悩
ま
さ
れ
る
日
々

を
送
る
中
で
、
閑
適
詩
が
作
ら
れ
て
い
る
。
下
定
氏
は
、
こ
の
時
代

の
閑
適
詩
は
、
下
邽
で
の
暮
ら
し
を
「
窮
境
」
と
感
じ
、
そ
の
煩
悶

か
ら
容
易
に
抜
け
出
せ
な
い
現
況
の
克
服
を
は
か
り
、
心
の
平
安
を

得
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
下
邽
時
代
の
閑
適
詩
の
最
大
の
課
題

は
、
そ
の
無
聊
と
無
気
力
の
克
服
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
下
定

１
）。
先
に
あ
げ
た
「
帰
田
三
首
」
は
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
り
、

い
っ
そ
の
こ
と
こ
の
ま
ま
官
を
辞
め
、
陶
淵
明
の
よ
う
に
帰
隠
し
、

「
知
足
保
和
」
に
生
き
た
い
と
も
考
え
た
中
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

三
、
復
官
時
代

　

�　

母
の
服
喪
期
間
を
終
え
た
白
居
易
は
、
太
子
左
賛
善
大
夫
と
し
て

復
官
す
る
。
し
か
し
陳
官
と
し
て
勤
務
し
た
時
代
の
よ
う
な
緊
張
感

も
な
い
閑
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
閑
適
詩
の
数
は
少
な
い
が
、

「
官
閑
に
し
て
居
処
僻
な
り
」（「
昭
国
閑
居
」・
白
氏
文
集
巻
六
・

0（（（

）
を
善
し
と
し
て
、
心
の
平
安
を
得
よ
う
と
す
る
考
え
が
生
ま

れ
て
お
り
、
下
定
氏
は
、
後
の
「
中
陰
論
」
の
雛
形
と
も
い
う
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
下
定
１
）。

四
、
江
州
時
代

　

�　

江
州
赴
任
か
ら
忠
州
刺
史
へ
転
出
す
る
ま
で
の
期
間
。
元
和
十
年

（
八
一
五
）
に
勃
発
し
た
宰
相
武
元
衡
暗
殺
事
件
に
際
し
、
い
ち
早

く
対
策
を
上
書
し
た
こ
と
が
越
権
行
為
と
見
な
さ
れ
、
白
居
易
は
江

州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
う
。
江
州
は
都
か
ら
遙
か
離
れ
た
僻
遠

の
地
で
あ
っ
た
。「
都
へ
の
復
帰
の
願
望
と
そ
の
か
な
え
ら
れ
な
い

現
実
と
の
矛
盾
が
も
た
ら
す
苦
し
み
」（
下
定
１
）
か
ら
逃
れ
よ
う

と
し
て
、
様
々
な
理
論
を
駆
使
し
て
心
の
平
安
を
得
よ
う
と
し
、
一

方
で
退
隠
を
思
慕
し
た
り
、
仏
教
に
心
惹
か
れ
た
り
し
て
い
る（

11
（

。
江



四
七

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

州
は
廬
山
に
近
く
、
廬
山
下
で
白
蓮
社
を
結
成
し
念
仏
行
を
行
っ
た

慧
遠
の
跡
を
慕
い
、
西
林
寺
や
東
林
寺
の
僧
た
ち
と
親
し
く
交
流
し

て
、
つ
い
に
は
廬
山
下
に
草
堂
を
開
く
に
至
っ
た
。
廬
山
に
草
堂
を

開
く
に
当
た
っ
て
作
ら
れ
た
の
が
、『
方
丈
記
』
の
典
拠
の
一
つ
「
草

堂
記
」（
白
氏
文
集
巻
二
六
・（（（（

）
で
あ
り
、枕
草
子
で
有
名
な
「
香

爐
峯
の
雪
は
簾
を
撥あ

げ
て
看
る
」
の
句
を
持
つ
「
香
廬
峯
下
新
卜

二
山
居
一
草
堂
初
成
偶
題
二
東
壁
一
」
一
～
五
（
同
巻
十
六
・0（（（

～

0（（（

）
も
こ
の
時
期
の
作
品
で
あ
る
。
親
友
元
稹
に
宛
て
た
文
学
論

「
与
元
九
書
」
や
、
都
を
離
れ
落
魄
し
て
地
方
商
人
の
妻
と
な
っ
た
、

か
つ
て
の
長
安
の
名
妓
と
の
交
流
を
詩
に
し
た
「
琵
琶
引
」（
白
氏

文
集
巻
十
二
・0（0（

）
も
こ
の
時
代
に
作
ら
れ
て
い
る
。

五
、
忠
州
刺
史
・
中
書
舎
人
・
知
制
誥
時
代

　

�　

三
年
間
の
左
遷
生
活
を
終
え
て
、
忠
州
刺
史
と
な
り
、
元
和
十
五

年（
八
二
○
）中
央
に
呼
び
戻
さ
れ
て
、穆
宗
の
長
慶
一
年（
八
二
一
）、

念
願
の
中
書
舎
人
・
知
制
誥
・
朝
散
大
夫
（
従
五
品
下
）
と
な
っ
た
。

こ
の
時
期
に
は
閑
適
詩
が
作
ら
れ
て
い
な
い
。
理
由
に
つ
い
て
下
定

氏
は
、
忠
州
に
あ
っ
て
の
白
居
易
は
、
な
か
な
か
都
に
帰
れ
な
い
悲

し
み
・
憂
鬱
に
支
配
さ
れ
、
都
で
活
躍
す
る
こ
と
に
心
は
や
っ
て
、

帰
隠
・
退
去
な
ど
閑
適
詩
の
主
題
と
な
る
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
か

っ
た
た
め
で
あ
り
、
中
書
舎
人
・
朝
散
大
夫
に
な
っ
て
か
ら
は
、
要

職
に
つ
い
た
安
堵
感
か
ら
か
緊
張
感
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
一
方
で
は
帰
隠
の
願
望
を
語
る
よ
う
に
も
な
る
が
、
そ
れ

は
江
州
時
代
の
葛
藤
（
帰
隠
に
憧
れ
、
都
を
名
利
の
地
と
し
て
見
下

す
）
と
し
て
の
願
望
で
は
な
く
、官
位
に
満
足
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

白
居
易
生
来
の
閑
適
へ
の
志
向
が
で
て
き
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
下
定
２
）。

六
、
杭
州
時
代

　

�　

長
慶
二
年
（
八
二
二
）、
白
居
易
は
杭
州
刺
史
に
除
さ
れ
、
再
び

地
方
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
閑
適
詩
が
復
活

し
、
大
量
に
作
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
杭
州
刺
史
で
あ
る
こ

と
自
体
へ
の
一
定
の
満
足
や
、
多
年
の
歳
月
、
窮
通
を
繰
り
返
し
て

き
た
こ
と
に
よ
る
諦
観
、
兼
済
の
志
の
衰
退
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
下
定
１
・
２
）。
同
じ
閑
適
詩
に
分
類
さ
れ
る
詩
で
も
、
江
州
時
代

の
そ
れ
と
は
質
的
に
異
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

七
、『
白
氏
後
集
』
以
後

　
�　

長
慶
四
年
（
八
二
四
）、
太
子
左
庶
子
に
除
さ
れ
洛
陽
に
も
ど
っ

た
の
も
つ
か
の
間
、
翌
年
今
度
は
蘇
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
て
赴
任
し

た
。
杭
州
も
蘇
州
も
風
光
明
媚
で
豊
か
な
土
地
で
あ
り
、
白
居
易
は

そ
の
任
に
満
足
し
て
過
ご
し
て
い
た
が
、
病
が
体
を
む
し
ば
み
、
免

官
と
復
帰
を
繰
り
返
し
た
後
、
太
子
賓
客
分
司
と
な
っ
て
洛
陽
に
勤



四
八

務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
名
誉
職
的
な
閑
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ

書
か
れ
た
の
が�

「
中
隠
」（
白
氏
文
集
巻
五
二
・（（（（

）、「
池
上
篇

并
序
」（
同
巻
六
十
・（（（（

）
で
あ
る
。
前
者
は
「
大
隠
は
朝
市
に

住
む
。
小
隠
は
丘
樊
に
入
る
。
丘
樊
は
太は

な

は
だ
冷
落
な
り
。
朝
市
は

太
は
だ
囂が

う

諠く
ゑ
ん

な
り
。
如
か
じ
中
隠
と
作な

り
て
隠
れ
て
留
司
の
官
に
在

る
に
は
。
…
唯
だ
此
の
中
隠
の
士
の
み
、
身
を
致
さ
せ
る
こ
と
吉
に

し
て
且
つ
安
し
。
窮
通
と
豊
約
と
正
に
四
つ
の
者
の
閒
に
在
り
」
と

あ
る
よ
う
に
、
白
居
易
の
閑
適
詩
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
兼
明
親
王
・
慶
滋
保
胤
の
二
つ
の
『
池
亭

記
』
及
び
『
方
丈
記
』
の
典
拠
の
一
つ
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
平
安
朝
の
文
人
貴
族
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
品
で

あ
っ
た（

11
（

。「
池
上
篇
并
序
」
に
語
ら
れ
る
生
活
は
、「
中
隠
」
論
の
一

つ
の
実
践
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

�　

そ
の
後
も
健
康
は
芳
し
く
な
く
、
河
南
尹
（
河
南
府
長
官
）
に
除

せ
ら
れ
る
も
、
病
に
よ
り
辞
し
て
い
る
。
そ
の
後
太
子
賓
客
分
司
に

除
せ
ら
れ
引
き
続
き
洛
陽
に
住
ん
だ
。「
風
雪
中
作
」（
白
氏
文
集
巻

六
三
、（00（

）
は
こ
の
時
期
の
作
で
あ
る
。
狂
言
綺
語
観
の
成
立
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
「
香
山
寺
白
氏
洛
中
集
記
」（
白
氏
文
集

巻
七
十
・（（0（

）
を
含
む
『
白
氏
洛
中
集
記
』
十
巻
を
香
山
寺
経
堂

に
納
め
、
会
昌
二
年
（
八
四
二
）
七
十
一
歳
で
刑
部
尚
書
を
以
て
致

仕
し
た
。
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
に
は
『
白
氏
文
集
』
七
十
五
巻
を

完
成
さ
せ
、
翌
六
年
卒
し
た
。

　

白
居
易
の
閑
適
詩
を
中
心
に
そ
の
生
涯
を
振
り
返
る
と
、
一
口
に
閑

適
詩
と
言
っ
て
も
、
時
代
に
よ
り
内
実
は
変
遷
し
て
い
る
。『
方
丈
記
』

の
当
該
部
分
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
作
品
は
、
無
聊
と
無
気
力
に
悩
ま

さ
れ
た
下
邽
時
代
と
、
晩
年
高
位
に
至
り
、
一
定
の
満
足
を
得
た
時
代
、

多
年
の
歳
月
、
窮
通
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
諦
観
に
達
し
た

時
代
の
閑
適
詩
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
二
つ
の
対
照
的
な
時
代

の
閑
適
詩
を
同
一
箇
所
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
、『
方
丈
記
』
の
当
該

部
分
の
文
意
の
わ
か
り
に
く
さ
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
見
て
行
き
た
い
。

三
︑﹃
方
丈
記
﹄
と
白
居
易
閑
適
詩
︵
二
︶

　

既
述
の
よ
う
に
、
白
居
易
の
閑
適
詩
は
、
年
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ

り
、
江
州
左
遷
時
代
の
そ
れ
は
、
長
安
の
都
に
身
を
置
い
て
「
兼
済
」

の
志
を
遂
げ
る
と
い
う
願
望
を
絶
た
れ
、
鬱
屈
し
た
思
い
を
抱
え
な
が

ら
「
独
善
」
の
立
場
を
強
調
す
る
詩
が
多
い（

11
（

。『
方
丈
記
』
の
先
蹤
で

あ
る
二
つ
の
『
池
亭
記
』
の
作
者
兼
明
親
王
と
保
胤
も
、
ま
ま
な
ら
ぬ

官
職
へ
の
思
い
が
そ
の
制
作
動
機
と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
境
遇



四
九

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

の
平
安
朝
文
人
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う（

11
（

。
長
明
は
一

度
も
正
式
な
官
職
に
つ
い
て
お
ら
ず
（
つ
ま
り
官
人
で
は
な
い
）、
兼

明
親
王
や
保
胤
、
あ
る
い
は
平
安
朝
の
文
人
貴
族
た
ち
と
は
立
場
が
異

な
る
が
、
父
の
死
に
よ
る
下
鴨
神
社
と
の
疎
遠
、
出
奔
遁
世
の
契
機
と

さ
れ
る
河
合
社
祢
宜
事
件
等
々
、不
遇
感
を
抱
い
て
い
た
点
に
お
い
て
、

白
居
易
閑
適
詩
へ
の
傾
倒
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

長
明
の
場
合
は
仏
教
的
な
隠
遁
思
想
の
影
響
と
い
う
独
自
の
要
因
も
あ

っ
た（

11
（

。
以
下
長
明
が
前
記
二
つ
の
閑
適
詩
を
ど
の
よ
う
な
形
で
『
方
丈

記
』
に
取
り
入
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
見
て
行
き
た
い
。

　

金
子
彦
二
郎
氏
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
方
丈
記
』
本
文
と
白
居
易
詩

の
対
照
部
分
は
以
下
の
如
く
で
あ
る（

11
（

。

只
わ
が
身
を
奴
卑
と
す
る

に
は
し
か
ず
（
Ⅰ
）

い
か
ゞ
奴
卑
と
す
る
と
な

ら
ば
、
若
な
す
べ
き
事
あ

れ
ば
、
す
な
は
ち
を
の
が

身
を
つ
か
ふ
（
Ⅱ
）

杖
を
策つ

き
て
田
頭
に
立
ち
、
躬み

親み
づ
から

僕
夫
に
課
す
。

（
帰
田
三
首
・
二　

白
氏
文
集
巻
六
・0（（（

）

心
は
身
の
君
父
た
り
、
身
は
心
の
臣
子
た
り
。

身
の
自
由
を
得
ざ
る
は
、
皆
心
の
為
に
使
は

る
れ
ば
な
り
。
我
が
心
既
に
足
る
を
知
れ
ば
、

我
が
身
自
ら
止と

ど
まる

に
安や

す

ん
ず
。
方
寸
形
骸
に

語
る
ら
く
、
我
応
に
爾な

ん
じに

負そ
む

か
ざ
る
べ
し
と
。

（
風
雪
中
作
・
白
氏
文
集
巻
六
三
・（00（

）

一
方
、
浅
見
氏
の
ご
指
摘
は
以
下
の
如
く
で
あ
る（

11
（

。

今
、
一
身
を
わ
か
ち
て
、

二
つ
の
用
を
な
す
。
手
の

や
つ
こ
、足
の
の
り
も
の
、

よ
く
我
が
心
に
か
な
へ
り

（
Ⅲ
─

１
）

身
、
心
の
苦
し
み
を
知
れ

れ
ば
、
苦
し
む
時
は
休
め

つ
、ま
め
な
れ
ば
つ
か
ふ
。

使
ふ
と
て
も
、
た
び
た
び

過
ぐ
さ
ず
。
物
う
し
と
て

も
、
心
を
動
か
す
こ
と
な

し
（
Ⅲ
─

２
）

吾
が
足
を
化
し
て
馬
と
為
す
。
吾
よ
つ
て
も

つ
て
陸
を
行
く
。
吾
が
手
を
化
し
て
弾
と
為

す
。
吾
よ
つ
て
も
つ
て
肉
を
求
む
（
帰
田
三

首
・
三　

白
氏
文
集
巻
六
・0（（（

）

心
は
身
の
君
父
た
り
、
身
は
心
の
臣
子
た
り
。

身
の
自
由
を
得
ざ
る
は
、
皆
心
の
使
ふ
所
た

れ
ば
な
り（
風
雪
中
作
・
白
氏
文
集
巻
六
三
・

（00（

）

以
下
に
「
帰
田
三
首　

二
」
を
引
用
す
る
。

　
　

帰
田
三
首　

二　

　

種
田
計
已
决
。　

田
を
種う

う
る
計
、
意
已
に
决
し
つ

　

决
意
復
何
如
。　

意
を
决
す
る
復
た
何い

か
ん如

　

賣
馬
買
黄＊

犢
。　

馬
を
賣
り
黄こ

う
し犢

を
買
ひ
て

　

徒
歩
帰
田
廬
。　

徒か

歩ち

よ
り
田
廬
に
帰
る

　

迎
春
治
耒
耜
。　

春
を
迎
へ
て
耒ら

い

耜し

を
治
め

　

候
雨
闢
菑
畬
。　

雨
を
候う

か
が

ひ
菑し

畬ふ

を
闢ひ

ら

く

　

策
杖
田
頭
立
。　

杖
を
策つ

き

て
田
頭
に
立
ち

　

躬
親
課
僕
夫
。　

躬み

親み
づ
か

ら
僕
夫
に
課
す

　

吾
聞
老
農
言
。　

吾
老
農
の
言
を
聞
く

　

為
稼
愼
在
初
。　

稼
を
為
す
こ
と
は
愼つ

つ
し

み
初
め
に
在
り



五
〇

　

所
施
不
鹵
莽
。　

施
す
所
鹵ろ

莽ま
う

な
ら
ざ
れ
ば

　

其
報
必
有
餘
。　

其
の
報
必
ず
餘
り
有
り

　

上
求
奉
王
税
。　

上
は
王
税
に
奉
ら
ん
こ
と
を
求
め

　

下
望
備
家
儲　
　

下
は
家
儲
に
備そ

な
へ

む
こ
と
を
望
む

　

安
得
放
慵
堕
。　

安い
ず
く

ん
ぞ
慵よ

う

堕だ

を
放

ほ
し
い
ま
ま

に
し
て　
　
　
　

　

拱
手
而
曳
裾
。　

手
を
拱き

ょ
う

し
て
裾

こ
ろ
も
の
す
そ

を
曳
く
こ
と
を
得
ん
や　
　
　

　

学
農
未
為
鄙
。　

農
を
学
ぶ
こ
と
未
だ
鄙い

や
し

と
為
さ
ず　

　

親
友
勿
笑
余
。　

親
友
余
を
笑
ふ
こ
と
勿
か
れ

　

更
待
明
年
後
。　

更
に
明
年
よ
り
後
を
待
ち
て

　

自
擬
執
犂
鋤
。　

自
ら
犂れ

い

を
執
り
て
鋤じ

ょ

を
擬
せ
む　
　
　

　
　
　

＊
黄
犢
…
底
本
「
買
犢
使
」、
金
沢
文
庫
本
に
よ
り
改
め
る
。　

　

そ
の
本
心
は
い
ざ
知
ら
ず
、こ
こ
で
の
白
居
易
は
農
耕
の
決
意
を
し
、

着
々
と
準
備
を
し
て
自
ら
田
頭
に
立
っ
て
僕
夫
を
指
揮
し
て
い
る
。
金

子
氏
が
「
只
わ
が
身
を
奴
卑
と
す
る
に
は
し
か
ず
。
い
か
ゞ
奴
卑
と
す

る
と
な
ら
ば
、
若
な
す
べ
き
事
あ
れ
ば
、
す
な
は
ち
を
の
が
身
を
つ
か

ふ
」の
典
拠
に
つ
い
て「
杖
を
策
て
田
頭
に
立
ち
、躬み

親み
づ
か

ら
僕
夫
に
課
す
」

を
あ
げ
て
い
る
の
は
、白
居
易
の
場
合
は
田
頭
に
立
ち
指
揮
は
と
る
が
、

実
際
に
田
を
耕
す
の
は
奴
卑（
僕
夫
）で
あ
る
の
に
対
し
て
、長
明
は「
奴

卑
を
使
わ
ず
、
己
の
身
を
使
う
」
と
し
て
い
る
点
に
、
白
居
易
詩
を
踏

ま
え
た
上
で
の
改
変
を
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
が
身

の
使
い
方
は
、「
風
雪
中
作
」
の
句
を
踏
ま
え
、「
自
分
は
心
に
使
わ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
身
の
自
由
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
自
由
に
お
の
が

身
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
点
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
本
文
の
直
接
的
な
引
用
と
い
う
よ
り
は
、
白
居
易
詩
を
ふ
ま

え
た
表
現
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
浅
見
和
彦
氏
の
ご
指
摘
は
、「
今
、
一
身
を
わ
か
ち
て
、
二

つ
の
用
を
な
す
。
手
の
や
つ
こ
、
足
の
の
り
も
の
、
よ
く
我
が
心
に
か

な
へ
り
」
の
注
釈
で
、「
帰
田
三
首　

三
」（
以
下
の
傍
線
部
分
）
を
あ

げ
て
お
ら
れ
る
。　

　
　

帰
田
三
首　

三　

　

三
十
為
近
臣
。　

三
十
に
し
て
近
臣
と
為
り

　

腰
間
鳴
珮
玉
。　

腰
間
に
佩
玉
を
鳴
ら
す

　

四
十
為
野
夫
。　

四
十
に
し
て
野
夫
と
為
り

　

田
中
学
鋤
穀
。　

田
中
に
穀
を
鋤
く
こ
と
を
学
ぶ

　

何
言
十
年
内
。　

何
ぞ
言
は
ん
、
十
年
の
内
に

　

変
化
如
此
速
。　

変
化
す
る
こ
と
の
此
の
如
く
速
や
か
な
る
こ
と
を

　

此
理
固
是
常
。　

此
の
理
固ま

こ
と

に
是
れ
常

　

窮
通
相
倚
伏
。　

窮
通
相
ひ
倚い

伏ふ
く

す

　

為
魚
有
深
水
。　

魚
と
為
り
て
は
深
水
有
り

　

為
鳥
有
喬＊

木
。　

鳥
と
為
り
て
は
喬＊

木
有
り



五
一

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

　

何
必
守
一
方
。　

何
ぞ
必
ず
し
も
一
方
を
守
り
て

　

窘
然
自
牽
束
。　

�

窘き
ん

然ぜ
ん

と
し
て
自
ら
牽け

ん

束そ
く

せ
ら
る

　

化
吾
足
為
馬
。　

吾
が
足
を
化
し
て
馬
と
為
す
も
の
な
ら
ば

　

吾
因
以
行
陸
。　

吾
因
り
て
以
て
陸
を
行
か
む

　

化
吾
手
為
弾
。　

吾
が
手
を
化
し
て
弾
と
為
す
も
の
な
ら
ば

　

吾
因
以
求
肉
。　

吾
因
り
て
以
て
肉
を
求
め
む

　

形
骸
為
異
物
。　

形
骸
は
異
物
た
り

　

委
順
心
獨＊

足
。　

委ゐ
じ
ゆ
ん順

し
て
心
獨＊

り
足た

む
ぬ

　

幸
得
且
帰
農
。　

幸
に
且し

ば
ら

く
農
に
帰
す
る
こ
と
を
得
て

　

安
知
不
為
福
。　

安
ん
ぞ
福
と
為
ら
ざ
る
こ
と
を
知
ら
む

　

況
吾
行
欲
老
。　

況
ん
や
吾
行
く
ゆ
く
老
い
ん
と
欲
す

　

瞥
若
風
前
燭
。　

瞥べ
つ

と
し
て
風
前
の
燭
の
若
し

　

孰
能
俄
頃
閒
。　

孰た
れ

か
能
く
俄し

ば

頃ら
く

の
閒
に

　

将
心
繋
栄
辱
。　

心
を
将も

つ
て
栄
辱
に
繋
が
れ
む

　

�　
＊
喬
木
…
底
本
「
高
木
」。
金
沢
文
庫
本
に
よ
り
改
め
た
。

　

�　
＊
獨
…
底
本
「
猶
」。
金
沢
文
庫
本
に
よ
り
改
め
た
。

　

こ
の
詩
の
前
半
は
、
十
年
の
う
ち
に
天
子
の
側
近
か
ら
野
夫
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
我
が
身
の
転
変
を
「
窮
通
相
ひ
倚い

伏ふ
く

す（
11
（

」（
窮
境
と
順
境

に
は
因
果
関
係
が
あ
る
）
と
見
、
一
つ
の
生
き
方
に
こ
だ
わ
る
必
要
は

な
い
と
言
う
。
後
半
で
は
、
自
分
は
自
由
に
手
足
を
動
か
し
て
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
我
が
身
（
手
足
）
は
外
物
で
あ
る
、
外
物

の
す
る
こ
と
に
惑
わ
さ
れ
ず
（「
心
」
を
外
物
か
ら
切
り
離
し
て
）、
自

然
の
成
り
行
き
に
素
直
に
従
っ
て
生
き
る
な
ら
ば
、
心
は
平
安
で
、
足

る
を
知
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
今
帰
農
し
て
自
然
に
順
応
し
て
生
き
る
こ

と
は
、
幸
い
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ほ
ん
の
暫
く
の
人
生
の
間
に
、

栄
辱
に
（
わ
が
身
が
）
捕
ら
わ
れ
る
の
は
無
益
な
こ
と
だ
、
と
い
う
。

こ
こ
に
は
、「
下
邽
で
の
暮
ら
し
を
「
窮
境
」
と
感
じ
、
そ
の
煩
悶
か

ら
容
易
に
抜
け
出
せ
な
い
現
況
の
克
服
を
は
か
り
、
心
の
平
安
を
得
よ

う
と
し
た
」（
下
定
１
）
白
居
易
の
苦
闘
の
姿
が
あ
る
。
長
明
は
『
方

丈
記
』
の
当
該
部
分
に
お
い
て
、
自
己
の
「
手
足
を
使
う
」
と
い
う
意

味
で
傍
線
部
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
我
が
身
を
「
心
」
と
「
身
」
と
に

分
離
し
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
こ
の
詩
を
取
り
入
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

11
（

。た
だ
こ
の
段
階
で
の
白
居
易
は
、「
心
」と「
身
」

と
が
自
分
の
中
で
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は

追
求
し
て
い
な
い
。「
身
」
を
外
物
と
し
て
、「
心
」
と
切
り
離
し
、
心

の
平
安
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。「
心
」
と
「
身
」
と
の
関
係
に
言
及

す
る
の
は
、
窮
通
を
知
り
尽
く
し
、「
中
隠
」
と
い
う
一
つ
の
諦
観
に

達
し
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
白
居
易
の
「
心
」
と
「
身
」

の
関
係
が
窺
え
る
の
は
、
白
居
易
晩
年
の
作
品
で
あ
り
、
金
子
・
浅
見

両
氏
も
引
用
さ
れ
て
い
る
「
風
雪
中
作
」
で
あ
る
。



五
二

　
　

風
雪
中
作

　

歳
暮
風
動
地
。　

歳
暮
れ
て
風
地
を
動
か
し

　

夜
寒
雪
連
天
。　

夜
寒
く
し
て
雪
天
に
連
な
る

　

老
夫
何
處
宿
。　

老
夫
何
れ
の
處
に
か
宿
す

　

暖
帳
温
爐
前
。　

煖
帳
温
爐
の
前

　

両
重
褐
綺
衾
。　

両
重
褐
綺
の
衾き

ん

　

一
領
花
茸
氈
。　

一
領
花く

わ
じ
よ
う茸

の
氈せ

ん

　

粥
熟
呼
不
起
。　

粥
熟
し
て
呼
べ
ど
も
起
き
ず

　

日
高
安
穏
眠
。　

日
高た

け

て
安
穏
に
眠
る

　

是
時
心
與
身
。　

是こ
の

時と
き

心
と
身
と

　

了
無
閑
事
牽
。　

了つ
ひ

に
閑
事
に
牽ひ

か
る
る
こ
と
無
し
。

　

以
此
度
風
雪
。　

此こ
れ

を
以
て
風
雪
を
度
る

　

閑
居
来
六
年
。　

閑
居
し
て
よ
り
来こ

の

か
た
六
年

　

忽
思
遠
遊
客
。　

忽
ち
遠
遊
の
客
を
思
ひ

　

復
想
早
朝
士
。　

復
た
早
朝
の
士
を
想
へ
り

　

踏
凍
侵
夜
行
。　

凍こ
ほ
り

を
踏
ん
で
夜
を
侵
し
て
行
き

　

凌
寒
未
明
起
。　

寒
を
凌
い
で
、
未
だ
明
け
ざ
る
に
起
く

　

心
為
身
君
父
。　

心
は
身
の
君
父
た
り

　

身
為
心
臣
子
。　

身
は
心
の
臣
子
た
り

　

不
得
身
自
由
。　

身
の
自
由
な
る
こ
と
を
得
ざ
る
は

　

皆
為
心
所
使
。　

皆
心
の
為
に
使
は
る
れ
ば
な
り

　

我
心
既
知
足
。　

我
が
心
既
に
足
る
を
知
れ
ば

　

我
身
自
安
止
。　

我
が
身
自
ら
止と

ど
ま

る
に
安や

す

ん
ず

　

方
寸
語
形
骸
。　

方
寸
形
骸
に
語
ら
く

　

我
応
不
負
爾
。　

我
応
に
爾
に
負そ

む

か
ざ
る
べ
し
と

　

外
は
寒
い
冬
の
夜
、
暖
か
い
夜
具
と
毛
氈
に
く
る
ま
っ
て
、
朝
は
日

が
高
く
な
る
ま
で
眠
る
。
こ
の
時
心
と
身
は
つ
ま
ら
ぬ
事
に
拘
束
さ
れ

て
い
な
い
。
心
は
君
父
で
あ
り
、
身
は
そ
れ
に
従
う
臣
子
だ
。
凍
り
を

踏
ん
で
朝
早
く
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
遠
遊
の
客
や
早
朝
の
士
の
身

が
自
由
で
な
い
の
は
、
皆
心
の
為
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
私
の
心

は
足
る
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
我
が
身
は
止
ま
る
と
こ
ろ
（
現
状
）
に

安
ん
じ
て
い
ら
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
足
る
を
知
る
「
心
」
は
、
安
穏
の

中
に
い
る
「
身
」
に
対
し
て
、「
決
し
て
お
前
の
嫌
が
る
よ
う
な
こ
と

（
酷
使
）
は
し
な
い
（
安
心
し
ろ
）」
と
言
う
。
官
職
に
あ
く
せ
く
す
る

の
は
や
め
た
、閑
居
し
て
い
れ
ば
心
身
と
も
に
安
ら
か
だ
（
知
足
保
和
・

与
元
久
書
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
白
居
易
は
、「
心
」
を
「
身
」

か
ら
切
り
離
し
、「
心
」
と
「
身
」
二
者
の
問
答
を
傍
で
聞
い
て
い
る
。

　
『
方
丈
記
』
の
「
手
の
や
つ
こ
、
足
の
の
り
も
の
、
よ
く
わ
が
心
に

か
な
へ
り
」
は
、
上
記
の
「
我
が
心
既
に
足
る
を
知
れ
ば
、
我
が
身
自

ら
止と

ど
ま

る
に
安や

す

ん
ず
」
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
身
」
は
「
心
」
に
従



五
三

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

う
も
の
で
、
世
間
の
人
の
心
が
不
自
由
な
の
は
、「
身
」
が
「
心
」
に

使
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
こ
ろ
が
我
が
心
は
足
る
を
知
っ
て
い
る
か

ら
「
身
」
に
負
く
こ
と
は
し
な
い
、
つ
ま
り
身
の
嫌
が
る
こ
と
は
し
な

い
、
と
い
う
。
だ
か
ら
「
身
」
が
苦
し
い
と
「
心
」
が
察
し
た
時
に
は

「
身
」
を
休
め
る
し
（「
苦
し
む
時
は
や
す
め
つ
」）、「
身
」
が
元
気
だ

と
「
心
」
が
判
断
し
た
時
に
は
「
身
」
を
使
う
（「
ま
め
な
ら
ば
つ
か

ふ
」）、だ
が
決
し
て
使
い
過
ぎ
る
（
酷
使
す
る
）
こ
と
は
し
な
い
、「
身
」

が
懶
い
と
言
う
時
は
、「
心
」
も
そ
の
状
態
を
是
認
し
て
心
を
苛
立
て

る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
身
」
を
使
い
、「
身

に
負
く
こ
と
が
な
い
（
酷
使
す
る
こ
と
は
し
な
い
）」
の
は
、「
心
」
で

あ
る
。『
方
丈
記
』
の
当
該
部
分
が
『
風
雪
中
作
』
を
典
拠
に
し
て
い

る
と
考
え
る
と
、
当
該
部
分
は
前
田
本
を
始
め
と
す
る
古
本
系
諸
本
及

び
流
布
本
系
諸
本
の
よ
う
に
、「
心
、（
又
）
身
の
苦
し
み
を
し
れ
れ
ば
」

と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う（

1（
（

。

　

白
居
易
に
は
、「
心
」
と
「
身
」
の
問
答
を
と
り
あ
げ
た
詩
が
他
に

も
あ
る
。「
自
戯
三
絶
句
」（
白
氏
文
集
六
八
巻　

（（（0

～（（（（

）
で

あ
る
。
白
居
易
六
九
歳
の
時
の
作
で
、「
白
氏
洛
中
集
記
」
と
同
年
の

作
で
あ
る
。

　

自
戯
三
絶
句　
　
　
　

自
ら
戯
む
る
三
絶
句

　
　

閑
臥
独
吟
。
無
人
詶
和
。　

閑
臥
独
吟
し
て
、
人
酬
和
す
る
な
し

　
　

聊
仮
身
心
。
相
戯
往
復
。　

聊
か
身
心
を
仮
り
て
、
相
戯
れ
往
復
し
て

　
　

偶
成
三
章　
　
　
　
　
　
　

偶
々
三
章
を
成
せ
り

　
　
　

心
戯＊

問
身（（（0　
　
　

心
、
戯
れ
て
身
に
問
ふ��

　
　

心
問
身
云
何
泰
然　
　

心
、
身
に
問
ひ
て
云
ふ
、
何
ぞ
泰
然
た
る

　
　

厳
冬
煖
被
日
高
眠　
　

厳
冬
煖
被
し
て
、
日
高た

け
て
眠
る

　
　

放
君
快
活
知
恩
否　
　

�

君
を
放ゆ

る

し
て
快
活
せ
し
む
る
こ
と
、
恩
を

知
る
や
否
や

　
　

不
早
朝
来
十
一
年　
　

早
朝
せ
ざ
る
よ
り
来こ

の

か
た
十
一
年

　
　
　
＊
「
心
戯
問
身
」
…
底
本
「
心
問
身
」、
金
沢
文
庫
本
に
よ
り
改
め
た
。

　
　
　

身
報
心（（（（　
　
　
　

身
、
心
に
報
ず

　
　

心
是
身
王
身
是
宮　
　

心
は
是
身
の
王
、
身
は
是
れ
宮

　
　

君
今
居
在
我
宮
中　
　

君
今
居
し
て
我
宮
中
に
在
り

　
　

是
君
家
舎
君
須
愛　
　

是
れ
君
が
家
舎
を
ば
君
須
ら
く
愛
す
べ
し

　
　

何
事
論
恩
自
説
巧　
　

何な
に

事ご
と

ぞ
恩
を
論
じ
て
自
ら
功
を
説
く

　
　
　

心
重
答
身（（（（　
　
　

心
、
重
ね
て
身
に
答
ふ

　
　

因
我
疎
慵
休
罷
早　
　

我
れ
疎
慵
な
る
に
因
つ
て
休
罷
早
し

　
　

遣
君
安
楽
歳
時
多　
　

君
を
安
楽
な
ら
し
む
る
こ
と
歳
時
多
し



五
四

　
　

世
間
老
苦
人
何
限　
　

世
間
老
て
苦
し
む
人
何
ぞ
限
ら
む

　
　

不
放
君
閑
奈
我
何　
　

�

君
を
放ゆ

る

し
て
、
閑
な
ら
し
め
ざ
る
も
、
我

を
奈
何
せ
む

　

心
が
戯
れ
に
身
に
対
し
て
、「
お
前
が
安
楽
で
い
ら
れ
る
の
は
、
私

が
そ
う
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
、そ
の
恩
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
問
う
と
、

身
は
「
私
は
あ
な
た
の
宮
で
す
。
あ
な
た
は
宮
で
あ
る
私
の
中
に
い
る（

11
（

の
だ
か
ら
、
私
を
大
切
に
す
べ
き
だ
。
何
も
恩
を
着
せ
る
こ
と
は
あ
る

ま
い
」
と
反
論
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
心
は
、「
私
が
疎
慵
（
怠
惰
）

だ
っ
た
か
ら
、
早
く
に
閑
職
に
つ
い
て
お
前
を
安
楽
に
さ
せ
て
や
っ
て

い
る
の
だ
。
お
前
に
今
の
よ
う
な
閑
を
与
え
な
か
っ
た
な
ら
、
私
を
ど

う
す
る
つ
も
り
だ
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
だ
か
ら
今

の
安
楽
を
与
え
た
私
の
恩
を
知
れ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
記
の
「
風

雪
中
作
」
と
同
様
に
、
白
居
易
自
身
は
「
心
」
と
「
身
」
と
は
別
の
所

に
い
て
、
両
者
に
問
答
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、「
身
」
を
使
う
（
従

え
る
）
の
は
「
心
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
長
明
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
何
か
を
す
る
時
は
我

が
身
を
使
う
、
だ
か
ら
我
が
身
を
分
け
て
、
手
を
奴
と
し
、
足
を
乗
り

物
と
す
る
の
だ
と
、
我
が
身
を
長
明
自
身
が
直
接
使
う
こ
と
を
強
調
し

つ
つ
、
続
け
て
白
居
易
詩
を
典
拠
に
「
心
」
と
「
身
」
の
問
題
を
取
り

上
げ
て
い
る
。『
方
丈
記
』
の
こ
の
部
分
が
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
上

記
の
よ
う
に
、
異
な
る
背
景
を
持
つ
二
篇
の
詩
（
い
ざ
帰
田
し
、
自
ら

身
を
動
か
し
て
働
こ
う
と
す
る
時
と
、
自
ら
は
暖
か
い
夜
具
と
毛
氈
に

く
る
ま
っ
て
、「
心
」
と
「
身
」
に
問
答
を
さ
せ
て
い
る
時
）
の
詩
を

同
一
箇
所
に
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。「
身
」
を
使
う
の

が
長
明
の
「
心
」
な
の
か
、「
心
」
と
「
身
」
を
持
つ
主
体
と
し
て
の

長
明
自
身
な
の
か
明
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
当
該
部
分
の

前
文
（
上
掲
文
Ⅰ
）
で
は
、人
と
の
付
き
合
い
の
煩
わ
し
さ
、「
や
つ
こ
」

の
扱
い
に
く
さ
を
述
べ
、
Ⅱ
で
は
そ
れ
に
対
し
て
、「
お
の
が
身
」
を

使
う
こ
と
の
た
や
す
さ
、
心
や
す
さ
を
述
べ
て
、「
お
の
が
身
を
つ
か

ふ
」
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
言
う
。「
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、

す
な
は
ち
お
の
が
身
を
つ
か
ふ
」
と
い
う
一
文
は
、
手
足
を
動
か
す
の

が
長
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
や
す
め
」「
つ

か
ふ
」
対
象
は
「
手
の
奴
、
足
の
乗
物
」（
お
の
が
身
）
で
あ
り
、
そ

の
「
身
」
を
動
か
す
主
体
は
長
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
後
文
を

読
む
と
、

　
　

�　

い
か
に
い
は
む
や
、
つ
ね
に
あ
り
き
、
つ
ね
に
は
た
ら
く
は
、

養
性
な
る
べ
し
。
な
ん
ぞ
い
た
づ
ら
に
や
す
み
を
ら
ん
。
人
を
な

や
ま
す
、
罪
業
な
り
。
い
か
が
、
他
の
力
を
か
る
べ
き
。

と
あ
っ
て
、
前
文
同
様
、
や
は
り
わ
が
「
身
」
を
動
か
す
の
は
長
明
自

身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。白
居
易
の
場
合
は
、「
身
」を
使
う（
従
え
る
）



五
五

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

の
は
「
心
」
で
あ
っ
た
が
、
白
居
易
詩
を
下
敷
に
し
て
は
い
て
も
、
長

明
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
白
居
易
と
同
じ
で
は
な
い
。
長
明
に
お
け
る

「
心
」
と
「
身
」
と
の
関
係
は
、長
明
と
い
う
一
個
の
主
体
の
中
に
「
心
」

と
「
身
」
と
が
並
存
し
、
そ
の
「
心
」
は
「
身
」
を
よ
く
知
っ
て
い
る

の
で
、「
身
」
が
苦
し
い
時
は
休
め
る
し
、
元
気
な
時
は
使
う
。
し
か

し
結
局
「
身
」（
手
の
奴
、
足
の
乗
り
物
）
を
休
め
た
り
使
っ
た
り
す

る
の
は
、「
心
」
の
動
向
を
窺
い
つ
つ
「
身
」
を
処
す
長
明
自
身
な
の

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
略
本
系
で
は
広
本
系
の
「
身
心
（
心
身
）
の
苦

し
み
を
知
れ
れ
ば
」
に
該
当
す
る
部
分
が
無
い
た
め
、「
手
の
や
つ
こ
、

足
の
乗
も
の
」が「
苦
し
き
時
は
や
す
め
、勇
む
時

く
は
つ
か
ふ
」（
延

徳
本
）
と
な
っ
て
い
て
、
動
作
の
主
体
は
長
明
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
原

態
か
の
問
題
は
残
る
が
、
文
意
と
し
て
は
わ
か
り
や
す
い
形
に
な
っ
て

い
る
。
長
明
に
お
け
る
「
心
」
と
「
身
」
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
捉
え

る
と
、
こ
の
こ
と
は
『
方
丈
記
』
最
終
章
の
解
釈
に
関
わ
っ
て
く
る
。

以
上
考
察
し
て
き
た
長
明
に
お
け
る
「
心
」
と
「
身
」
の
関
係
を
も
と

に
、『
方
丈
記
』
末
文
を
解
釈
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
『
方
丈
記
』最
終
章
に
お
い
て
、今
ま
で
称
賛
し
て
き
た
閑
居
生
活
が
、

「
事
に
ふ
れ
て
執
心
な
か
れ
」
と
い
う
仏
の
教
え
に
背
く
も
の
で
は
な

い
か
と
い
う
自
省
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
我
が
身
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に

至
っ
た
の
は
、「
貧
賤
の
報
の
み
づ
か
ら
悩
ま
す
」
故
か
、「
は
た
ま
た

妄
心
の
至
り
て
狂
せ
る
」
た
め
か
と
心
に
問
い
か
け
た
が
、
そ
の
時
、

心
は
全
く
答
え
な
か
っ
た
。「
心
」
が
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、「
身
」

は
動
き
よ
う
が
（
動
か
し
よ
う
が
）
な
い
。
そ
こ
で
、
主
体
た
る
長
明

が
出
て
来
て
、手
や
足
の
よ
う
に
「
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
」、「
不

請
阿
弥
陀
仏
」
を
称
え
た
が
、
そ
れ
も
「
両
三
遍
」
で
止
め
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

中
前
正
志
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
京
都
女
子
大
学
所
蔵
「
元
亨
」

「
文
亀
二
年
」
本
奥
書
写
本
は
、
古
本
系
と
流
布
本
系
双
方
の
特
徴
を

持
っ
て
お
り
、
大
福
光
寺
本
の
「
不
請
阿
弥
陀
仏
」
が
「
不
時
に
阿
弥

陀
仏
両
三
反
申
て
止
ぬ
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う（

11
（

。
江
戸
中
期
に
下
る

写
本
で
あ
り
、
本
奥
書
の
「
元
亨
」
も
不
完
全
な
書
き
方
で
、
本
奥
書

と
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
末
文
の
「
心
」

と
「
身
」
の
関
係
を
上
記
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
沈
黙
し
て
し
ま

っ
た
心
に
対
す
る
対
応
と
し
て
、「
不
時
（
時
な
ら
ず
、
時
な
ら
ぬ
時

に
、
ま
た
は
、
時
外
れ
た（

11
（

）」
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
と
い
う
解
釈
が
生

ま
れ
る
素
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
不
請
」
に
つ
い
て
は
、大
福
光
寺
本
・

一
条
兼
良
本
の
「
不
請
」
に
あ
た
る
部
分
が
、
諸
本
で
「
不
請
（
ふ
し

や
う
）」、「
不
祥
（
ふ
し
や
う
）」、「
不
浄
（
ふ
し
や
う
）」、「
不
情
（
ふ

し
や
う
）」、「
不
惜
（
ふ
し
や
く
）」
と
い
う
よ
う
に
、
仮
名
で
表
記
し

た
時
に
同
様
も
し
く
は
類
似
し
た
表
記
に
な
る
本
が
多
い
こ
と（

11
（

、
音
も
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同
じ
様
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
最
古
の
伝
本
と
流
布
本
が
同
じ
「
不
請
」

で
あ
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
と
思
う
の
で
、「
不
時
」
に
つ
い
て
は
、

上
記
に
述
べ
た
よ
う
に
後
の
時
代
の
解
釈
が
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。

四
︑﹁
不
請
阿
弥
陀
仏
両
三
遍
と
な
へ
て
や
み
ぬ
﹂
の
解
釈

　

最
終
章
の
大
き
な
問
題
は
、「
不
請
阿
陀
仏
」
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
諸
本
で
の
表
記
が
以
下
の
よ
う
に
揺
れ
て
い
る（

11
（

。

　
　

不
請
阿
弥
陀
仏　
（
大
福
光
寺
本
）　

　
　

不
惜
の
あ
み
た
ふ
（
前
田
本
）����　
　

　
　

不
情
阿
弥
陀
仏　
（
山
田
本
・
伝
龍
山
公
筆
本
）

　
　

不
軽
阿
弥
陀
仏
（
三
条
西
家
本
）

　
　

不
浄
の
阿
弥
陀
仏
（
氏
孝
本
・
名
古
屋
図
書
館
本
）

　
　

不
祥
の
阿
弥
陀
仏
（
正
親
町
本
・
日
現
本
・
保
㝡
本
・
学
習
院
本
）

　
　

不
請
の
念
仏
（
兼
良
本
・
嵯
峨
本
等
流
布
本
系
諸
本
）

他
に
用
例
が
見
出
せ
な
い
語
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
が
問
題
に
さ
れ
て
き

た
。
諸
注
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
語
は
「
不
請
」「
不
惜
」

等
の
語
句
と
、「
阿
弥
陀
仏
（
あ
み
だ
ぶ
）」・「
念
仏
」
と
い
う
下
の
語

句
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、「
不
請
」
の
表
記
の
揺

れ
は
、
そ
の
意
味
を
は
か
り
か
ね
て
、
書
写
者
の
主
観
的
解
釈
が
入
り

こ
ん
だ
た
め
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
上
に

見
る
よ
う
に
、
表
記
は
様
々
で
あ
っ
て
も
、「
不
請
」
の
語
句
が
連
体

修
飾
語
と
し
て
下
の
「
阿
弥
陀
仏
」
に
懸
か
る
と
い
う
理
解
が
一
般
的

だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
流
布
本
系
統
が
、「
阿

弥
陀
仏
」
を
「
念
仏
」
と
し
て
い
る
の
は
、「
不
請
」
が
動
か
せ
な
い

の
で
あ
れ
ば
、「
阿
弥
陀
仏
」
よ
り
「
念
仏
」
の
方
が
分
か
り
易
い
と

い
う
判
断
が
入
っ
た
た
め
で
、
大
福
光
寺
本
の
「
不
請
阿
弥
陀
仏
」
を

受
け
継
い
だ
後
の
形
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

底
本
の
「
不
請
阿
弥
陀
仏
」
に
つ
い
て
は
、
瓜
生
等
勝
氏
に
よ
り
以

下
の
よ
う
な
諸
説
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

１�

他
よ
り
請
は
れ
ざ
る
に
、
自
ら
す
す
み
て
な
す
念
仏
。

　

�「
請
」
は
、「
請
（
乞
）
う
」
の
意
味
。「
請
う
」
の
は
他
者
。

２�

こ
ち
ら
か
ら
請
い
願
わ
ず
と
も
救
っ
て
下
さ
る
仏
へ
の
念
仏
。

　

��「
不
請
友
」（
維
摩
経
）、「
不
請
之
法
」（
勝
蔓
経
）、「
不
請
之
友
」（
観

無
量
寿
経
）
の
よ
う
に
、「
不
請
」
を
連
体
修
飾
語
と
し
て
と
ら

え
、「
請
」
は
「
請
い
求
め
る
」
の
意
味
。
衆
生
の
方
か
ら
仏
に

対
し
て
「
請
わ
ず
」
と
も
、
仏
の
方
か
ら
救
っ
て
下
さ
る
意
で
、

「
仏
の
慈
悲
の
働
き
」
が
入
る
。「
請
う
」
の
は
衆
生
。

３��

仏
に
対
し
て
何
の
願
う
と
こ
ろ
も
な
い
、
心
に
請
い
求
め
る
こ



五
七

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

と
の
な
い
念
仏
。

　
��「

請
（
乞
）
う
」
の
意
だ
が
、
２
と
異
な
る
の
は
、「
仏
の
慈
悲

の
働
き
」
が
な
い
点
。「
請
い
求
め
な
い
」
の
は
念
仏
者
。

４��

己
が
心
に
さ
ほ
ど
請
い
望
ま
ず
、
只
口
ず
さ
み
に
念
仏
す
る
こ

と
。
俗
語
で
あ
る「
不
請
不
請
」（
不
精
不
精
）の
意
。「
不
請
の
気
」

（
玉
葉
・
十
訓
抄
）。「
請
（
受
）
け
ず
」（
承
知
し
な
い
）
の
意
。

５��

迷
い
の
心
を
離
れ
ず
に
唱
え
る
の
で
、
仏
に
請
け
て
も
ら
え
な

い
と
思
わ
れ
る
念
仏
。

　

��「
請
（
受
）
け
る
」
の
意
味
。「
請
け
る
」
の
は
仏
。

６��

法
会
な
ど
で
仏
の
現
前
を
祈
る
の
が
奉
請
、
儀
を
整
え
な
い
の

が
不
請
、
す
な
わ
ち
儀
を
整
え
な
い
念
仏

　

��「〈
香
偈
・
三
宝
礼
・
三
奉
請
・
四
奉
請
・
念
仏
・
送
仏
偈
〉
と

い
う
よ
う
な
手
続
き
を
す
る
の
も
も
ど
か
し
く
な
っ
て
、
と
る

も
の
も
と
り
あ
え
ず
唱
え
る
念
仏
」
の
意
。

７
「
奉
請
」
を
「
不
請
」
と
書
き
誤
っ
た
も
の
。

信
仰
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
１
、２
は
肯
定
的
な
意
味
合
い
、
３

～
７
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
否
定
的
な
意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
諸
説
の
詳
細
は
瓜
生
氏
の
論
に
お
譲
り
す
る
が
、
こ
の
中
で
最

も
妥
当
な
解
釈
は
２
で
あ
ろ
う
と
思
う
。２
説
を
と
る
山
田
昭
全
氏
は
、

仏
典
と
国
文
両
方
の
多
く
の
用
例
を
あ
げ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
説
得

力
に
富
む
。
氏
は
、
①
仏
典
中
の
「
請
」
は
「
乞
う
」「
求
め
る
」
意

で
あ
り
、「
受
け
る
」
の
意
味
は
な
い
。
従
っ
て
「
受
け
ず
（
承
知
し

な
い
）」
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
な
い
、
②
「
不
請
」
が
連
体
修
飾

語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
受
け
る
体
言
が
凡
夫
に
と
っ

て
「
友
」「
師
」
な
ど
価
値
あ
る
も
の
と
な
る
、
の
二
点
を
仏
典
・
国

文
両
方
の
用
例
か
ら
指
摘
し
て
、『
方
丈
記
』
の
「
不
請
」
は
、
上
記

二
点
に
適
合
す
る
と
し
た
。「
不
請
」
が
連
体
修
飾
語
で
あ
る
こ
と
は
、

仏
典
中
に「
不
請
友
」「
不
請
之
友
」の
両
表
記
が
あ
る
こ
と
、『
方
丈
記
』

の
伝
本
の
中
で
も
「
世
中
」・「
世
の
中
」、「
世
人
」・「
ヨ
ノ
人
」・「
世

の
人
」、「
濁
悪
世
」・「
濁
悪
の
世
」
の
表
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
か
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

既
述
の
よ
う
に
、『
方
丈
記
』
末
尾
に
お
い
て
、「
心
」
が
全
く
が
答

え
な
い
の
で
、
念
仏
（
不
請
阿
弥
陀
仏
）
を
称
え
る
た
め
に
、
長
明
は

「
か
た
は
ら
」
に
「
舌
根
」
を
雇
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
か

た
は
ら
」と
い
う
語
句
は
、正
面
で
は
な
く「
わ
き
」の
意
味
で
あ
り
、「
か

た
は
ら
に
置
く
」
の
語
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
問
題
の
本
質
か
ら
外

す
、
あ
る
い
は
外
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
単
に
「
舌
根
を
や

と
ひ
て
」
と
言
わ
ず
、「
か
た
は
ら
に
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
た
こ
と
に
は
、

意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
正
面
か
ら
物
事
に
取
り
組
む

姿
勢
で
は
な
い（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
「
か
た
は
ら
に
」
の
語
感
か
ら
、「
不
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請
阿
弥
陀
仏
」
の
「
不
請
」
に
「
不
承
不
承
」
の
よ
う
な
否
定
的
な
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
中
前
氏
が
紹
介
さ
れ
た
江
戸
中

期
に
下
る
と
さ
れ
る
写
本
に
お
い
て
も
、（
心
が
全
く
答
え
な
い
か
ら
、

「
身
」
は
「
心
」
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
）「
か
た
は
ら
に
舌

根
を
や
と
ひ
て
」「
時
な
ら
ぬ
時
」
に
念
仏
し
た
と
い
う
解
釈
も
生
ず

る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
瓜
生
氏
の
上
げ
る
６
の
解
釈
も
、
同
様
で
あ

ろ
う
。
舌
根
に
つ
い
て
も
、
念
仏
を
称
え
る
た
め
に
必
要
な
器
官
で
は

あ
る
が
、
口
業
（
妄
語
・
両
舌
・
綺
語
・
悪
口
）
を
免
れ
な
い
も
の
で

あ
り
、や
は
り
否
定
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
語
句
と
考
え
ら
れ
る
。「
六

根
清
浄
」
を
称
え
な
け
れ
ば
、
清
ら
か
に
は
な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
に
は
、
舌
根
に
頼
る
し
か

な
い
。
そ
の
よ
う
な
舌
根
を
と
り
あ
え
ず
雇
い
、
こ
ち
ら
か
ら
請
い
願

わ
ず
と
も
救
っ
て
下
さ
る
仏
へ
の
念
仏
（
不
請
阿
弥
陀
仏
）
を
称
え
て

み
た
が
、
そ
れ
も
二
、三
遍
称
え
て
止
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
行
為
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

長
明
は
「
念
仏
物
う
く
、
読
経
ま
め
な
ら
ぬ
時
は
、
み
づ
か
ら
や
す

み
、み
づ
か
ら
を
こ
た
る
」
と
『
方
丈
記
』
の
中
で
述
べ
て
い
る（

1（
（

が
、「
念

仏
も
の
憂
し
」
と
思
っ
た
時
の
念
仏
に
つ
い
て
、源
信
は
『
横
川
法
語
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

11
（

。

　
　

�

念
仏
も
の
憂
け
れ
ど
も
、
唱
れ
ば
さ
だ
め
て
来
迎
に
あ
づ
か
る
功

徳
莫
大
な
り
。
比
ゆ
ゑ
に
本
願
に
あ
ふ
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
。

又
、
妄
念
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
地
体
な
り
。
妄
念
の
外
に
別
の
心

も
な
き
な
り
。
臨
終
の
時
ま
で
は
、
一
向
に
妄
念
の
凡
夫
に
て
あ

る
べ
き
と
こ
こ
ろ
え
て
念
仏
す
れ
ば
、
来
迎
に
あ
づ
か
り
て
蓮
台

に
の
る
と
き
こ
そ
、
妄
念
を
ひ
る
が
へ
し
て
さ
と
り
の
心
と
は
な

れ
。
妄
念
の
う
ち
よ
り
申
し
い
だ
し
た
る
念
仏
は
、
濁
に
し
ま
ぬ

蓮
の
ご
と
く
に
し
て
決
定
往
生
う
た
が
ひ
有
べ
か
ら
ず
。（
日
本

古
典
文
学
大
系
『
仮
名
法
語
集
』）

ま
た
、
法
然
の
念
仏
の
称
え
方
に
つ
い
て
、『
徒
然
草
』
三
九
段
は
次

の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　

�　

或
人
、
法
然
上
人
に
、「
念
仏
の
時
、
睡
り
に
お
か
さ
れ
て
行

を
怠
り
侍
る
事
、
い
か
が
し
て
、
此
障
り
を
や
め
侍
ら
ん
」
と
申

し
け
れ
ば
、「
目
の
さ
め
た
ら
む
ほ
ど
、
念
仏
し
た
ま
へ
」
と
答

へ
ら
れ
た
り
け
る
、
い
と
尊
か
り
け
り
。
…
又
、「
疑
ひ
な
が
ら

も
念
仏
す
れ
ば
、
往
生
す
」
と
も
言
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
又
尊
し

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）。

ど
の
よ
う
な
念
仏
で
あ
っ
て
も
、
称
え
れ
ば
尊
い
の
で
あ
り
、
来
迎
に

与
る
功
徳
は
莫
大
だ
、と
い
う
。
一
方
で
『
発
心
集
』
の
登
場
人
物
は
、

以
下
の
よ
う
に
一
心
に
念
仏
を
称
え
る（

11
（

。

　

�（
玄
賓
僧
都
は
）
年
来
、
此
渡
守
に
て
侍
り
し
を
、
さ
や
う
の
下



五
九

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

臈
と
も
な
く
、常
に
心
を
す
ま
し
て
、念
仏
を
の
み
申
て
、…
」（
巻

一
第
一
話
）

　

�（
伊
予
僧
都
の
童
子
は
）
か
く
て
猿
沢
の
池
の
か
た
は
ら
に
、
一

間
な
る
庵
り
結
て
、い
と
ゞ
他
念
な
く
念
仏
し
て
居
た
り
け
れ
ば
、

本
意
の
如
く
、
臨
終
正
念
に
て
、
西
に
向
て
掌
を
合
て
を
は
り
に

け
り
（
発
心
集
巻
三
第
二
話
）。

　

途
中
で
止
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
最
後
ま
で
念
仏
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
自
己
の
現
状

を
、
前
世
で
の
行
い
の
故
に
貧
賤
の
報
を
受
け
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
現
世
で
の
迷
妄
の
心
極
ま
っ
て
狂
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
ま
で
つ
き

つ
め
つ
つ
、
猶
も
心
の
ど
こ
か
で
「
草
庵
を
愛
す
る
こ
と
」、「
閑
寂
に

著
す
る
こ
と
」
の
否
定
に
ま
で
い
た
ら
ぬ
、
自
己
の
不
徹
底
さ
を
自
覚

し
、
仏
者
（
桑
門
の
蓮
胤
）
と
し
て
、
自
分
に
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に

与
る
念
仏
（
不
請
阿
弥
陀
仏
）
を
称
え
る
資
格
が
な
い
と
い
う
自
覚
・

自
省
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
心
」が
長
明
の
問
に
全
く
答
え
な
い
、

と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
結
局
長
明
は
、
山
中
の
閑
居
生

活
を
完
全
に
否
定
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
、
筆
を
擱
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。

五
︑﹃
発
心
集
﹄
の
編
纂

　
『
方
丈
記
』
最
末
尾
で
、
猶
も
否
定
し
き
れ
な
か
っ
た
閑
居
の
気
味

と
は
、
長
明
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。『
方
丈
記
』
に
記
さ
れ
る
山
中
閑
居
生
活
は
、
四
季
折
々
の
山
中

の
景
気
を
愛
で
、
一
人
調
べ
、
一
人
詠
ず
る
生
活
で
あ
り
、
時
に
は
麓

の
幼
童
を
伴
っ
て
由
緒
あ
る
諸
所
を
尋
ね
る
生
活
で
も
あ
っ
た
。
一
方

で
は
「
桑
門
の
蓮
胤
」
と
し
て
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
の
中
に
無
常
を

観
ず
る
修
行
の
生
活
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
丈
の
庵
で
の
生
活
を

長
明
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
流

布
本
『
発
心
集
』
巻
六
に
見
ら
れ
る
数
奇
説
話
・
山
林
曠
野
修
行
説
話

が
注
目
さ
れ
る
。

　

流
布
本
『
発
心
集
』
の
各
説
話
に
付
さ
れ
る
冒
頭
語
に
は
、⑴
「
昔
、

玄
敏
僧
都
と
云
人
有
け
り
」（
巻
一
第
一
話
）、「
中
比
、
山
に
平
等
供

奉
と
云
て
」（
同
第
三
話
）
の
よ
う
に
時
代
提
示
語
か
ら
始
ま
る
場
合
、

⑵
「
伊
賀
国
に
、
或
郡
司
の
も
と
に
」（
同
第
二
話
）、「
小
田
原
と
云

寺
に
」（
同
第
七
話
）
の
よ
う
に
場
所
の
提
示
か
ら
始
ま
る
場
合
、
⑶

「
永
観
律
師
と
云
人
あ
り
け
り
」（
巻
二
第
二
話
）、「
参
河
の
聖
と
云
は
、

大
江
定
基
と
云
博
士
是
也
」（
同
第
四
話
）
と
い
う
よ
う
に
人
物
紹
介

か
ら
語
り
出
す
場
合
の
三
類
型
が
あ
り
、『
発
心
集
』
を
編
纂
す
る
に



六
〇

あ
た
っ
て
、
長
明
は
先
ず
⑴
時
代
提
示
語
を
冒
頭
に
持
つ
同
一
主
題
の

説
話
を
時
代
順
に
配
列
し
て
い
き
、
次
に
説
話
内
容
を
関
連
さ
せ
つ
つ

⑵
場
所
の
提
示
か
ら
始
ま
る
説
話
を
⑴
の
前
後
に
配
し
、
さ
ら
に
⑶
人

物
紹
介
か
ら
語
り
出
す
説
話
を
⑴
・
⑵
の
説
話
に
接
続
し
て
行
く
と
い

う
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（

11
（

。
こ
の
方
法
で

配
列
さ
れ
た
流
布
本
巻
六
ま
で
の
説
話
内
容
を
辿
っ
て
い
く
と
、
主
題

ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
概
略
以
下
の
よ
う
な
説
話
群
を
抽
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

序

　

Ⅰ　

遁
世
修
行
の
諸
相
（
遁
世
逐
電
・
隠
徳
・
籠
居
・
断
執
・
偽
悪
）

　

Ⅱ　

�

往
生
の
諸
相
（
文
人
往
生
・
往
生
予
知
・
往
生
失
敗
・
往
生
と

師
弟
・
一
声
往
生
）

　

Ⅲ　

往
生
の
行
業
（
発
願
・
身
燈
・
入
海
・
入
水
・
山
中
独
覚
）

　

Ⅳ　

�

法
華
経
功
徳
霊
験
（
読
誦
功
徳
・
読
誦
仙
人
・
病
者
救
済
・
魔

縁
撃
退
）

　

Ⅴ　

様
々
な
発
心
の
機
縁
（
男
女
・
母
子
・
夫
婦
間
の
恩
愛
）

　

Ⅵ　

恩
（
（
）（
傅
育
恩
・
師
恩
・
主
恩
）

　

Ⅶ　

恩
（
（
）（
継
母
継
子
・
養
母
養
女
・
父
と
娘
・
童
と
師
僧
）

　

Ⅷ　

数
奇
と
往
生
、
山
中
曠
野
の
閑
居
修
行

　

跋
文
風
評
論

こ
れ
を
見
る
と
、
数
寄
説
話
と
山
中
曠
野
の
閑
居
修
行
説
話
は
、『
発

心
集
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
か
ら
構
想
の
中
に
入
れ
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
方
丈
の
庵
に
折
り
琴
・
継
ぎ
琵
琶
を
伴
い
、
一

人
調
べ
て
い
た
長
明
は
、
笛
を
吹
く
以
外
の
こ
と
は
全
く
眼
中
に
な
い

永
秀
法
師
に
つ
い
て
「
か
や
う
な
ら
ん
心
は
、
何
に
つ
け
て
か
は
深
き

罪
も
侍
ら
ん
」（
巻
六
・７
）
と
言
い
、
笛
を
合
奏
し
て
い
て
夢
中
に
な

り
、
帝
の
お
召
し
も
無
視
し
た
時
光
・
茂
光
に
つ
い
て
も
、「
此
世
の

事
思
す
て
む
事
も
、
数
奇
は
こ
と
に
た
よ
り
と
な
り
ぬ
べ
し
」（
巻
六
・

８
）
と
、
数
奇
を
修
行
生
活
と
結
び
付
け
て
、
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。

ま
た
山
中
の
庵
で
一
人
和
歌
を
詠
じ
て
い
た
長
明
は
、
三
時
の
勤
め
に

そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
相
応
し
い
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
行
と
し
て
い
た
宝
日

上
人
や
、
琵
琶
を
弾
じ
て
仏
に
廻
向
し
て
い
た
大
弐
資
通
の
行
に
つ
い

て
も
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

�　

況
や
和
歌
は
能よ

く

こ
と
は
り
を
き
は
む
る
道
な
れ
ば
、
是
に
よ
せ
て

心
を
す
ま
し
、
世
の
常
な
き
を
観
ぜ
ん
わ
ざ
ど
も
、
便
あ
り
ぬ
べ
し

（
巻
六
・
９
）。

�　

つ
と
め
は
、
功
と
志
と
に
よ
る
業
な
れ
ば
、
必
ず
し
も
是
を
あ
だ

な
り
と
思
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
中
に
も
、
数
奇
と
云
は
、
人
の
交
り

を
こ
の
ま
ず
、
身
の
し
づ
め
る
を
も
愁
へ
ず
、
花
の
さ
き
ち
る
を
哀

れ
み
、
月
の
出
入
を
思
に
つ
け
て
、
常
に
心
を
す
ま
し
て
、
世
の
濁



六
一

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

り
に
し
ま
ぬ
を
事
と
す
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
生
滅
の
こ
と
わ
り
も
顕

れ
、
名
利
の
余
執
つ
き
ぬ
べ
し
。
こ
れ
、
出
離
解
脱
の
門
出
に
侍
る

べ
し
（
同
）。

数
奇
は
心
を
澄
ま
す
手
段
で
あ
り
、「
出
離
解
脱
の
門
出
」
で
あ
る
と

言
う
。
さ
ら
に
山
中
・
曠
野
に
人
知
れ
ず
庵
を
結
び
、
四
季
折
々
の
景

色
の
中
で
修
行
生
活
を
送
る
修
行
者
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

�　

人
に
知
ら
れ
ざ
ら
ん
所
に
す
ま
ん
心
ざ
し
深
く
て
、
い
づ
ち
と
も

な
く
徘さ

す
ら
ひ徊

あ
り
き
侍
し
程
に
、
さ
る
べ
き
に
や
あ
り
け
ん
、
此
花
の

色
々
を
よ
す
が
に
て
、
野
中
に
と
ま
り
住
て
、
を
の
づ
か
ら
多
の
年

を
送
り
、
も
と
よ
り
秋
の
草
を
心
に
そ
め
侍
し
身
な
れ
ば
、
花
な
き

時
は
、
そ
の
跡
を
し
の
び
、
此
比
は
、
色
に
心
を
な
ぐ
さ
め
つ
つ
、

愁
し
き
事
侍
ら
ず
と
云
。
…
大
方
は
、
此
花
の
中
に
て
烟け

ぶ
り

立
ん
事
も

本
意
な
ら
ぬ
や
う
に
覚
へ
て
、
常
に
は
、
朝
夕
の
さ
ま
に
は
あ
ら
ず

と
ぞ
語
り
け
る
。
い
か
に
心
す
み
け
る
ぞ
。
う
ら
や
ま
し
く
な
む（
巻

六
・
（（
）。

�　

花
の
ち
り
、
葉
の
色
づ
く
を
見
て
、
春
秋
の
経
ぬ
る
事
を
か
ぞ
ふ

れ
ば
、
四
十
余
年
に
な
ん
成
ぬ
る
。
住ス

ミ

初ソ
メ

侍
し
比
は
、
嵐
も
は
げ
し

く
、
は
か
な
き
鳥
獣
の
は
げ
し
き
迄
も
け
う
と
き
心
地
し
て
、
こ
と

ご
と
堪た

へ
し
の
ぶ忍

べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
か
ど
、
今
は
住
な
れ
て
、
た
ま
さ
か

に
立
出
た
る
時
も
、
爰
を
栖
と
い
そ
ぎ
帰
ま
う
で
く
れ
ば
、
さ
る
べ

か
り
け
る
事
と
哀
に
侍
る
也
。（
巻
六
・
（（
）。

巻
六
第
十
二
話
で
、
武
蔵
野
の
花
の
中
の
庵
に
住
む
修
行
僧
を
「
い
か

に
心
す
み
け
る
ぞ
。
う
ら
や
ま
し
く
な
ん
」
と
述
べ
、
草
庵
生
活
を
肯

定
し
て
い
る
。ま
た
住
み
初
め
た
頃
は
堪
え
忍
べ
そ
う
に
な
か
っ
た
が
、

住
み
馴
れ
て
み
る
と
た
ま
に
出
か
け
る
時
も
こ
こ
を
栖
と
急
ぎ
帰
っ
て

く
る
と
い
う
巻
六
第
十
三
話
の
尼
の
言
葉
は
、『
方
丈
記
』
の
一
節
を

彷
彿
と
さ
せ
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
山
中
閑
居
生
活
を
完
全
に
肯
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
草
庵
を
愛
す
る
」
こ
と
も
、「
閑
寂
に
著
す
る
」
こ
と
も
仏
の
戒
め

た
執
着
な
の
か
と
い
う
、『
方
丈
記
』
最
終
章
の
問
に
、
一
つ
の
解
決

を
示
し
た
も
の
が
、
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
数
奇
」
と
「
人
知
れ
ぬ

閑
居
」
の
説
話
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
武
蔵
野
の
花
の
中
に

住
む
僧
侶
の
生
活
を
、「
い
か
に
心
澄
み
け
ん
。
う
ら
や
ま
し
く
こ
そ
」

と
、
思
わ
ず
吐
露
し
て
し
ま
っ
た
長
明
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。

　

執
着
を
断
ち
切
っ
た
修
行
者
た
ち
、
再
出
発
を
す
る
聖
た
ち
の
話
か

ら
始
ま
っ
た（

11
（

『
発
心
集
』
の
編
纂
作
業
は
、
巻
六
末
で
数
奇
と
閑
居
生

活
を
肯
定
し
て
一
旦
は
終
わ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。『
方
丈
記
』
最
終

章
で
の
長
明
の
思
索
は
、『
発
心
集
』
の
編
纂
へ
と
向
か
っ
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



六
二

　
『
発
心
集
』
の
編
纂
作
業
を
終
え
た
時
、
長
明
は
一
つ
の
結
論
に
達

し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
長
明
が
そ
の
結
論
に
心
か
ら
納
得
し
て
い
た
か

ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
説
話
末
の
評
論
部
分
で
、「
つ
と
め

は
功
と
志
に
よ
る
業
」（
巻
六
第
九
話
）、「
け
が
ら
は
し
く
あ
だ
な
る

身
を
山
林
の
間
に
や
ど
し
、
命
を
仏
に
ま
か
せ
奉
り
て
、
清
浄
不
退
の

身
を
得
ん
こ
と
は
、
げ
に
、
心
が
ら
に
よ
る
べ
き
行
ひ
な
り
」（
巻
六

第
十
三
話
）
と
記
し
て
い
る
。「
数
奇
は
出
離
解
脱
の
門
出
」
と
閑
居

生
活
を
肯
定
し
な
が
ら
、
一
方
で
そ
れ
を
実
行
す
る
に
は
、「
志
」
と

「
心
が
ら
」（
心
持
ち
）（

11
（

が
重
要
だ
と
い
う
。
最
終
的
に
は
個
人
の
心
の

あ
り
方
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。『
発
心
集
』
の
編
纂
に
一
応
の
区
切

り
を
付
け
た
時
、
長
明
の
「
心
が
ら
」
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
発
心
集
』
の
編
纂
作
業
を
終
え
て
ま
も
な
く
、
長
明
は
歿
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。�
（
了
）

注（
１
）�『
方
丈
記
』全
体
の
構
成
を
考
え
る
場
合
、い
く
つ
か
の
分
け
方
が
あ
る

が
、一
般
的
な
五
分
割
に
従
っ
た
。

（
２
）�序
章
に
お
い
て
、典
拠
と
さ
れ
る
仏
典
に
見
ら
れ
る
「
人
の
命
の
無
常
」

に
加
え
、「
栖
」の
無
常
を
付
加
す
る
こ
と
が
長
明
独
自
の
創
意
で
あ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「『
方
丈
記
』の
序
章
に
つ
い
て
―
『
文
選
』

「
歎
逝
賦
」注
文
と
の
関
係
か
ら
―
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
（
文
学

研
究
篇
）（0
号　

二
〇
一
四
年
）参
照
。

（
３
）�今
成
元
昭
「『
方
丈
記
』の
世
界
」（『
方
丈
記
』と
仏
教
思
想　

付
『
更
級

日
記
』と
『
法
華
経
』　

笠
間
書
院　

二
○
一
七
年
）

（
４
）�手
崎
政
男
「
方
丈
記
「
不
請
（
の
）阿
弥
陀
仏
」臆
断
―
方
丈
記
方
法
論

序
説
―
」（
国
語
と
国
文
学　

昭
和
六
三
年
九
月
号
）。

（
５
）�『
方
丈
記
』の
引
用
は
、大
福
光
寺
本
に
よ
り
、本
文
の
片
仮
名
を
平
仮
名

に
改
め
、私
に
濁
点
、句
読
点
を
付
し
た
。一
部
私
に
表
記
を
改
め
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。

（
６
）�「
馬
く
ら
牛
車
と
心
を
な
や
ま
す
に
は
し
か
ず
」に
つ
い
て
は
、「
…
し
か

ず
」と
い
う
語
句
の
用
法
か
ら
「
心
を
な
や
ま
す
に
は
」で
は
、「
心
を
悩

ま
す
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
」の
意
に
な
り
、文
意
が
通
ら
な
い
。「
ナ
ヤ

マ
ヌ
」の
誤
写
（
新
大
系
）、文
章
に
何
ら
か
の
誤
り
が
あ
る
と
し
て
、こ

の
部
分
は
「
心
を
悩
ま
す
（
苦
し
み
）に
は
及
ば
な
い
」の
意
で
、（
苦
し

み
）を
補
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
（
草
部
了
円
氏

前
掲
書
、ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
『
方
丈
記
』な
ど
）。片
仮
名
表
記
「
ス
」

「
ヌ
」間
の
誤
写
説
は
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、用
例
が
他
に
見
い
だ
せ
な

い
点
に
難
が
あ
る
。後
者
説
を
と
る
。

（
７
）�青
木
怜
子
編
『
広
本
略
本　

方
丈
記
総
索
引
』（
武
蔵
野
書
院
・
昭
和�

四
〇
年
）

（
８
）�⑴
の
解
釈
に
は
、川
瀬
一
馬
・
講
談
社
文
庫
・
昭
和
四
六
年
、神
田
秀
夫
・

日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
・
昭
和
四
六
年
、簗
瀬
一
雄
『
方
丈
記
全
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三

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

註
釈
』角
川
書
店
・
昭
和
四
六
年
、三
木
紀
人
『
方
丈
記
・
発
心
集
』新
潮

日
本
古
典
集
成
・
昭
和
五
一
年
、浅
見
和
彦
『
方
丈
記
』筑
摩
文
庫
・
二

○
一
二
年
）な
ど
が
あ
る
。三
木
氏
は
本
文
で
は
「
身
、心
の
」と
し
て
い

る
が
、注
釈
で
は
⑵
、⑶
の
説
も
紹
介
し
て
い
る
。ま
た
浅
見
氏
も
本
文
・

現
代
語
訳
で
「
身
、心
の
」と
し
、『
白
氏
文
集
』巻
三
十
の
「
風
雪
中
作
」

の
一
節
を
引
く
。

　
　

⑵
は
、前
田
本
の
よ
う
な
形
の
誤
り
と
見
る
。⑵
の
解
釈
を
と
る
注
釈
書

は
多
い
の
で
、一
部
を
あ
げ
る
。西
尾
実
・
日
本
古
典
文
学
大
系
・
昭
和

三
二
年
、土
田
知
雄
『
新
注
方
丈
記
全
釈
』・
昭
和
三
七
年
・
武
蔵
野
書
院
、

草
部
了
円『
方
丈
記
諸
本
の
本
文
校
訂
に
関
す
る
研
究
』・
昭
和
四
一
年
・

初
音
書
房
、安
良
岡
康
作
『
方
丈
記　

全
訳
注
』（
角
川
文
庫　

昭
和
五

五
年
）な
ど
。な
お
、安
良
岡
氏
も
注
釈
の
中
で
「
風
雪
中
作
」の
一
節
を

あ
げ
る
。

　
　

⑶
の
解
釈
は
、青
木
仱
子
編
『
広
本
・
略
本　

方
丈
記
総
索
引
』（
武
蔵
野

書
院　

昭
和
四
○
年
）、細
野
哲
雄
・
日
本
古
典
全
書
（
朝
日
新
聞
社　

昭
和
四
五
年
）、佐
竹
昭
広
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店　

一

九
八
九
）、市
古
貞
次
・
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫　

一
九
九
一
な
ど
。

（
９
）�簗
瀬
一
雄
『
方
丈
記
解
釈
大
成
』（
大
修
館
書
店　

昭
和
四
七
年
）。氏
は

細
野
説
を
と
ら
な
い
、と
す
る
。

（
（0
）�身
心
に
香
油
を
塗
り
、身
心
の
塵
穢
を
澡
浴
す
る
は
、内
外
と
も
に
き
よ

き
な
り
（『
正
法
眼
蔵
』別
輯　

第
五
洗
面
・
岩
波
文
庫
）

（
（（
）�管
見
で
は
、『
正
法
眼
蔵
』（
岩
波
文
庫
版
）で
、一
六
二
例
見
る
こ
と
が
で

き
た
。

（
（（
）�『
栄
花
物
語
』巻
十
八
・
た
ま
の
う
て
な
「
そ
の
仏
の
住
所
を
（
ば
）、常

寂
光
と
名
付
く
。…
浄
波
羅
蜜
の
有
相
を
滅
す
る
所
、六
波
羅
蜜
の
身
心

相
に
住
せ
る
所
…
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
栄
花
物
語
』
）

（
（（
）�本
文
引
用
は�『
日
本
霊
異
記
』・『
三
宝
絵
』・『
今
昔
物
語
集�

三
』（
新
日

本
古
典
文
学
大
系
）、『
本
朝
法
華
験
記
』（
日
本
思
想
体
系　

岩
波
書
店
）

に
よ
る
。

（
（（
）�西
尾
実
・
神
田
秀
夫
両
氏
の
解
釈
に
よ
る
。

（
（（
）�安
良
岡
康
作
氏
は
、⑴
の
解
釈
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る

　
　
　

上
に
は
、「
お
の
が
身・

を
使
ふ
」と
言
っ
て
、そ
の
結
果
を
「
た
ゆ
か
ら

ず
し
も
あ
ら
ね
ど
」と
述
べ
、「
歩
く
べ
き
事
あ
れ
ば
、自
ら
歩
む
」と
記

し
て
、そ
の
結
果
を
「
苦
し
と
い
へ
ど
も
」と
叙
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、「
身
」に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。そ
れ
な
の
に
、底
本
（
大
福
光
寺
本
＝
筆
者
注
）の
よ
う
に
、「
身
、心

の
苦
し
み
を
し
れ
れ
ば
、苦
し
む
時
は
や
す
め
つ
、ま
め
な
れ
ば
使
ふ
」

で
は
、「
苦
し
み
」が
「
心
」の
そ
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、上
の
「
苦
し

と
い
へ
ど
も
」と
矛
盾
し
て
く
る
し
、「
ま
め
な
れ
ば
使
ふ
」の
「
使
ふ
」

が
「
心
」を
使
う
意
味
と
な
っ
て
、上
の
「
己
が
身
を
使
ふ
」と
や
は
り

矛
盾
し
て
く
る
。

（
（（
）�金
子
彦
二
郎
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
―
道
真
の
文
学
研
究
篇
第

一
冊
―
』「
第
六
章　

方
丈
記
と
中
国
文
学
と
の
関
係
―
主
と
し
て
白
楽

天
詩
文
と
の
関
係
に
就
い
て
―
」（
藝
林
舎　

昭
和
五
二
年
）。

（
（（
）�浅
見
氏
前
掲
書
。な
お
、浅
見
氏
は
⑴
「
身
、心
の
」と
読
む
見
解
を
と
ら
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四

れ
て
い
る
。既
述
の
よ
う
に
、安
良
岡
康
作
氏
も
、前
掲
書
の
「
身
心
の

く
る
し
み
を
し
れ
れ
ば
」部
分
の
解
釈
に
当
た
っ
て
、金
子
氏
が
上
げ
ら

れ
て
い
る
「
風
雪
中
作
」の
一
節
を
「
注
目
さ
れ
る
」と
し
て
掲
出
さ
れ

て
い
る
。以
下
、『
白
氏
文
集
』の
詩
番
号
及
び
制
作
年
代
は
、花
房
英
樹

『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』に
載
せ
る
「
総
合
作
品
表
」に
よ
っ
た
。

（
（（
）�「
兼
済
」「
独
善
」は
、「
孟
軻
亦
以お

も
へ為

ら
く
、達
す
れ
ば
則
ち
兼
ね
て
天
下

を
済
ひ
、窮
す
れ
ば
則
ち
独
り
其
の
身
を
善
く
す
」（
風
俗
通
・
十
反
）に

よ
る
。

（
（（
）�以
下
白
居
易
詩
の
引
用
は
、那
波
本
（
平
岡
武
夫
・
今
井
清
編
『
白
氏
文

集
歌
詩
索
引　

下
冊
』及
び
『
四
部
叢
刊
』所
収
本
）に
よ
り
、一
部
金
沢

文
庫
本
『
白
氏
文
集
』（
川
瀬
一
馬
監
修　

勉
誠
社
刊　

昭
和
五
九
年
）

に
よ
っ
て
改
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
後
に
＊
を
付
し
て
注
記
し
た
）。

訓
読
文
は
、和
刻
本
漢
詩
集
成
九　

唐
詩
『
白
氏
長
慶
集
（
上
）』（
及
古

書
院　

昭
和
四
九
年
）及
び
金
沢
文
庫
本
の
訓
点
を
参
考
に
作
成
し
た
。

（
（0
）�吉
川
忠
夫「
白
居
易
に
お
け
る
仕
と
隠
」（『
白
居
易
研
究
講
座
第
一
巻
』
）

勉
誠
社　

平
成
五
年
）、菅
野
禮
行
「「
慵
」と
「
拙
」―
白
居
易
と
道
真

と
の
思
想
的
相
違
―
」（『
平
安
初
期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の
比
較
文
学

的
研
究
』　

大
修
館
刊　

昭
和
六
三
年
）。

（
（（
）�以
下
は
、横
山
裕
男
『
白
楽
天
』（
人
物
往
来
社　

昭
和
四
二
年
）、太
田
次

男
『
風
諭
詩
人　

白
楽
天
』（
中
国
の
詩
人
（0　

集
英
社　

昭
和
五
八
年
）、

花
房
英
樹
『
白
楽
天
』（
人
と
思
想
（（　

清
水
書
院　

一
九
九
○
年
）を

参
照
し
た
。歴
任
し
た
官
の
う
ち
、太
子
賛
善
大
夫
・
太
子
左
庶
子
・
太

子
賓
客
分
司
・
太
子
少
傅
分
司
は
い
ず
れ
も
皇
太
子
の
教
育
係
と
い
う

閑
職
で
、分
司
は
洛
陽
勤
務
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

（
（（
）�平
野
顕
照
「
白
居
易
と
廬
山
草
堂
」（
文
芸
論
叢
第
（0
号　

大
谷
大
学
文

芸
学
会　

一
九
八
八
年
）。氏
は
、「
草
堂
で
送
っ
た
白
居
易
の
胸
中
は
、

一
つ
の
信
念
で
貫
徹
す
る
と
い
う
精
神
状
態
に
必
ず
し
も
保
て
な
か
っ

た
」と
し
て
、白
居
易
の
仏
教
傾
倒
の
深
度
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

花
房
英
樹
氏
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る（
花
房
氏
前
掲『
白
楽
天
』
）。

（
（（
）�大
曽
根
章
介
「
漢
詩
文
に
見
る
身
と
心
」（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞　

昭
和

六
三
年
九
月
号
）　

（
（（
）�下
定
氏
前
掲
論
文
２

（
（（
）�大
曽
根
氏
前
掲
論
文

（
（（
）�金
子
氏
前
掲
書

（
（（
）�金
子
氏
前
掲
書
。な
お
、原
文
は
訓
点
を
付
し
た
漢
文
で
あ
る
が
、訓
読

文
を
示
し
た
。

（
（（
）�浅
見
氏
前
掲
書
。

（
（（
）�「
倚い

伏ふ
く

」は
、「
老
子
」五
八
章
「
禍
は
福
の
倚よ

る
所
、福
は
禍
の
伏
す
所
」に

よ
る
。「
相
因
り
て
至
る
こ
と
」（
続
国
訳
漢
文
大
成
一
・
白
楽
天
詩
集
一
）。

（
（0
）�一
身
を
「
心
」と
「
身
」に
分
け
る
長
明
の
発
想
は
、和
歌
的
伝
統
に
よ
っ

た
面
も
あ
ろ
う
。『
鴨
長
明
集
』九
○
に
「
あ
れ
ば
い
と
ふ
そ
む
け
ば
し

た
ふ
数
な
ら
ぬ
み
と
こ
ゝ
ろ
と
の
中
ぞ
ゆ
か
し
き
」の
歌
が
あ
る
（
大

曽
根
章
介　

久
保
田
淳
遍
『
鴨
長
明
全
集
』　

貴
重
本
刊
行
会　

平
成

十
二
年
）。な
お
、『
万
葉
集
』以
降
の
和
歌
に
お
け
る
「
身
」と
「
心
」の

問
題
に
つ
い
て
は
、山
本
淳
子
「
紫
式
部
の
白
氏
受
容
―
「
身
」と
「
心
」

の
連
作
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
国
語
国
文
」第
六
四
巻
第
六
号　

平
成
七
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五

『
方
丈
記
』
最
終
章
に
つ
い
て

　
―
白
居
易
閑
適
詩
と
の
関
連
か
ら
―

年
）参
照
。

（
（（
）�前
田
本
の
表
記
が
「
こ
こ
ろ
身
の
」と
あ
る
よ
う
に
、「
心
」を
仮
名
表
記

に
し
て
い
る
の
は
、漢
字
表
記
だ
と
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
配

慮
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。流
布
本
系
諸
本
が
「
心
又
身
の
」

と
な
っ
て
い
る
の
も
、同
様
の
配
慮
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）�「
身
」は
宮
（
住
ま
い
）で
あ
り
、「
心
」は
そ
の
中
に
い
る
と
い
う
「
風
雪

中
作
」の
考
え
方
は
、一
見
既
述
の
⑶
（
身シ

ン

心ジ
ン

）の
解
釈
の
よ
う
に
も
思

え
る
が
、白
居
易
は
あ
く
ま
で
「
身
」と
「
心
」を
分
離
し
て
、別
の
も
の

と
し
て
お
り
、「
身
心
」が
未
分
離
な
状
態
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
点
が
⑶
と
は
異
な
っ
て
い
る
。白
居
易
は
禅
の
影
響
を
受
け
て
お
り

（
平
野
氏
前
掲
論
文
）、「
身
」の
中
に
「
心
」が
い
る
と
い
う
考
え
方
は
禅

思
想
か
ら
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考

を
俟
ち
た
い
。

（
（（
）�中
前
正
志
「
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵　
『
方
丈
記
』伝
本
略
目
録
稿　

付
、吉
沢
本
（
長
享
本
）影
印
お
よ
び
「
元
亨
」「
文
亀
二
年
」本
奥
書
写

本
翻
刻
」（
東
山
中
世
文
学
論
纂　

平
成
二
六
年
）。

（
（（
）�邦
訳
日
葡
辞
書
。

（
（（
）�青
木
伶
子
編
『
広
本　

略
本　

方
丈
記
総
索
引
』に
よ
る
。「
不
惜
」の
仮

名
表
記
「
ふ
し
や
く
」は
「
ふ
し
や
う
」と
あ
っ
た
の
を
「
ふ
し
や
く
」

と
誤
読
（
連
綿
体
の
「
う
」と
「
く
」は
誤
り
や
す
い
）、「
不
惜
身
命
」の

連
想
か
ら
、「
不
惜
」と
漢
字
を
当
て
た
と
い
う
解
釈
も
あ
る
（
草
部
了

円
氏
前
掲
書
）。片
仮
名
の
「
ウ
」「
ク
」に
お
い
て
も
、同
様
の
事
は
起
こ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
（（
）�青
木
伶
子
編
『
広
本　

略
本　

方
丈
記
総
索
引
』に
よ
る
。

（
（（
）�山
田
昭
全
「『
不
請
阿
弥
陀
仏
』私
見
─
方
丈
記
跋
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
─
」（
富
倉
徳
次
郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
古
典
の
諸
相
』一
九
六

九
年
）

（
（（
）�瓜
生
等
勝
氏
「
方
丈
記
の
「
不
請
阿
弥
陀
仏
」考
」（「
解
釈
」九
巻
３
号　

一
九
六
三
年
）。�

芝
波
田
好
弘
氏
が
流
布
本
の
「
不
請
の
念
仏
」の
語
釈

を
も
考
慮
し
た
九
分
類
を
さ
れ
て
い
る
（「『
方
丈
記
』の
「
不
請
阿
弥

陀
仏
」に
つ
い
て
「
仏
教
文
学
」第
三
五
号　

二
○
一
一
年
）、ま
た
山
田

昭
全
氏
の
説
を
前
提
に
、天
台
の
三
諦
説
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る

（『
方
丈
記
』終
章
試
論
―
「
不
請
阿
弥
陀
仏
」と
三
諦
説
に
お
い
て
―

「
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
研
究
」四
四
・
二
○
○
五
年
）。

（
（（
）�山
田
昭
全
氏
前
掲
論
文
、同
氏
「
不
請
阿
弥
陀
仏
再
論
『
方
丈
記
』結
章

部
の
解
釈
─
」（
大
正
大
学
研
究
紀
要　

仏
教
学
部
・
文
学
部　

六
五
号　

一
九
八
○
年
）。　

大
福
光
寺
本
「
世
中
」に
つ
い
て
は
、古
本
系
前
田
本

「
よ
の
な
か
」・
正
親
町
本
「
世
の
中
」、流
布
本
系
の
兼
良
本
・
近
衛
本
・

嵯
峨
本
「
世
の
中
」の
表
記
が
あ
る
。同
じ
く
「
濁
悪
世
」に
つ
い
て
も
、

古
本
系
の
正
親
町
本
・
日
現
本
等
及
び
流
布
本
系
諸
本
は
「
濁
悪
の
世
」

と
し
て
い
る
。さ
ら
に
「
世
人
」に
つ
い
て
は
、大
福
光
寺
本
の
中
に
「
ヨ

ノ
人
」の
表
記
が
あ
り
、古
本
系
で
も
正
親
町
本
・
日
現
本
等
、及
び
流
布

本
系
諸
本
は
「
世
の
人
」と
な
っ
て
い
る
。

（
（0
）�舌
を
「
動
か
し
て
」（
簗
瀬
氏
）、「
連
れ
て
き
て
」（
神
田
氏
）、「
引
き
寄
せ

て
」（
三
木
氏
）と
い
う
よ
う
な
現
代
語
訳
は
、長
明
の
主
体
的
で
は
な
い

姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。



六
六

（
（（
）�「
も
の
う
し
（
慵
・
懶
）」と
い
う
語
は
、先
に
あ
げ
た
「
心
」と
「
身
」の

問
題
の
箇
所
に
も
使
わ
れ
て
い
た
が
（
物
う
し
と
て
も
、心
を
う
ご
か

す
こ
と
な
し
）、白
居
易
の
閑
適
詩
に
も
多
く
使
わ
れ
る
語
で
あ
り
、そ

の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
（
菅
野
禮
行
氏
前
掲
論
文
）。

（
（（
）�『
横
川
法
語
』に
つ
い
て
は
、源
信
の
著
作
で
は
な
い
と
す
る
見
方
も
あ

る
が
、源
信
作
で
は
な
く
て
も
、源
信
の
言
行
を
伝
え
る
も
の
と
解
し
て

お
く
。

（
（（
）�以
下
『
発
心
集
』の
引
用
は
慶
安
版
本
に
よ
り
、片
仮
名
を
平
仮
名
に
改

め
、句
読
点
を
ほ
ど
こ
し
た
。

（
（（
）�拙
稿
「『
発
心
集
』の
冒
頭
語
に
つ
い
て
」（
花
園
大
学
文
学
部
紀
要
（（
号　

二
○
一
八
年
）

（
（（
）�お
ほ
か
た
、こ
の
所
に
す
み
は
じ
め
し
時
は
、あ
か
ら
さ
ま
と
を
も
ひ
し

か
ど
も
、い
ま
す
で
に
い
つ
と
せ
を
へ
た
り
。か
り
の
い
ほ
り
も
や
ゝ
ふ

る
さ
と
ゝ
な
り
て
、の
き
に
く
ち
ば
ふ
か
く
、つ
ち
ゐ
に
こ
け
む
せ
り
。

…
た
ゞ
か
り
の
い
ほ
り
の
み
、の
ど
け
く
し
て
を
そ
れ
な
し
。

（
（（
）�山
本
一
「『
発
心
集
』巻
一
・
巻
二
の
展
開
―
思
索
の
表
現
と
し
て
の
説

話
配
列
―
」（『
発
心
集
』と
中
世
文
学　

主
体
と
こ
と
ば
』和
泉
書
院　

二
○
一
八
年
）

（
（（
）�「
意
志
」（
新
潮
古
典
集
成
）、「
気
質
、心
柄
」『
新
版　

発
心
集
』下
（
角
川

ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）、
神
宮
文
庫
本
「
心
賢
カ
ル
ベ
キ
行
ヒ
」

（
し
ん
ま　

み
お　

本
学
日
本
文
学
科　

特
任
教
授
）




