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平
安
文
学
に
お
け
る
「
極
楽
浄
土
」
の

見
立
て
表
現

―
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に

―
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【
論
文
要
旨
】

　

本
稿
で
は
現
世
を
浄
土
に
擬
え
た
表
現
を
取
り
上
げ
、『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
、

そ
の
浄
土
観
の
内
実
に
つ
い
て
論
じ
た
。
と
り
わ
け
六
条
院
王
権
の
栄
華
を
象
徴
的

に
言
い
表
し
た
、『
源
氏
物
語
』
初
音
巻
の
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
い
う
表
現
の

特
異
性
に
着
目
す
る
。
こ
れ
ま
で
平
安
文
学
に
お
け
る
浄
土
の
見
立
て
は
、
享
楽
的

な
唯
美
表
現
と
見
な
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
で

は
、『
源
氏
物
語
』
の
浄
土
観
が
四
季
の
巡
り
を
重
視
し
、
自
然
美
を
賞
美
す
る
和

歌
的
な
発
想
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
独
自
の
儚
さ
や
無
常
観
を
帯
び
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
成
立
以
前
の
作
品
に
は
、
転
身
や
栄
達
を
印
象
付
け
る
浄
土
の
見

立
て
表
現
が
散
見
さ
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
文
学
史
上
の

流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
極
楽
浄
土
の
輝
き
が
照

ら
し
出
す
、
人
の
生
の
苦
患
に
目
を
向
け
る
と
い
う
特
質
が
あ
る
。
浄
土
を
物
語
に

呼
び
込
む
こ
と
で
、
よ
り
陰
影
を
増
し
て
い
く
『
源
氏
物
語
』
の
、
表
現
世
界
の
深

ま
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
極
楽
浄
土
、
見
立
て
、
源
氏
物
語
、
初
音
巻
、
四
方
四
季

一
、
は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
初
音
巻
は
、
前
年
の
秋
に
落
成
し
た
六
条
院
が
初
め
て
迎
え
る
新

春
の
情
景
か
ら
始
ま
る
。

　
　

 　

年
た
ち
か
へ
る
朝
の
空
の
け
し
き
、
な
ご
り
な
く
曇
ら
ぬ
う
ら
ら
け
さ
に

は
、
数
な
ら
ぬ
垣
根
の
内
だ
に
、
雪
間
の
草
若
や
か
に
色
づ
き
は
じ
め
、
い
つ

し
か
と
け
し
き
だ
つ
霞
に
木
の
芽
も
う
ち
け
ぶ
り
、
お
の
づ
か
ら
人
の
心
も
の

び
ら
か
に
ぞ
見
ゆ
る
か
し
。
ま
し
て
い
と
ど
玉
を
敷
け
る
御
前
は
、
庭
よ
り
は

じ
め
見
ど
こ
ろ
多
く
、
磨
き
ま
し
た
ま
へ
る
御
方
々
の
あ
り
さ
ま
、
ま
ね
び
た

て
む
も
言
の
葉
足
る
ま
じ
く
な
む
。 

春
の
殿
の
御
前
、
と
り
わ
き
て
、
梅
の
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香
も
御
簾
の
内
の
匂
ひ
に
吹
き
紛
ひ
て
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
。（
初

音
巻
／
一
四
三
頁
）

　

春
の
兆
し
に
世
間
の
人
々
が
心
を
浮
き
立
た
せ
る
様
子
か
ら
、
抜
き
ん
で
た
栄
華

を
極
め
る
六
条
院
の
有
様
へ
、
そ
の
中
で
も
「
と
り
わ
き
て
」
素
晴
ら
し
い
紫
の
上

の
春
の
町
へ
と
、
よ
り
非
日
常
的
な
空
間
へ
と
視
点
は
移
り
変
わ
り
、
太
政
大
臣
と

な
っ
た
源
氏
の
栄
華
を
観
取
さ
せ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
紫
の
上
が
住
ま

う
六
条
院
春
の
町
が
、
広
大
な
世
界
の
中
心
に
現
出
し
た
、「
生
け
る
仏
の
御
国
」

と
い
う
極
楽
の
如
き
空
間
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
点
だ
。
こ
の
よ
う
に
三
段
に
書

き
分
け
る
初
音
巻
冒
頭
の
構
成
に
つ
い
て
、『
岷
江
入
楚
』
は
「
九
品
ノ
三
輩
ヲ
フ

ク
メ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
、『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
三
輩
往
生
1 

の
思
想
を

指
摘
し
、
紫
の
上
が
住
ま
う
春
の
町
こ
そ
、
九
品
の
最
上
位
で
あ
る
上
品
上
生
を
遂

げ
た
に
等
し
い
、
理
想
的
な
仏
国
土
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
現
行

の
研
究
に
お
い
て
も
、
初
音
巻
冒
頭
の
記
述
は
世
俗
を
超
越
し
た
六
条
院
王
権
の
無

比
の
栄
華
を
象
徴
す
る
表
現
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
2 

、
一
際
瑞
気
を
帯
び
た
存
在

と
し
て
語
ら
れ
る
春
の
町
の
特
異
性
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
平
安
中
期
は
、
末
法
思
想
と
共
に
浄
土
信
仰
が
急
激

に
広
ま
っ
た
時
代
で
あ
り
、
当
時
記
さ
れ
た
願
文
や
仏
教
説
話
集
、
王
朝
貴
族
に
よ

る
持
仏
堂
や
阿
弥
陀
堂
な
ど
の
建
築
、
浄
土
変
相
図
と
い
っ
た
諸
史
料
か
ら
、
隆
盛

を
極
め
た
信
仰
の
様
相
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
に
お
い
て

も
、
仏
教
思
想
と
の
関
わ
り
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
物
語
表
現
に
見
え
る

仏
教
故
事
や
仏
典
引
用
に
つ
い
て
詳
解
し
た
高
木
宗
監
氏
3 

や
西
田
禎
元
氏
4 

の

論
考
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
天
台
浄
土
思
想
や
天
台
教
学
が
物
語
に
与
え

た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
5 

や
、
女
性
と
仏
教
の
関
係
性
に
つ
い
て
言
及
し

た
論
6 

な
ど
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
仏
教
受
容
の
内
実
が
解
き

明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
見
立
て
表
現
と
し
て

の
極
楽
に
つ
い
て
は
、
教
説
引
用
や
仏
事
法
会
、
出
家
等
の
問
題
と
比
べ
、
殆
ど
着

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
極
楽
に
関
す
る
表
現
の
多
く
が
、
壮
麗
な
美
し
さ

を
前
に
し
た
時
の
感
動
を
表
す
、
言
わ
ば
表
現
上
の
潤
色
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ

て
き
た
こ
と
だ
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
仏
教
思
想
を
整
理
し
た
重
松
信

弘
氏
7 

は
、「
単
な
る
舞
楽
の
詠
の
美
声
や
、
琴
の
弾
奏
の
楽
し
さ
か
ら
も
、
極
楽

の
こ
と
が
思
わ
れ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、『
源
氏
物
語
』
の
極
楽
表
現
は
、「
仏
教
の

思
想
・
信
仰
と
は
直
接
的
に
関
係
な
く
、
唯
美
的
」
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
し

て
い
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
唯
美
的
な
叙
述
の
有
無
を
論
拠
に
、
極
楽
浄
土
の
表
現
を
現
世

的
な
享
楽
美
の
象
徴
と
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
元
来
「
極
楽
浄

土
」
と
は
理
想
郷
で
あ
る
と
同
時
に
、「
こ
の
世
（
現
世
・
憂
世
）」
に
対
置
さ
れ
る

異
界
の
表
象
で
も
あ
っ
た
。
浄
土
の
如
き
情
景
を
「
現
視
」
し
、
そ
こ
に
遥
か
な
る

理
想
郷
を
「
幻
視
」
す
る
時
、
自
ず
と
こ
の
世
（
現
世
・
憂
世
）
に
生
き
る
者
の
在

り
方
が
逆
照
射
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
極
楽
浄
土
が
眼
前
に
立
ち
現
れ
た
場
面
を
、
物

語
の
内
実
と
絡
め
て
読
み
解
く
視
座
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
上
記
を
踏
ま
え
た

う
え
で
、
本
稿
で
は
浄
土
観
の
変
遷
と
、
平
安
文
学
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
見
立
て

表
現
を
概
観
し
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
に
記
さ
れ
た
「
極
楽
浄
土
」
の
、
表
現
的
な

深
ま
り
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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二
、
浄
土
へ
の
対
峙

　

平
安
文
学
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
を
取
り
上
げ
る
う
え
で
、
ま
ず
押

さ
え
て
お
き
た
い
の
が
、
同
時
代
の
「
浄
土
」
に
対
す
る
精
神
的
距
離
の
縮
ま
り

と
、
そ
れ
に
伴
う
表
現
の
変
化
で
あ
る
。

　

文
献
上
で
初
め
て
「
極
楽
浄
土
」
の
存
在
に
触
れ
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』
推
古

天
皇
二
十
九
年
（
六
二
一
）
二
月
条
に
見
え
る
、「
因
り
て
上
宮
太
子
に
浄
土
に
遇

ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
共
に
衆
生
を
化
さ
む
」（
巻
二
十
二
／
五
七
九
頁
）
と
い
う
、

高
麗
の
僧
慧
慈
8 

の
誓
願
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
上
代
仏
教
に
お

け
る
宗
教
意
識
は
、
あ
く
ま
で
国
家
と
い
う
集
団
的
な
位
相
に
留
ま
っ
て
お
り
、
浄

土
に
関
す
る
表
現
も
ま
た
、
仏
法
の
外
護
者
と
し
て
の
も
の
が
中
心
を
為
し
て
い

た
9 

。
律
令
制
の
崩
壊
を
機
に
、
国
家
の
安
寧
を
祈
る
宗
教
（
国
家
仏
教
）
か
ら
、

個
人
を
救
済
す
る
宗
教
へ
と
仏
教
信
仰
は
転
換
す
る
が
、
上
代
に
は
見
え
無
い
極
楽

浄
土
の
見
立
て
表
現
が
、
平
安
文
学
で
は
三
十
例
に
ま
で
増
え
て
い
る
理
由
の
一
端

は
、
こ
う
し
た
信
仰
形
態
の
変
化
に
由
来
し
て
い
よ
う
。

　

源
信
の
『
往
生
要
集
』（
九
八
五
年
成
立
）
以
降
、
貴
族
社
会
を
中
心
に
浄
土
教

の
教
え
は
広
く
享
受
さ
れ
、
人
々
は
理
想
世
界
た
る
浄
土
へ
の
往
生
を
希
求
し
た
。

し
か
し
往
生
を
遂
げ
る
ま
で
の
階
梯
は
険
し
く
、『
往
生
要
集
』
で
は
臨
終
に
際
し

て
抱
く
、
僅
か
な
心
の
乱
れ
す
ら
も
往
生
の
妨
げ
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現

世
を
「
仮
の
世
」「
憂
世
」
と
思
い
定
め
た
者
に
と
っ
て
極
楽
往
生
は
切
実
な
問
題

で
あ
り
、
仏
教
説
話
集
や
往
生
伝
に
は
、
異
相
往
生
者
の
事
跡
が
記
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
例
え
ば
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
日
本
霊
異
記
』（
景
戒
／
平
安
初

期
成
立
）
上
巻
第
二
十
二
に
は
、
求
法
の
た
め
唐
に
渡
り
、
日
本
各
地
に
仏
法
を
広

め
た
道
照
法
師
が
、
死
に
際
し
て
光
を
放
つ
奇
瑞
を
示
し
、
そ
の
光
が
西
を
指
し
て

飛
び
行
く
と
同
時
に
息
絶
え
た
と
す
る
往
生
譚
が
見
え
る
。
浄
土
信
仰
の
高
ま
り
を

示
す
代
表
的
な
資
料
と
し
て
、『
日
本
往
生
極
楽
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
六
往
生

伝
10 

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
文
人
貴
族
の
手
に
よ
る
古
記
録
に
も
、
夢
告
げ
な
ど
を

通
し
て
往
生
を
悟
る
記
事
が
存
在
し
た
11 

。『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）

十
二
月
五
日
条
で
は
、「
左
大
將
云
、
今
曉
夢
慶
闍
梨
詣
極
楽
之
想
、
子
日
可
入
滅

者
、
明
日
欤
、
其
夢
躰
極
貴
、
大
躰
、
色
ゝ
雲
内
天
人
音
唱
、
空
中
有
船
、
ゝ
中
載

棺
、
是
慶
闍
梨
迎
極
楽
云
ゝ
」
と
、
藤
原
教
通
が
見
た
と
い
う
、
病
床
に
就
い
て
い

る
慶
祚
阿
闍
梨
が
往
生
を
遂
げ
る
予
知
夢
が
記
さ
れ
て
い
る
。
死
を
目
前
に
控
え
た

者
の
前
に
奇
瑞
が
起
こ
り
、
あ
る
い
は
生
前
結
縁
し
た
人
々
の
夢
に
現
れ
死
後
の
生

処
を
示
す
と
い
う
、
往
生
伝
や
古
記
録
の
夢
記
事
に
見
え
る
話
型
は
、
明
ら
か
に
源

信
が
説
い
た
浄
土
教
の
臨
終
行
儀
の
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
12 

。
こ
う
し
た
数
々

の
往
生
譚
は
、
彼
岸
の
聖
な
る
世
界
を
透
か
し
見
る
こ
と
で
、
死
後
の
生
処
を
現
世

の
縁
者
に
知
ら
せ
る
と
共
に
、
往
生
を
果
た
し
た
者
の
行
業
13 

や
、
臨
終
行
儀
14 

に
基
づ
く
理
想
的
な
終
焉
の
形
を
定
位
す
る
と
い
う
、
二
重
の
構
造
を
有
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
後
代
の
例
で
は
あ
る
が
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
・
哀
傷
に
は
、
天
延

二
年
（
九
七
四
）
九
月
に
疱
瘡
に
か
か
り
薨
じ
た
藤
原
義
孝
が
、
賀
縁
法
師
の
夢
に

現
れ
て
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌
が
見
え
る
15 

。

　
　

時
雨
と
は
千
種
の
花
ぞ
散
り
ま
が
ふ
な
に
故
郷
の
袖
ぬ
ら
す
ら
ん

　
　
　
　

 
こ
の
歌
、
義
孝
か
く
れ
侍
て
の
ち
、
十
月
許
に
賀
縁
法
師
の
夢
に
、
心
地

よ
げ
に
て
笙
を
吹
く
と
見
る
ほ
ど
に
、
口
を
た
ゞ
鳴
ら
す
に
な
ん
侍
り
け

る
。
母
の
か
く
ば
か
り
恋
ふ
る
を
、
心
地
よ
げ
に
て
は
い
か
に
と
言
ひ
侍
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り
け
れ
ば
、
立
つ
を
引
き
留
め
て
、
か
く
よ
め
る
と
な
ん
言
ひ
伝
へ
た
る

（
五
九
九
番
）

　

極
楽
浄
土
で
は
様
々
な
花
が
散
り
乱
れ
る
こ
と
を
時
雨
と
言
う
の
に
、
ど
う
し
て

現
世
で
は
私
の
死
を
悲
し
み
、
袖
を
濡
ら
す
の
か
と
い
っ
た
歌
意
だ
。
こ
の
よ
う
な

往
生
を
示
唆
す
る
夢
は
、「
夢
」
と
い
う
回
路
を
通
じ
て
死
後
の
生
処
を
知
ら
せ
ん

と
誓
っ
た
、
二
十
五
三
昧
会
の
往
生
人
と
結
縁
衆
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
。

　

と
は
い
え
、
夢
見
ら
れ
た
往
生
人
の
奇
瑞
や
来
迎
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
者
に
と

っ
て
は
浄
土
を
垣
間
見
さ
せ
る
束
の
間
の
慰
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
往
生
伝
が
奇
瑞

と
夢
告
を
重
視
し
て
い
る
点
に
着
目
し
た
西
口
順
子
氏
16 

は
、
源
信
の
説
い
た
臨

終
行
儀
の
過
酷
さ
や
凄
絶
さ
に
、
救
済
へ
の
不
安
に
慄
く
「
浄
土
願
生
者
の
苦
悩
」

を
読
み
取
り
、
美
的
観
想
を
契
機
と
し
た
享
楽
的
信
仰
と
し
て
平
安
貴
族
の
浄
土
信

仰
を
解
す
る
こ
と
の
危
う
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
西
口
氏
の
見
解
と
重
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
救
済
へ
の
祈
り
と
不
安
が
奥
底
に
揺
ら
い
で
い
る
か
ら
こ
そ
、

大
法
会
や
仏
教
芸
術
が
織
り
成
す
浄
土
の
世
界
が
よ
り
美
し
く
輝
き
、
切
実
さ
を
帯

び
て
人
々
の
心
を
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
往
生
者
よ
り
も
、
苦
界
や
地
獄
に
堕
ち
た

死
霊
の
方
が
、
平
安
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
想
起
し
や
す
い
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
上

野
勝
之
氏
17 

の
指
摘
を
踏
ま
え
て
も
、
往
生
者
が
ご
く
限
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、

そ
の
後
ろ
に
中
有
を
彷
徨
い
続
け
る
数
多
く
の
亡
魂
へ
の
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
平
安
文
学
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
が
、
こ
の
よ
う
な
平
安
期
の

浄
土
観
や
他
界
認
識
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
現
実
の
情
景
に
重
ね
て
感
得
さ
れ
た
浄
土
の
美
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
者
の

苦
患
や
、
変
転
し
て
い
く
運
命
を
照
ら
し
出
す
契
機
と
も
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

三
、
極
楽
浄
土
に
見
立
て
ら
れ
る
邸

　

そ
れ
で
は
浄
土
の
美
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
情
景
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
極
楽
浄
土
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
が
、
例
え
ば
『
阿
弥
陀
経
』
の
注

釈
書
で
あ
る
『
阿
弥
陀
経
通
賛
疏
』
巻
中
（
唐
代
／
窺
基
）
で
は
、「
第
一
樹
飾
四

珍
。
第
二
池
嚴
衆
寶
。
第
三
空
盈
天
樂
。
第
四
地
布
黄
金
。
第
五
華
雨
長
天
。
第
六

人
遊
諸
國
。
第
七
鳥
吟
妙
法
。
第
八
風
吹
樂
音
」（
三
七
巻
／
三
三
八
頁
下
段
）
と
、

浄
土
を
構
成
す
る
八
つ
の
要
素
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
類
を
踏
ま
え
つ
つ
、

あ
え
て
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
極
楽
浄
土
と
は
四
季
が
無
く
温
暖
な
空
気
の
中
、
天
上

か
ら
花
が
降
り
、
妙
音
が
奏
で
ら
れ
、
周
囲
を
囲
繞
す
る
七
宝
に
よ
り
荘
厳
さ
れ
た

世
界
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
浄
土
観
は
極
楽
浄
土
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
イ

ン
ド
の
古
代
神
話
な
ど
、
伝
統
的
な
他
界
観
が
「
寄
せ
集
め
的
に
組
み
上
げ
ら
れ
」

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
楽
浄
土
の
「
異
界
性
」
が
打
ち
出
さ
れ
た
と
先
学
に
よ
り
指

摘
さ
れ
て
い
る
18 

。
そ
の
た
め
、
平
安
文
学
に
お
け
る
浄
土
の
見
立
て
表
現
と
は
、

仏
典
に
集
積
さ
れ
た
異
界
の
イ
メ
ー
ジ
の
、
断
片
的
転
用
だ
と
い
う
見
方
を
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

　

だ
が
漢
訳
仏
典
の
表
現
を
直
接
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
な
漢
詩
文
と
は
異
な
り
、

和
歌
や
仮
名
文
学
が
浄
土
の
美
を
題
材
と
す
る
に
は
、
表
現
手
法
上
に
階
梯
が
存
在

し
た
。
現
に
王
朝
和
歌
の
世
界
で
は
、「
極
楽
浄
土
」
や
「
仏
の
国
」
な
ど
、
浄
土

を
直
接
的
な
表
現
で
歌
に
詠
み
込
ん
だ
例
は
限
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
教
へ
の
関
心
を

詠
ん
だ
釈
教
歌
が
勅
撰
集
に
現
れ
る
の
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
だ
が
、
四
季
の
循

環
に
心
を
寄
せ
、
自
然
の
景
物
を
歌
う
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
王
朝
和
歌
の

世
界
に
お
い
て
、
浄
土
の
美
が
直
接
的
題
材
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
観



̶  53  ̶

念
的
な
位
相
差
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
た
め
だ
19 

。
こ
れ
は
物
語
や
日
記
と
い
っ
た

仮
名
文
学
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
見
立
て
を
語
る
上
で
見
逃

せ
な
い
側
面
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
法
会
の
場
で
も
な
い
邸
を
浄
土
に
見
立
て
た
、
初
音
巻

の
特
異
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
こ
う
し
た
例
の
先
蹤
と
し
て
、『
宇
津
保

物
語
』
で
帝
の
落
胤
で
あ
る
孫
・
源
涼
の
た
め
に
神
南
備
種
松
が
造
営
し
た
吹
上
宮

の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
吹
上
上
巻
で
は
、
四
方
四
季
の
邸
で
あ
る
吹
上
宮
が
、
浄

土
を
飾
る
「
金
銀
、
瑠
璃
、
車
渠
、
瑪
瑙
」
20 

に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
四
方
に
「
栴

檀
、
優
曇
咲
か
ず
、
孔
雀
、
鸚
鵡
鳴
か
ぬ
ば
か
り
」
の
庭
が
巡
ら
さ
れ
た
空
間
と
し

て
語
ら
れ
て
い
た
。

　
　

 　

か
の
君
、『
一
日
二
日
ば
か
り
、
馬
ど
も
か
い
休
め
て
参
上
れ
』
な
ど
と
め

た
ま
ひ
し
か
ば
、
と
ま
り
て
見
た
ま
へ
し
に
、
い
は
ゆ
る
西
方
浄
土
に
生
ま
れ

た
る
や
う
に
な
む
。
四
面
八
町
の
所
を
、
金
銀
、
瑠
璃
、
車
渠
、
瑪
瑙
し
て
造

り
磨
き
、
巡
り
に
は
、
栴
檀
、
優
曇
咲
か
ず
、
孔
雀
、
鸚
鵡
鳴
か
ぬ
ば
か
り
に

て
な
む
住
み
は
べ
り
た
ぶ
。（
吹
上
上
巻
／
四
三
二
〜
四
三
三
頁
）

　

吹
上
宮
に
存
在
し
な
い
も
の
は
、
極
楽
の
岸
に
咲
く
栴
檀
と
、
三
千
年
に
一
度
咲

く
と
い
う
優
曇
華
、
浄
土
六
鳥
に
数
え
ら
れ
る
孔
雀
と
鸚
鵡
だ
け
だ
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。「
い
は
ゆ
る
西
方
浄
土
に
生
ま
れ
た
る
や
う
に
な
む
」
と
い
う
言
に
よ
っ
て

形
象
化
さ
れ
て
い
る
通
り
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
花
が
咲
き
乱
れ
鳥
達
が

集
う
、
極
楽
浄
土
に
擬
さ
れ
た
理
想
境
が
こ
の
邸
で
あ
っ
た
21 

。
重
要
な
の
は
、

吹
上
宮
が
仏
典
に
記
さ
れ
た
極
楽
浄
土
の
形
容
そ
の
ま
ま
に
、
極
楽
を
引
き
写
し
た

空
間
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
点
だ
。

　

冒
頭
に
引
い
た
初
音
巻
の
記
述
に
見
え
る
通
り
、
吹
上
宮
と
同
じ
く
四
方
四
季
の

館
22 

で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
に
も
、
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
は
用
い

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
で
は
、『
宇
津
保
物
語
』
の
そ
れ
と
は
異
な

り
、
新
春
を
迎
え
て
ほ
こ
ろ
ぶ
自
然
美
の
中
、「
梅
の
香
」
と
「
御
簾
の
内
の
匂
ひ
」

が
混
ざ
り
合
い
現
出
し
た
空
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
吹
上
宮
の
よ
う
な
漢
訳
仏

典
に
由
来
す
る
「
金
銀
、
瑠
璃
、
車
渠
、
瑪
瑙
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
宝
石
の
呼
称

は
姿
を
消
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
玉
を
敷
け
る
御
前
」

と
い
う
表
現
だ
。
後
代
の
例
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
『
風
雅
和
歌
集
』

巻
十
八
・
釈
教
歌
に
収
め
ら
れ
て
い
る
藤
原
俊
成
の
次
の
歌
に
も
通
じ
て
い
る
。

　
　
　
　

極
楽
六
時
賛
を
歌
に
よ
み
け
る
に
、
晨
朝
を　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

　
　

朝
ま
だ
き
つ
ゆ
け
き
花
を
を
る
ほ
ど
は
玉
し
く
庭
に
た
ま
ぞ
ち
り
け
る

　
　
（
二
〇
九
二
番
／
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）

　

右
は
源
信
作
の
極
楽
六
時
讃
の
中
か
ら
、
一
日
の
始
ま
り
で
あ
る
晨
朝
に
、
往
生

者
が
阿
弥
陀
仏
を
供
養
す
る
場
面
を
詠
ん
だ
も
の
だ
。『
長
秋
詠
藻
』
下
巻
に
収
め

ら
れ
て
い
る
同
歌
（
四
三
六
番
）
の
詞
書
に
は
、「
黄
金
瑠
璃
の
庭
に
出
で
て
人
人

共
に
花
を
採
る
」
と
、
極
楽
六
時
讃
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
歌
で
は
、

黄
金
や
瑠
璃
と
い
っ
た
荘
厳
華
麗
な
表
現
に
代
え
、「
玉
し
く
庭
に
た
ま
ぞ
ち
り
け

る
」
と
い
う
和
ら
い
だ
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
露
を
含
ん
だ
花
が
咲
く
、
日
本
の
自

然
観
と
融
和
す
る
形
へ
と
極
楽
の
情
景
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
右
の
俊

成
歌
が
初
音
巻
の
表
現
を
意
識
し
て
い
る
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し

ろ
、『
源
氏
物
語
』
の
見
立
て
表
現
が
、
仏
典
の
引
き
写
し
で
は
な
く
、
季
節
の
移

ろ
い
に
美
を
見
出
す
和
歌
的
な
発
想
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　

留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
和
歌
に
お
け
る
季
節
美
が
、
そ
の
背
景
に

移
り
変
わ
る
儚
さ
へ
の
無
常
観
を
も
含
み
込
ん
で
い
た
こ
と
だ
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
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『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
・
春
歌
下
の
「
た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
ま
に
待

ち
し
桜
も
移
ろ
ひ
に
け
り
」（
八
〇
番
／
藤
原
因
果
朝
臣
）
や
、
同
巻
五
・
秋
歌
下

の
「
秋
の
菊
に
ほ
ふ
限
り
は
か
ざ
し
て
む
花
よ
り
さ
き
と
知
ら
ぬ
わ
が
身
を
」

（
二
七
六
番
／
紀
貫
之
）
と
い
う
歌
に
表
れ
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
を
は
じ
め
、

自
然
の
景
物
を
通
し
て
現
世
の
無
常
や
儚
さ
に
目
を
向
け
る
和
歌
の
思
想
は
、『
源

氏
物
語
』
の
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
に
も
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
六
条
院
が
迎
え
た
栄
華
の
初
春
を
語
る
初
音
巻
に
、
無
常
や
儚
さ
を

見
る
こ
と
は
不
適
切
と
す
る
見
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
初
音
巻
冒
頭
の
「
生
け
る
仏

の
御
国
」
と
い
う
極
楽
の
見
立
て
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
苦
の
世
界
と
無
縁
で
は
な

か
っ
た
23 

。
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
示
唆
し
て
い
る
の
が
、
臨
時
客
で
賑
わ
う
春
の

町
の
様
子
を
他
所
に
聞
く
、
女
君
た
ち
の
憂
悶
を
記
し
た
次
の
場
面
だ
。

　
　

 　

か
く
の
の
し
る
馬
車
の
音
を
も
、
物
隔
て
て
聞
き
た
ま
ふ
御
方
々
は
、
蓮
の

中
の
世
界
に
ま
だ
開
け
ざ
ら
む
心
地
も
か
く
や
と
心
や
ま
し
げ
な
り
。
ま
し
て

東
の
院
に
離
れ
た
ま
へ
る
御
方
々
は
、
年
月
に
そ
へ
て
、
つ
れ
づ
れ
の
数
の
み

ま
さ
れ
ど
、
世
の
う
き
目
見
え
ぬ
山
路
に
思
ひ
な
ず
ら
へ
て
、
つ
れ
な
き
人
の

御
心
を
ば
、
何
と
か
は
見
た
て
ま
つ
り
と
が
め
ん
。（
初
音
巻
／
一
五
二
〜

一
五
三
頁
）

　

こ
こ
に
言
う
「
蓮
の
中
の
世
界
に
ま
だ
開
け
ざ
ら
む
心
地
」
と
は
、『
観
無
量
寿

経
』
に
記
さ
れ
た
九
品
往
生
の
思
想
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
上
品
上
生
の
衆
生
が

来
迎
に
導
か
れ
、
そ
の
ま
ま
極
楽
に
生
じ
る
の
に
対
し
て
、
上
品
中
生
以
下
の
衆
生

は
浄
土
の
宝
池
に
浮
か
ぶ
蓮
華
の
蕾
の
中
に
坐
し
、
開
花
を
待
つ
と
さ
れ
た
。
上
品

中
生
は
一
夜
、
上
品
下
生
は
一
昼
夜
で
開
花
を
迎
え
る
が
、
中
品
下
品
と
位
が
下
る

に
従
い
開
花
に
は
長
い
年
月
を
要
し
、
下
品
下
生
に
至
っ
て
は
十
二
大
劫
と
い
う
途

方
も
な
い
年
月
を
蓮
華
の
中
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
初
音
巻
で
は
、
寵
愛
を

一
身
に
受
け
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
に
住
ま
う
紫
の
上
と
は
対
照
的
に
、
同
じ
六
条

院
に
住
み
な
が
ら
も
、
盛
儀
か
ら
隔
て
ら
れ
日
陰
に
置
か
れ
た
女
君
た
ち
が
抱
く
、

極
楽
を
前
に
し
て
蓮
華
の
花
弁
に
隔
て
ら
れ
た
者
の
、
も
ど
か
し
い
心
情
へ
と
目
を

向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
世
の
情
景
を
浄
土
に
見
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
明
暗
の
反
照
は
、
続
く

胡
蝶
巻
に
も
当
て
は
ま
る
。
胡
蝶
巻
で
は
、
紫
の
上
方
の
船
楽
と
、
秋
好
中
宮
方
の

季
御
読
経
と
い
う
、
二
つ
の
盛
儀
が
語
ら
れ
て
い
る
。
特
に
季
御
読
経
の
場
面
で

は
、
紫
の
上
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
舞
童
に
よ
る
供
花
が
、
極
楽
の
如
き
空
間
を
形

作
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

　
　

 　

春
の
上
の
御
心
ざ
し
に
、
仏
に
花
奉
ら
せ
た
ま
ふ
。
鳥
、
蝶
に
さ
う
ぞ
き
分

け
た
る
童
べ
八
人
、
容
貌
な
ど
こ
と
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
鳥
に
は
、

銀
の
花
瓶
に
桜
を
さ
し
、
蝶
は
、
黄
金
の
瓶
に
山
吹
を
、
同
じ
き
花
の
房
い
か

め
し
う
、
世
に
な
き
に
ほ
ひ
を
尽
く
さ
せ
た
ま
へ
り
。
南
の
御
前
の
山
際
よ
り

漕
ぎ
出
で
て
、
御
前
に
出
づ
る
ほ
ど
、
風
吹
き
て
、
瓶
の
桜
す
こ
し
う
ち
散
り

紛
ふ
。（
中
略
）
鳥
の
楽
は
な
や
か
に
聞
き
わ
た
さ
れ
て
、
池
の
水
鳥
も
そ
こ

は
か
と
な
く
囀
り
わ
た
る
に
、
急
に
な
り
は
つ
る
ほ
ど
、
飽
か
ず
お
も
し
ろ

し
。
蝶
は
ま
し
て
、
は
か
な
き
さ
ま
に
飛
び
た
ち
て
、
山
吹
の
籬
の
も
と
に
、

咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
花
の
蔭
に
舞
ひ
い
る
。（
胡
蝶
巻
／
一
七
一
頁
〜
一
七
三
頁
）

　
「
瓶
の
桜
す
こ
し
う
ち
散
り
紛
ふ
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
通
り
、「
生
け
る

仏
の
御
国
」
と
初
音
巻
で
賞
賛
さ
れ
た
初
春
か
ら
季
節
は
進
み
、
物
語
は
初
夏
を
迎

え
つ
つ
あ
っ
た
。
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
が
、
右
の
場
面
で
風

を
受
け
「
う
ち
散
り
紛
ふ
」
桜
は
、『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
次
の
浄
土
観
を
踏
ま
え
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た
描
写
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

 
又
風
吹
散
レ
華
遍
二
滿
佛
土
一
。（
中
略
）
柔
軟
光
澤
馨
香
芬
烈
。
足
履
二
其
上
一

陷
下
四
寸
。
隨
二
擧
レ
足
已
一
還
復
如
故
。
華
用
已
訖
地
輒
開
裂
。
以
レ
次
化
沒

清
淨
無
レ
遺
。
隨
二
其
時
節
一
風
吹
散
レ
華
。
如
レ
是
六
反
。（
十
二
巻
／
二
七
二

頁
上
段
）

　
『
無
量
寿
経
』
に
よ
れ
ば
、
極
楽
浄
土
で
は
風
が
華
を
散
ら
し
て
仏
土
を
満
た
し
、

そ
の
華
は
柔
ら
か
く
光
り
輝
い
て
、
馥
郁
た
る
薫
り
を
放
っ
て
い
る
と
い
う
。
足
で

踏
め
ば
四
寸
沈
み
、
足
を
上
げ
れ
ば
元
に
戻
り
、
散
っ
た
華
が
汚
れ
る
前
に
地
面
が

開
い
て
落
花
を
消
し
、
そ
し
て
ま
た
風
が
華
を
吹
き
散
ら
す
。
そ
れ
が
一
日
に
六
度

繰
り
返
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
船
に
乗
り
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
か
ら
現
れ
た
舞
童

の
持
つ
桜
が
、
折
し
も
吹
い
た
風
に
よ
っ
て
散
ら
さ
れ
る
様
は
、
見
る
者
に
『
無
量

寿
経
』
が
語
る
、
無
限
に
散
り
咲
く
花
で
満
た
さ
れ
た
極
楽
浄
土
の
情
景
を
想
起
さ

せ
た
に
違
い
な
い
。

　

し
か
し
胡
蝶
巻
で
は
、
紫
の
上
か
ら
贈
ら
れ
た
供
花
と
舞
楽
を
、「
は
か
な
き
さ

ま
」
に
飛
び
た
っ
た
胡
蝶
の
舞
童
た
ち
が
、「
山
吹
の
籬
の
も
と
に
、
咲
き
こ
ぼ
れ

た
る
花
の
蔭
に
舞
ひ
い
る
」
と
い
う
描
写
で
終
え
て
い
る
。
常
春
を
誇
る
「
生
け
る

仏
の
御
国
」
の
永
続
性
を
反
芻
し
な
が
ら
も
、
物
語
は
や
が
て
移
り
変
わ
る
四
季
の

巡
り
に
目
を
向
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
初
夏
の
兆
し
で
あ
る
山
吹
の
花
の
蔭
へ
と

胡
蝶
の
舞
童
た
ち
が
舞
い
入
っ
た
時
、「
生
け
る
仏
の
御
国
」
も
ま
た
、
飛
花
落
葉

と
無
縁
で
は
な
い
、
危
う
い
均
衡
の
上
に
成
り
立
つ
世
界
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
表
層
的
に
は
栄
華
と
権
勢
を
保
ち
な
が
ら
も
、

内
実
的
に
は
空
虚
な
憂
い
を
増
し
て
い
く
、
今
後
の
六
条
院
世
界
の
行
く
末
を
予
言

す
る
か
の
よ
う
だ
。
源
氏
の
人
生
の
陰
り
が
、「
山
吹
」
に
表
象
さ
れ
る
玉
鬘
へ
の

恋
慕
と
挫
折
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
鑑
み
て
も
、『
源
氏
物
語
』
が
不
変
の
世
界
で
あ

る
浄
土
を
呼
び
込
む
こ
と
で
、
む
し
ろ
物
語
の
奥
底
に
変
転
の
揺
ら
ぎ
を
潜
ま
せ
て

い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
24 

。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
で
は
極
楽
浄
土
を
感
得
す
る
と
同
時
に
、
現

世
の
無
常
や
儚
さ
に
目
を
向
け
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
描
写

は
、
仏
典
に
記
さ
れ
た
荘
厳
華
麗
な
浄
土
の
形
容
に
留
ま
ら
ず
、
月
を
見
て
仏
を
感

じ
、
移
ろ
い
散
る
花
に
無
常
を
感
じ
る
、
和
歌
の
感
性
を
融
合
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
切

り
開
か
れ
た
地
平
と
言
え
る
。

四
、
平
安
文
学
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現

　

こ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
平
安
文
学
に
見
え
る
浄
土
の
見
立
て
に
目
を
向
け

よ
う
。
か
つ
て
日
本
思
想
史
家
の
和
辻
哲
郎
氏
25 

は
、
宗
教
と
芸
術
を
対
立
的
に

捉
え
る
現
代
の
認
識
を
批
判
し
、
舞
楽
・
音
楽
を
用
い
た
法
会
等
の
「
芸
術
的
法

悦
」
を
通
し
て
絶
対
境
へ
の
導
き
を
得
た
、
王
朝
貴
族
の
仏
教
信
仰
の
あ
り
方
を
再

評
価
し
た
。
和
辻
氏
が
述
べ
る
通
り
、
平
安
貴
族
の
栄
華
無
く
し
て
、
美
を
端
緒
と

し
た
信
仰
で
あ
る
「
芸
術
的
法
悦
」
が
生
じ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
26 

。

　

だ
が
果
た
し
て
、
平
安
文
学
に
見
え
る
「
極
楽
」「
浄
土
」「
仏
の
国
」
と
い
っ
た

表
現
は
、
美
の
極
致
と
し
て
人
々
の
心
を
打
ち
、
信
仰
へ
と
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
に
目
を
向
け
た
う
え

で
、
極
楽
浄
土
の
見
立
て
を
物
語
に
組
み
込
む
こ
と
で
生
じ
た
作
品
世
界
の
奥
ゆ
き

に
つ
い
て
、
初
音
巻
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
。
そ
の
際
に
重
視
し
た
い
の
が
、「
栄

華
」
の
象
徴
と
し
て
の
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
だ
。

　

管
見
の
限
り
で
は
、
平
安
文
学
に
お
い
て
現
世
の
情
景
を
極
楽
浄
土
に
見
立
て
た
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例
は
三
十
例
あ
り
、
八
例
は
後
述
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
も
の
で
あ
る
。
残
る
八
作

品
二
二
例
の
中
で
、
実
に
十
例
を
『
栄
花
物
語
』
が
占
め
て
い
る
。
そ
の
他
は
、

『
宇
津
保
物
語
』
三
例
、『
落
窪
物
語
』
二
例
、『
枕
草
子
』
一
例
、『
浜
松
中
納
言
物

語
』
一
例
、『
夜
の
寝
覚
』
一
例
、『
狭
衣
物
語
』
二
例
、『
大
鏡
』
二
例
が
確
認
で

き
る
。『
源
氏
物
語
』
以
前
の
例
と
し
て
数
え
ら
れ
る
の
は
、『
宇
津
保
物
語
』
か
ら

『
枕
草
子
』
ま
で
の
六
例
だ
。
紙
幅
の
都
合
上
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
後
に
成
立
し
た

作
品
に
言
及
で
き
な
い
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
改

め
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
左
に
挙
げ
た
の
は
、『
宇
津
保
物
語
』
の
三
例
だ
。

①
吹
上
宮
の
形
容

　

い
は
ゆ
る
西
方
浄
土
に
生
ま
れ
た
る
や
う
に
な
む
。（
吹
上
上
巻
／
四
三
三
頁
）

②
相
撲
の
節
会
に
お
け
る
勝
ち
方
の
遊
び

　

 

天
下
に
西
方
浄
土
の
遊
び
も
、
か
く
ぞ
あ
ら
む
。（
内
侍
の
か
み
巻
／
二
三
三
〜

二
三
四
頁
）

③
藤
英
の
出
世
に
対
す
る
比
喩

　

 「
生
き
な
が
ら
人
の
身
変
は
る
も
の
な
り
け
り
。
こ
の
世
に
も
浄
土
は
あ
り
け
り
」

（
国
譲
下
巻
／
三
四
九
頁
）

　

こ
の
三
例
の
う
ち
、
実
景
を
浄
土
に
見
立
て
「
現
視
」
し
て
い
る
の
は
、
前
章
で

触
れ
た
①
の
み
だ
。
②
は
帝
の
御
前
で
の
弾
琴
を
避
け
る
た
め
、
母
の
興
味
を
引
い

て
代
参
さ
せ
よ
う
と
し
た
仲
忠
の
台
詞
で
、
架
空
の
勝
ち
方
の
遊
び
で
あ
る
。
③
は

正
頼
に
見
出
さ
れ
、
貧
窮
学
生
か
ら
右
大
弁
ま
で
望
外
の
出
世
を
遂
げ
た
藤
英
の
転

身
を
往
生
に
見
立
て
た
表
現
だ
。
藤
英
の
出
世
ぶ
り
を
極
楽
往
生
に
見
立
て
る
こ
と

で
、
若
く
し
て
親
兄
弟
を
失
い
、
苦
学
生
と
し
て
窮
迫
し
て
い
た
藤
英
の
過
去
と
、

権
門
の
恩
顧
を
得
て
出
世
を
果
た
し
た
現
在
の
栄
華
と
を
対
比
的
に
捉
え
て
い
る
。

浄
土
が
映
し
出
す
明
と
暗
を
重
視
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
③
の
栄
達
・
転

身
の
比
喩
と
し
て
の
「
浄
土
」
の
存
在
は
見
過
ご
せ
な
い
。「
極
楽
浄
土
」
を
引
き

合
い
に
出
す
こ
と
で
過
去
と
現
在
の
境
遇
の
変
転
を
印
象
付
け
る
手
法
は
、『
宇
津

保
物
語
』
の
当
該
例
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
次
の
『
落
窪
物
語
』
の
二
例
（
④

⑤
）
に
も
当
て
は
ま
る
。
と
り
わ
け
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
男
君
（
道
頼
）
の
愛
情

の
も
と
で
安
寧
を
得
る
、
女
君
（
落
窪
の
君
）
の
転
身
を
印
象
付
け
る
場
面
で
、
極

楽
浄
土
の
見
立
て
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

④
賀
茂
祭
見
物
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
豪
奢
な
桟
敷
の
様
子

　

 

衛
門
、
少
納
言
、〈
一
仏
浄
土
に
生
れ
た
る
に
や
あ
ら
む
〉
と
お
ぼ
ゆ
。（
巻
之
二

／
一
九
六
頁
）

⑤
再
婚
す
る
四
の
君
に
随
行
し
、
筑
紫
に
下
る
こ
と
を
嫌
が
る
女
房
達
の
心
情

　

 〈（
前
略
）
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
浄
土
の
心
地
す
る
わ
が
殿
を
う
ち
捨
て
て
ま
か
ら
む

こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
〉
と
、
下
仕
ま
で
思
ひ
て
、
一
人
も
下
ら
ず
。（
巻
之

四
／
三
二
八
頁
）

　

④
は
懐
妊
し
て
い
た
落
窪
の
君
が
、
道
頼
の
母
（
大
将
の
北
の
方
）
と
初
め
て
対

面
を
果
た
し
、
正
妻
格
と
し
て
認
め
ら
れ
た
重
要
な
場
面
だ
。「
一
仏
浄
土
」
に
見

立
て
ら
れ
た
賀
茂
祭
見
物
の
桟
敷
は
、
継
母
に
虐
げ
ら
れ
て
い
た
落
窪
の
君
の
過
去

と
、
道
頼
の
正
妻
と
し
て
大
将
の
北
の
方
の
女
房
達
か
ら
丁
重
に
扱
わ
れ
る
現
在
と

を
対
比
的
に
捉
え
な
お
す
場
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
⑤
で
は
、「
浄
土
の
心
地
す

る
わ
が
殿
」
と
、
左
大
臣
邸
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
女
房
達
の
、
筑
紫
下
向
を
嫌
が
る
心

情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
左
大
臣
道
頼
の
妻
と
し
て
栄
華
を
極
め
る
落
窪
の
君
と
、
大

宰
権
師
の
妻
と
な
り
京
を
離
れ
る
、
継
母
の
実
娘
四
の
君
の
落
魄
し
た
現
状
と
が
対
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照
的
に
示
さ
れ
る
構
図
だ
。
③
④
⑤
の
例
か
ら
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
運

命
の
変
転
を
浮
き
彫
り
に
し
、
明
と
暗
の
対
比
を
鮮
や
か
に
印
象
付
け
る
「
極
楽
浄

土
」
の
在
り
方
が
見
え
て
こ
よ
う
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、『
枕
草
子
』
第
二
六
〇
段
に
見
え
る
、「
生
き
て
の
仏
の
国
」

と
い
う
見
立
て
表
現
も
ま
た
、
美
的
感
興
に
留
ま
ら
な
い
意
味
合
い
を
有
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
六
〇
段
は
『
枕
草
子
』
で
最
も
長
大
な
章
段
だ
が
、
こ
こ

で
語
ら
れ
た
道
隆
主
催
の
法
興
院
一
切
経
供
養
は
、
中
関
白
家
の
在
り
し
日
の
栄
耀

栄
華
を
象
徴
す
る
法
会
と
し
て
、
日
記
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

⑥ 

正
暦
五
年
（
九
九
四
）
二
月
二
十
日
、
藤
原
道
隆
に
よ
る
法
興
院
一
切
経
供
養

（
積
善
寺
供
養
）
の
様
子

　
　

 

高
麗
、
唐
土
の
楽
し
て
、
獅
子
、
狛
犬
を
ど
り
舞
ひ
、
乱
声
の
音
、
鼓
の
声

に
、
も
の
も
お
ぼ
え
ず
。
こ
は
生
き
て
の
仏
の
国
な
ど
に
来
に
け
る
に
や
あ
ら

む
と
、
空
に
ひ
び
き
あ
が
る
や
う
に
お
ぼ
ゆ
。（
第
二
六
〇
段
／
四
〇
九
〜

四
一
〇
頁
）

　
『
百
錬
抄
』
第
四
・
一
條
天
皇
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
条
が
、「
二
月
廿
日
。
關
白

供
二
養
積
善
寺
一
。
准
二
御
齋

會
一
。　

」
と
記
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
一
切
経
供
養
は
、
道
隆
個
人

の
御
願
に
基
づ
く
供
養
会
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
的
仏
事
で
あ
る
御
齋
会
を
准
え
る

形
で
催
さ
れ
た
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
こ
は
生
き
て
の
仏
の
国
な
ど
に
来
に
け

る
に
や
あ
ら
む
と
、
空
に
ひ
び
き
あ
が
る
や
う
に
お
ぼ
ゆ
」
と
い
う
表
現
の
根
底
に

は
、
中
宮
の
行
啓
を
仰
い
で
大
法
会
を
催
す
中
関
白
家
の
栄
華
に
対
す
る
讃
美
と
、

今
を
時
め
く
中
宮
定
子
の
女
房
と
し
て
の
自
負
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
わ
ず
か
一
年
後
の
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
道
隆
が
死
去
し
、
そ

の
翌
年
（
九
九
六
）
に
起
こ
っ
た
政
変
が
決
定
打
と
な
り
、
中
関
白
家
が
没
落
し
た

現
実
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。『
枕
草
子
』
が
主
家
を
襲
っ
た
悲
劇
を
語
ら
ぬ
作
品

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
道
隆
存
命
時
だ
か
ら
こ
そ
成
し
得
た
大
法

会
に
、「
生
き
て
の
仏
の
国
」
と
浄
土
を
重
ね
見
る
こ
と
で
、
意
図
せ
ず
し
て
そ
の

後
に
待
ち
受
け
る
中
関
白
家
の
苛
酷
な
運
命
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

思
う
に
、
仏
国
土
が
纏
う
輝
き
を
介
し
て
、
人
間
の
流
転
す
る
命
運
を
照
ら
し
出

し
た
前
代
の
作
品
の
特
質
を
、『
源
氏
物
語
』
も
汲
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
源
氏
の
栄
華
の
初
春
を
語
る
初
音
巻
に
お
い
て
、
須
磨
流
謫
の
記
憶
が

呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
窺
え
る
。

　
　
（
源
氏
）
う
す
氷
と
け
ぬ
る
池
の
鏡
に
は
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
か
げ
ぞ
な
ら
べ
る

　
　

げ
に
め
で
た
き
御
あ
は
ひ
ど
も
な
り
。

（
紫
の
上
）
く
も
り
な
き
池
の
鏡
に
よ
ろ
づ
世
を
す
む
べ
き
か
げ
ぞ
し
る
く
見
え
け
る

　
　

 

何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
末
遠
き
御
契
り
を
、
あ
ら
ま
ほ
し
く
聞
こ
え
か
は
し
た

ま
ふ
。（
初
音
巻
／
一
四
五
頁
）

　

右
の
源
氏
と
紫
の
上
の
贈
答
歌
は
、「
池
の
鏡
」
に
影
を
並
べ
る
夫
婦
二
人
の
深

い
契
り
を
、
六
条
院
の
美
景
に
寄
せ
て
寿
い
だ
も
の
だ
。
王
朝
文
学
に
お
い
て
、
鏡

は
男
女
の
情
愛
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
鏡
に
連
れ
添
う
二
人
の
影
が
宿
る
こ
と
で
愛

情
の
証
左
と
し
、
そ
の
愛
の
持
続
を
祈
る
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
27 

。
当
該
歌
で

詠
ま
れ
て
い
る
「
鏡
」
と
は
、
直
前
に
中
将
の
君
が
新
春
の
餅
鏡
に
事
寄
せ
、
主
人

夫
婦
を
祝
し
て
述
べ
た
、「
か
ね
て
ぞ
見
ゆ
る
な
ど
こ
そ
、
鏡
の
影
に
も
語
ら
ひ
は

べ
り
つ
れ
。
私
の
祈
り
は
何
ば
か
り
の
こ
と
を
か
」（
初
音
巻
／
一
四
四
頁
）
と
い

う
言
を
踏
ま
え
て
い
る
28 

。
中
将
の
君
の
台
詞
に
見
え
る
「
鏡
の
影
」
は
、
須
磨

流
謫
を
前
に
し
た
源
氏
と
紫
の
上
の
贈
答
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
別
れ
を
前
に

し
て
な
お
鏡
を
介
し
て
添
い
遂
げ
よ
う
と
誓
っ
た
二
人
の
紐
帯
を
読
む
者
に
想
起
さ
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せ
る
。

　
　
（
源
氏
）
身
は
か
く
て
さ
す
ら
へ
ぬ
と
も
君
が
あ
た
り
去
ら
ぬ
鏡
の
か
け
は
離
れ
じ

　
　

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

（
紫
の
上
） 
別
れ
て
も
影
だ
に
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
な
ぐ
さ
め
て
ま
し

　
　
（
須
磨
巻
／
一
七
三
頁
）

　

須
磨
へ
の
下
向
は
、
桐
壺
院
崩
御
を
機
に
凋
落
の
一
途
を
辿
っ
た
源
氏
の
政
治
生

命
と
、
冤
罪
を
被
り
流
謫
の
身
と
な
っ
た
不
条
理
な
運
命
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
初
音

巻
で
再
び
持
ち
出
さ
れ
た
「
鏡
の
影
」
は
、
池
の
鏡
に
並
び
映
る
紫
の
上
と
源
氏
の

理
想
的
な
夫
婦
像
を
強
調
す
る
と
共
に
、
苦
難
に
満
ち
た
過
去
の
記
憶
を
呼
び
起
こ

す
。
初
音
巻
の
始
ま
り
を
告
げ
る
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
い
う
表
現
は
、
太
政
大

臣
と
な
る
ま
で
に
源
氏
が
歩
ん
で
き
た
、
逃
れ
得
ぬ
過
去
の
宿
世
を
相
対
化
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
初
音
巻
で
は
、
極
楽
浄
土
に
見
立
て
る
こ
と
に
よ
る
明
と
暗
の
反
照
が
、

主
人
公
た
る
源
氏
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
入
れ
子
構
造
の
よ
う
に
周
囲
へ
と
波
及
し

て
い
く
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
鏡
の
影
」
と
祝
し
た
中
将
の
君
が
、
紫
の
上

の
新
枕
以
前
か
ら
源
氏
の
召
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
既
に
新
全
集
が

頭
注
で
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
中
将
の
君
の
発
言
に
は
、
鏡
を
見
て
寵
愛
を
得
ら
れ

ぬ
自
ら
を
知
る
、
と
い
っ
た
源
氏
に
顧
み
ら
れ
な
い
現
状
へ
の
恨
み
が
滲
ん
で
い

た
。「
生
け
る
仏
の
御
国
」
の
住
人
と
し
て
寿
福
さ
れ
る
源
氏
と
紫
の
上
を
前
に
、

傍
ら
に
捨
て
置
か
れ
た
召
人
の
残
酷
な
生
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
直
後

に
、
同
じ
邸
に
住
み
な
が
ら
身
分
を
理
由
に
別
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
明
石
の
君

母
娘
の
贈
答
歌
が
語
ら
れ
て
い
る
点
を
踏
ま
え
て
も
、
浄
土
に
見
立
て
ら
れ
た
六
条

院
が
、
む
し
ろ
そ
の
比
類
な
き
輝
き
に
よ
っ
て
陰
影
を
増
し
て
い
く
様
子
が
明
ら
か

と
な
る
の
で
あ
る
。

五
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現

　

最
後
に
、
今
少
し
詳
し
く
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
浄
土
の
見
立
て
表
現
を
見
て

お
こ
う
。『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
で
は
、
六
例
中
五
例
は
「
浄
土
」
と
い
う
表

現
を
用
い
て
い
た
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
極
楽
」
が
四
例
（
⑦
⑧
⑪
⑭
）、「
浄

土
」
が
一
例
（
⑨
）、
そ
の
他
（
⑩
仏
の
御
国
、
⑫
仏
の
お
は
す
な
る
所
、
⑬
仏
の

国
）
が
三
例
見
え
る
。『
源
氏
物
語
』
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
眼
前
に
立

ち
現
れ
た
極
楽
浄
土
の
形
象
が
、
し
ば
し
ば
登
場
人
物
が
置
か
れ
た
光
と
影
を
際
立

た
せ
、
現
世
の
苦
を
突
き
付
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
参
考
ま
で
に
、
以

下
に
全
用
例
を
引
い
て
お
く
。

⑦
法
華
八
講
結
願
の
日
、
藤
壺
が
出
家
す
る
場
面

　
　

 

十
二
月
十
余
日
ば
か
り
、
中
宮
の
御
八
講
な
り
。（
中
略
）
仏
の
御
飾
り
、
花

机
の
覆
ひ
な
ど
ま
で
、
ま
こ
と
の
極
楽
思
ひ
や
ら
る
。（
賢
木
巻
／
一
二
九
〜

一
三
〇
頁
）

⑧
源
氏
が
出
家
し
た
藤
壺
の
御
前
に
参
上
す
る
場
面

　
　

 

御
簾
の
内
の
け
は
ひ
、
そ
こ
ら
集
ひ
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
衣
の
音
な
ひ
、
し
め
や
か

に
ふ
る
ま
ひ
な
し
て
、
う
ち
身
じ
ろ
き
つ
つ
、
悲
し
げ
さ
の
慰
め
が
た
げ
に
漏

り
聞
こ
ゆ
る
気
色
、
こ
と
わ
り
に
い
み
じ
と
聞
き
た
ま
ふ
。
風
は
げ
し
う
吹
き

ふ
ぶ
き
て
、
御
簾
の
内
の
匂
ひ
、
い
と
も
の
深
き
黒
方
に
し
み
て
、
名
香
の
煙

も
ほ
の
か
な
り
。
大
将
の
御
匂
ひ
さ
へ
薫
り
あ
ひ
、
め
で
た
く
、
極
楽
思
ひ
や

ら
る
る
夜
の
さ
ま
な
り
。（
賢
木
巻
／
一
三
二
頁
）
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⑨ 
末
摘
花
の
兄
禅
師
が
、
源
氏
の
邸
で
催
さ
れ
た
故
院
追
善
の
た
め
の
八
講
に
召
さ

れ
、
そ
の
荘
厳
華
麗
な
様
子
を
末
摘
花
に
語
る
場
面

　
　

 「
し
か
じ
か
。
権
大
納
言
殿
の
御
八
講
に
参
り
て
は
べ
り
つ
る
な
り
。
い
と
か

し
こ
う
、
生
け
る
浄
土
の
飾
り
に
劣
ら
ず
い
か
め
し
う
お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も

の
限
り
を
な
む
し
た
ま
ひ
つ
る
。
仏
、
菩
薩
の
変
化
の
身
に
こ
そ
も
の
し
た
ま

ふ
め
れ
。（
後
略
）」（
蓬
生
巻
／
三
三
七
頁
）

⑩ 

初
音
巻
冒
頭
に
語
ら
れ
る
、
六
条
院
春
の
町
の
様
子

　
　

 

春
の
殿
の
御
前
、
と
り
わ
き
て
、
梅
の
香
も
御
簾
の
内
の
匂
ひ
に
吹
き
紛
ひ

て
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
。（
初
音
巻
／
一
四
三
頁
）

⑪
源
氏
四
十
賀
に
際
し
、
紫
の
上
が
薬
師
仏
供
養
を
す
る
場
面

　
　

 

仏
、
経
箱
、
帙
簀
の
と
と
の
へ
、
ま
こ
と
の
極
楽
思
ひ
や
ら
る
。
最
勝
王
経
、

金
剛
般
若
、
寿
命
経
な
ど
、
い
と
ゆ
た
け
き
御
祈
り
な
り
。（
若
菜
上
巻
／

九
三
頁
）

⑫ 

紫
の
上
が
法
華
経
千
部
供
養
を
二
条
院
で
催
し
た
場
面

　
　

 

三
月
の
十
日
な
れ
ば
、
花
盛
り
に
て
、
空
の
け
し
き
な
ど
も
う
ら
ら
か
に
も
の

お
も
し
ろ
く
、
仏
の
お
は
す
な
る
所
の
あ
り
さ
ま
遠
か
ら
ず
思
ひ
や
ら
れ
て
、

こ
と
な
る
深
き
心
も
な
き
人
さ
へ
罪
を
失
ひ
つ
べ
し
。（
中
略
）
ま
し
て
、
こ

の
こ
ろ
と
な
り
て
は
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
心
細
く
の
み
思
し
知
る
。（
御
法

巻
／
四
九
六
〜
四
九
七
頁
）

⑬ 

薫
が
六
条
院
の
賭
弓
の
還
饗
に
招
か
れ
た
場
面

　
　

 

物
の
音
を
か
し
き
ほ
ど
に
吹
き
た
て
遊
び
て
入
り
た
ま
ふ
を
、
げ
に
こ
こ
を
お

き
て
、
い
か
な
ら
む
仏
の
国
に
か
は
、
か
や
う
の
を
り
ふ
し
の
心
や
り
所
を
求

め
む
と
見
え
た
り
。（
匂
兵
部
卿
巻
／
三
四
頁
）

⑭ 

阿
闍
梨
が
八
の
宮
の
生
活
を
薫
ら
に
報
告
す
る
際
、
八
の
宮
の
娘
た
ち
（
大
君
・

中
の
君
）
が
弾
く
琴
の
音
に
言
及
す
る
場
面

　
　

 「
げ
に
、
は
た
、
こ
の
姫
君
た
ち
の
琴
弾
き
合
は
せ
て
遊
び
た
ま
へ
る
、
川
波

に
競
ひ
て
聞
こ
え
は
べ
る
は
、
い
と
お
も
し
ろ
く
、
極
楽
思
ひ
や
ら
れ
は
べ
る

や
」
と
古
代
に
め
づ
れ
ば
、（
後
略
）（
橋
姫
巻
／
一
二
九
頁
）

　

ま
ず
目
を
向
け
た
い
の
が
、
賢
木
巻
に
描
か
れ
た
藤
壺
出
家
の
場
面
（
⑦
⑧
）
で

あ
る
。
不
義
密
通
の
罪
を
犯
し
た
藤
壺
と
源
氏
の
恋
の
帰
結
を
語
る
、
物
語
上
で
最

も
重
要
な
場
面
の
一
つ
だ
。
出
家
の
決
意
を
胸
に
秘
め
た
藤
壺
が
整
え
た
経
巻
や
仏

具
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
参
会
者
た
ち
に
「
ま
こ
と
の
極
楽
」
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
極
楽
の
如
き
空
間
の
中
で
、
藤
壺
は
出
家
を
宣
言
す
る
。
桐
壺
院
の
一

周
忌
と
、
そ
れ
に
続
く
法
華
八
講
の
余
韻
も
冷
め
や
ら
ぬ
な
か
、
突
如
果
た
さ
れ
た

藤
壺
の
落
飾
に
人
々
の
動
揺
は
激
し
く
、
⑧
で
は
悲
嘆
に
暮
れ
る
女
房
ら
の
慰
め
難

い
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
賢
木
巻
（
⑧
）
と
初
音
巻
（
⑩
）
が
、
い
ず
れ
も
「
御
簾
」
の

内
か
ら
漂
う
薫
香
を
契
機
と
し
て
極
楽
浄
土
を
想
起
し
て
い
る
点
だ
。
初
音
巻
で

は
、
春
の
町
に
植
え
ら
れ
た
梅
の
香
と
、
御
簾
の
内
の
薫
香
が
混
ざ
り
合
っ
て
生
じ

た
得
も
言
わ
れ
ぬ
香
り
が
、「
生
け
る
仏
の
御
国
」
を
彷
彿
と
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
賢
木
巻
で
は
、
藤
壺
の
御
簾
の
内
か
ら
漂
う
黒
方
の
香
と
、
仏
に
捧
げ
る
名

香
の
煙
に
、
光
源
氏
の
香
が
混
ざ
り
合
い
、「
め
で
た
く
、
極
楽
思
ひ
や
ら
る
る
」

空
間
を
現
じ
て
い
る
。
御
簾
の
内
と
外
の
香
り
が
混
ざ
り
合
い
現
出
し
た
「
極
楽
」

が
、
源
氏
と
藤
壺
に
自
己
の
罪
の
在
り
様
を
否
応
な
く
突
き
付
け
る
場
と
し
て
も
機

能
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
29 

。
薫
香
を
契
機
と
し
て
浄
土
の
見
立
て
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
の
二
つ
の
場
面
の
み
だ
。
破
局
を
宿
命
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付
け
ら
れ
た
恋
の
終
焉
を
描
く
賢
木
巻
の
「
極
楽
」
と
、「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と

称
さ
れ
る
栄
華
の
輝
き
の
も
と
、
源
氏
と
紫
の
上
の
変
わ
ら
ぬ
紐
帯
が
強
調
さ
れ
る

初
音
巻
は
、
意
図
的
に
対
置
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
明
暗
を
分
け
て
い
る
。
し
か
し
一

陣
の
風
に
よ
っ
て
現
出
し
た
浄
土
は
、
一
瞬
の
後
に
は
再
び
御
簾
に
よ
っ
て
隔
た
れ

消
え
失
せ
る
、
刹
那
的
な
情
景
に
他
な
ら
な
か
っ
た
30 

。

　

初
音
巻
が
浄
土
を
呼
び
込
む
こ
と
で
陰
影
を
増
し
、
人
の
生
の
苦
し
み
に
目
を
向

け
た
よ
う
に
、
賢
木
巻
も
ま
た
、
自
身
が
犯
し
た
不
義
密
通
の
罪
に
苛
ま
れ
落
飾
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
藤
壺
の
、
救
わ
れ
難
い
宿
世
を
逆
説
的
に
象
徴
付
け
て
い
る
。

そ
し
て
出
家
を
果
た
し
た
藤
壺
に
、
死
後
の
救
済
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
無

か
っ
た
。

　
　

 

宮
の
御
事
を
思
ひ
つ
つ
大
殿
籠
れ
る
に
、
夢
と
も
な
く
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ

る
を
、
い
み
じ
く
恨
み
た
ま
へ
る
御
気
色
に
て
、「
漏
ら
さ
じ
と
の
た
ま
ひ
し

か
ど
、
う
き
名
の
隠
れ
な
か
り
け
れ
ば
、
恥
づ
か
し
う
。
苦
し
き
目
を
見
る
に

つ
け
て
も
、
つ
ら
く
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。（
朝
顔
巻
／
四
九
四
頁
〜
四
九
五
頁
）

　

一
時
で
あ
れ
浄
土
が
現
出
し
た
空
間
に
藤
壺
が
そ
の
身
を
置
い
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
朝
顔
巻
で
亡
き
藤
壺
が
源
氏
の
夢
枕
に
立
っ
た
時
、
彼
女
が
辿
っ
た
残
酷
な
運

命
と
、
二
人
が
犯
し
た
逃
れ
が
た
い
罪
の
重
さ
が
、
改
め
て
眼
前
に
突
き
付
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、『
源
氏
物
語
』
に
記
さ
れ
た
浄
土
の
見
立
て
表
現
の
全
て
が
、
そ
の

内
側
に
人
の
生
の
苦
し
み
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
不
変
の
理
想
郷

で
あ
る
浄
土
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
変
転
す
る
人
の
運
命
に
目
を
向
け
る
と

い
う
特
質
が
『
源
氏
物
語
』
に
は
顕
著
だ
。
そ
れ
は
⑨
の
蓬
生
巻
で
、
兄
禅
師
の
口

を
借
り
て
「
生
け
る
浄
土
の
飾
り
に
劣
ら
ず
」
と
、
源
氏
主
催
の
追
善
法
華
八
講
の

盛
儀
を
称
賛
す
る
一
方
、
源
氏
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
た
末
摘
花
の
絶
望
と
孤
独
に
語
り

手
が
筆
を
割
い
て
い
る
点
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

　
　

 

さ
て
も
、
か
ば
か
り
つ
た
な
き
身
の
あ
り
さ
ま
を
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
つ
か
な
く

て
過
ご
し
た
ま
ふ
は
、
心
憂
の
仏
、
菩
薩
や
、
と
つ
ら
う
お
ぼ
ゆ
る
を
、
げ
に

限
り
な
め
り
と
や
う
や
う
思
ひ
な
り
た
ま
ふ
に
（
後
略
）（
蓬
生
巻
／
三
三
七

〜
三
三
八
頁
）

　

源
氏
の
帰
京
を
知
っ
た
末
摘
花
の
心
に
去
来
し
た
の
は
、
窮
乏
す
る
己
を
顧
み
な

い
源
氏
へ
の
恨
み
と
、
関
係
の
終
焉
を
思
う
寂
寥
感
を
帯
び
た
覚
悟
で
あ
っ
た
。
追

善
法
華
八
講
の
様
子
を
浄
土
に
見
立
て
、
主
催
者
で
あ
る
源
氏
を
仏
菩
薩
に
擬
え
る

こ
と
に
よ
り
、
救
い
取
ら
れ
ぬ
末
摘
花
の
苦
し
み
が
露
呈
し
て
い
る
。

　

思
え
ば
⑫
の
御
法
巻
で
も
、「
仏
の
お
は
す
な
る
所
の
あ
り
さ
ま
遠
か
ら
ず
思
ひ

や
ら
れ
て
」
と
、
法
華
経
千
部
供
養
の
盛
儀
を
描
く
傍
ら
、
物
語
は
残
り
少
な
い
自

ら
の
命
に
思
い
を
馳
せ
る
紫
の
上
の
孤
愁
に
目
を
向
け
て
い
た
。
大
君
・
中
の
君
の

琴
の
音
に
対
し
て
「
極
楽
思
ひ
や
ら
れ
は
べ
る
」
と
評
し
た
⑭
の
橋
姫
巻
の
例
も
ま

た
、
出
家
入
道
を
望
み
な
が
ら
も
、
姫
君
た
ち
の
存
在
が
絆
と
な
り
果
た
せ
な
か
っ

た
、
八
の
宮
の
俗
聖
と
し
て
の
生
き
方
を
照
ら
し
返
し
て
い
る
。「
極
楽
浄
土
」
へ

の
憧
憬
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
、
物
語
は
憂
世
に
生
き
る
人
間
の
苦
患
を
問
い
直
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
称
さ
れ
る
六
条
院
が
、
四
方
に
四

季
の
景
を
配
し
た
、
四
方
四
季
の
館
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
示
唆
的

だ
。
先
例
と
し
て
は
、
前
述
し
た
①
の
『
宇
津
保
物
語
』
の
吹
上
宮
が
知
ら
れ
て
い

る
が
31 

、
四
方
四
季
を
論
じ
る
際
に
重
視
さ
れ
て
い
る
陰
陽
五
行
説
（
陰
陽
五
行

思
想
）32 

は
、
早
く
か
ら
仏
教
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
た
33 

。
梁
の
僧
宝
亮
の
撰
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と
さ
れ
る
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
巻
十
二
で
は
、
須
弥
山
の
四
方
に
配
さ
れ
た
四
大

洲
34 
の
中
で
も
、
北
方
の
鬱
単
越
が
勝
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
四
方
に
四
季

が
配
さ
れ
、
季
節
の
推
移
に
従
っ
て
自
然
が
循
環
す
る
「
功
」
が
集
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　

 

四
天
下
中
。
欝
單
越
勝
也
。
此
方
春
東
夏
南
。
秋
西
冬
北
。
萬
物
春
生
夏
長
。

秋
實
冬
藏
。
衆
功
畢
也
。（
三
七
巻
／
四
三
二
頁
中
段
）

　

鬱
単
越
は
人
間
の
住
む
四
大
洲
の
中
で
最
も
天
に
近
い
土
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
住

む
者
の
寿
命
は
千
歳
を
越
え
、
天
の
如
き
快
楽
を
得
ら
れ
る
と
さ
れ
た
35 

。『
文
陀

竭
王
経
』
に
は
、
鬱
単
越
に
は
貧
富
の
差
が
無
く
、
住
人
は
皆
平
等
で
衣
食
に
困
ら

な
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

王
聞
北
方
有
欝
單
曰
天
下
大
樂
人
民
熾
盛
。
王
意
欲
往
到
其
國
。
其
國
中
無
貧

窮
。
無
豪
羸
強
弱
。
無
有
奴
婢
尊
卑
。
皆
同
一
等
。
令
我
人
衆
官
屬
共
食
之
自

然
粳
米
。
自
然
衣
被
服
飾
諸
珍
寶
。（
一
巻
／
八
二
四
頁
中
段
〜
下
段
）

　

四
方
四
季
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
に
お
け
る
理
想
世
界
を
彷
彿
さ
せ
る
要
素
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
光
源
氏
の
栄
華
を
象
徴
す
る
六
条
院
は
、
鬱
単
越
と
同

じ
く
四
方
四
季
の
構
造
を
持
ち
な
が
ら
も
、
誰
も
が
平
等
で
安
寧
を
得
る
理
想
境
と

は
な
り
得
な
か
っ
た
。
光
に
満
ち
た
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
に
も
影
の
部
分
が
あ
る

こ
と
、
即
ち
、
女
君
た
ち
の
こ
の
世
に
生
き
る
苦
患
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
、「
極
楽
浄
土
」
の
見
立
て
表
現
を
通
し
て
物
語
は
浮
か
び
上
が
ら
せ
て

い
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
に
着
目
し
て
き

た
が
、「
極
楽
」
が
こ
の
上
な
い
光
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
極
楽
に
見

立
て
ら
れ
た
現
世
の
苦
の
世
界
が
、
よ
り
陰
影
を
増
し
て
反
照
す
る
と
い
う
構
図
が

『
源
氏
物
語
』
に
は
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
極
楽
浄
土
を
美
の
表
象
と
し
て
享
楽
的
に

捉
え
た
表
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
憂
世
か
ら
の
救
済
を
希
求
し
浄
土
を
憧
憬
す
る
、

人
の
身
ゆ
え
の
切
実
な
思
い
を
孕
ん
だ
叙
述
と
考
え
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
眼

前
に
現
出
し
た
浄
土
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
救
わ
れ
難
い
人
間
の
苦
し
み
を
も
照
ら

し
返
す
、
透
徹
し
た
浄
土
観
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
、
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
の
内
実
に
つ
い
て

論
じ
た
。
当
時
、
極
楽
浄
土
の
荘
厳
美
の
世
界
に
人
々
は
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
、
信

仰
へ
と
誘
わ
れ
た
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
束
の
間
現
出
し
た
浄
土
の
光
景

が
立
ち
消
え
る
と
同
時
に
、
登
場
人
物
が
抱
く
懊
悩
や
罪
が
陰
影
を
増
し
て
浮
か
び

上
が
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
賢
木
巻
の
藤
壺
出
家
の
場
面
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
極
楽
浄
土
の
見
立
て
表
現
を
通
じ
、
救
わ
れ
が
た
い
人
の
身
の
儚
さ
が
照
ら
し

出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
奇
し
く
も
そ
れ
は
、
末
法
の
世
を
前
に
救
済
の
不
安
に
慄

き
、
浄
土
の
美
を
現
出
し
た
空
間
に
祈
り
を
込
め
た
、
平
安
期
の
浄
土
願
生
者
た
ち

の
葛
藤
と
も
響
き
合
う
。『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
が
、
過
去
の
苦
難
を
乗
り
越

え
た
現
在
の
栄
達
や
幸
福
、
あ
る
い
は
比
類
な
き
主
家
の
栄
華
と
い
っ
た
、「
明
」

の
部
分
を
強
調
す
る
た
め
に
浄
土
の
見
立
て
を
用
い
て
い
た
の
に
対
し
、
極
楽
が
照

ら
し
出
す
「
暗
」
の
部
分
に
目
を
向
け
た
『
源
氏
物
語
』
の
浄
土
観
は
、
そ
の
切
実

さ
に
お
い
て
明
ら
か
に
深
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊ 

本
文
の
引
用
は
、『
日
本
書
紀
』『
宇
津
保
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』

『
古
今
和
歌
集
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
新
日
本
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古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
風
雅
和
歌
集
』『
長
秋
詠
藻
』
は
国
歌
大
観
、『
小
右
記
』

は
大
日
本
古
記
録
、『
百
錬
抄
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）、『
無
量
寿
経
』

『
阿
弥
陀
経
通
賛
疏
』『
大
般
涅
槃
経
集
解
』『
文
陀
竭
王
経
』
は
大
正
新
脩
大
蔵
経
（
大
正

新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
）
に
拠
っ
た
。

注1　

 

往
生
を
希
求
す
る
者
に
は
上
中
下
の
三
つ
の
機
根
（
能
力
・
資
質
）
の
別
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
方
法
に
則
っ
て
修
行
を
す
る
こ
と
で
、
極
楽
往
生
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う

教
え
。

2　

 

片
根
満
保
氏
は
、
女
君
の
存
在
に
焦
点
を
当
て
最
大
限
の
賛
辞
を
贈
る
こ
と
で
、
六
条

院
の
主
で
あ
る
源
氏
を
称
賛
す
る
と
い
う
叙
述
の
方
法
に
着
目
し
、
初
音
巻
冒
頭
の
記

述
は
、「
世
俗
を
超
越
し
た
源
氏
の
栄
華
の
内
実
」
を
、「
特
に
女
君
達
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
語
っ
て
い
こ
う
」
と
す
る
物
語
の
姿
勢
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い

る
。（
片
根
満
保
「
六
条
院
の
女
君
達

―
初
音
巻
・
胡
蝶
巻
を
中
心
に

―
」
／
『
国

語
と
国
文
学
』
第
七
六
巻
六
号
／
一
九
九
九
年
六
月
）

3　

 

高
木
宗
監
『
源
氏
物
語
に
お
け
る
仏
教
故
事
の
研
究
』（
桜
楓
社
／
一
九
八
〇
年
）、
同

『
源
氏
物
語
と
仏
教
』（
桜
楓
社
／
一
九
九
一
年
）

4　

 

西
田
禎
元
『
日
本
文
学
と
『
法
華
経
』』（
論
創
社
／
二
〇
〇
〇
年
）

5　

 

岩
瀬
法
雲
『
源
氏
物
語
と
仏
教
思
想
』
第
一
章
（
笠
間
書
院
／
一
九
七
二
年
）、
田
村

圓
澄
「『
源
氏
物
語
』
と
浄
土
教
」（『
日
本
佛
教
史
二
』
奈
良
・
平
安
時
代
／
法
藏
館

／
一
九
八
三
年
）、
間
中
富
士
子
「
源
氏
物
語
に
現
れ
た
天
台
仏
教
」（『
新
国
学
の
視

点
』
／
国
学
院
大
学
院
友
学
術
振
興
会
編
／
桜
楓
社
／
一
九
九
三
年
）

6　

 

三
角
洋
一
「『
源
氏
物
語
』
に
見
る
女
性
と
仏
教
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
九

巻
八
号
／
至
文
堂
／
二
〇
〇
四
年
八
月
）

7　

 

重
松
信
弘
『
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想

―
仏
教
思
想
と
そ
の
文
芸
的
意
義
の
研
究

―
』（
平
楽
寺
書
店
／
一
九
六
七
年
）

8　

 

慧
慈
は
聖
徳
太
子
の
仏
教
の
師
と
し
て
推
古
天
皇
三
年
（
五
九
五
）
に
来
朝
し
、
以
降

国
政
や
外
交
の
助
言
者
と
し
て
、
聖
徳
太
子
と
深
い
交
誼
を
結
ん
で
い
た
。

9　

 

参
考
ま
で
に
述
べ
て
お
く
と
、『
伊
予
国
風
土
記
』
の
「
湯
の
郡
、
伊
社
迩
波
」
の
条

に
残
さ
れ
た
碑
文
に
は
、
現
世
の
浄
土
た
る
理
想
郷
「
寿
国
」
の
思
想
が
見
え
る
。
こ

れ
は
推
古
天
皇
四
年
（
五
九
六
）
十
月
に
、
慧
慈
と
聖
徳
太
子
が
湯
岡
温
泉
を
旅
し
た

折
の
事
跡
を
記
し
た
も
の
だ
。
金
任
仲
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
言
う
「
寿
国
」
に
は
極

楽
浄
土
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
理
想
的
な
統
治
下
で
、
こ
の
世
を
浄
土
に
せ
ん
と

願
う
為
政
者
の
冀
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。（
金
任
仲
「
高
句
麗
僧
慧
慈
と
聖

徳
太
子 : 

「
伊
予
湯
岡
碑
文
」
を
中
心
に
」
／
『
文
芸
研
究
：
明
治
大
学
文
学
部
紀
要
』

第
一
三
九
号
／
二
〇
一
九
年
）

10　

 

六
往
生
伝
と
は
、
平
安
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
撰
述
さ
れ
た
『
日
本
往
生
極
楽
記
』

（
慶
滋
保
胤
）・『
続
本
朝
往
生
伝
』（
大
江
匡
房
）・『
拾
遺
往
生
伝
』（
三
善
為
康
）・『
後

拾
遺
往
生
伝
』（
三
善
為
康
）・『
三
外
往
生
記
』（
釈
蓮
禅
）・『
本
朝
新
修
往
生
伝
』（
藤

原
宗
友
）
の
六
種
の
往
生
伝
を
指
す
。

11　

 

古
代
社
会
に
お
い
て
、「
夢
」
は
神
仏
や
霊
魂
と
の
交
流
を
も
た
ら
す
場
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
郷
信
綱
氏
（『
古
代
人
と
夢
』
／
平
凡
社
／
一
九
七
二
年
）

や
、
上
野
勝
之
氏
（『
夢
と
モ
ノ
ノ
ケ
の
精
神
史
：
平
安
貴
族
の
信
仰
世
界
』
／
京
都

大
学
学
術
出
版
会
／
二
〇
一
三
年
）
の
研
究
に
詳
し
い
。

12　

 

源
信
や
慶
滋
保
胤
が
中
核
を
担
っ
た
念
仏
結
社
で
あ
る
二
十
五
三
昧
会
で
は
、
往
生
者

と
結
縁
衆
の
間
で
誓
い
が
交
わ
さ
れ
、
往
生
の
成
否
に
よ
っ
て
引
接
結
縁
や
滅
罪
供
養

す
る
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
。『
二
十
五
三
昧
式
』
に
は
、
先
に
往
生
を
果
た
し
た
者

が
現
世
の
結
縁
者
に
往
生
の
可
否
を
知
ら
せ
る
と
い
う
誓
い
が
見
え
る
。

13　

 

往
生
の
た
め
の
行
業
に
つ
い
て
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
十
六
観
か
ら
な
る
観
法
の
う

ち
、
九
段
階
の
往
生
に
つ
い
て
説
い
た
第
十
四
〜
十
六
観
の
後
三
観
（
九
品
段
）
に
詳

し
い
。
ま
た
二
十
五
三
昧
会
で
は
、「
一
。
可
三
毎
月
十
五
日
勤
二
修
念
佛
三
昧
一
事　

右
今
日
是
彌
陀
垂
二
感
應
一
。
閻
王
記
二
善
惡
一
之
齊
也
。
結
衆
殊
愼
二
三
業
一
。
堅
護
二
衆

戒
一
不
レ
生
二
放
逸
之
行
一
。
勿
レ
從
二
世
路
之
事
一
」（「
横
川
首
楞
嚴
院
二
十
五
三
昧
起

請
」
／
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
八
四
巻
／
八
七
八
頁
中
段
）
と
、
戒
律
を
守
っ
て
念
仏

を
唱
え
る
こ
と
が
、
往
生
を
遂
げ
る
た
め
に
必
要
な
姿
勢
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
た
だ

し
往
生
伝
で
は
、
各
伝
と
も
に
平
時
の
行
業
よ
り
も
臨
終
時
の
あ
り
方
に
着
目
し
て
お

り
、
特
に
生
者
に
示
さ
れ
た
奇
瑞
・
夢
告
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
西
口
順
子
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氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
西
口
順
子
「
浄
土
願
生
者
の
苦
悩

―
往
生
伝
に
お

け
る
奇
瑞
と
夢
告

―
」
／
『
平
安
時
代
の
寺
院
と
民
衆
』
／
法
藏
館
／
二
〇
〇
四
年
）

14　
 

臨
終
に
際
し
、「
聖
衆
来
迎
」
を
求
め
て
行
う
念
仏
の
作
法
の
こ
と
を
言
う
。
源
信
は

『
往
生
要
集
』
巻
中
・
大
文
第
六
「
別
時
念
仏
」
に
お
い
て
、
臨
終
行
儀
の
項
を
設
け
、

浄
土
教
に
お
け
る
臨
終
行
儀
の
次
第
と
、
臨
終
に
際
し
て
正
念
を
得
る
た
め
の
注
意
点

に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。

15　

 

同
様
の
話
が
、『
大
鏡
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

16　

 

注
13
西
口
氏
前
掲
論
文
。

17　

 

注
11
上
野
氏
前
掲
書
。

18　

 

松
岡
智
之
「
浄
土

―
浄
土
三
部
経
」（『
国
文
学
：
解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
一
巻
五
号
／

二
〇
〇
六
年
五
月
）

19　

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
釈
教
歌
の
研
究
を
中
心
に
同
様
の
指
摘
が
為
さ
れ
て
い
る
。
釈

教
歌
の
詠
み
ぶ
り
の
変
化
に
着
目
し
た
平
野
多
恵
氏
は
、
仏
典
の
表
現
が
伝
統
的
な
和

歌
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、「
和
歌
的
な
現
実
世
界
の
中
に
仏

の
超
越
世
界
を
見
る
こ
と
で
も
あ
り
、
日
本
の
仏
教
が
行
き
着
い
た
終
着
点
の
一
つ
」

で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。（
平
野
多
恵
「
釈
教
歌
の
方
法
と
文
体
」
／
『
日
本
文
学
』

第
六
三
巻
七
号
／
二
〇
一
四
年
七
月
）

20　

 

参
考
ま
で
に
述
べ
て
お
く
と
、『
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
金
銀
琉
璃
頗
梨
車

赤
珠
馬
瑙
」

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
十
二
巻
／
三
四
七
頁
上
段
）、『
無
量
寿
経
』
に
は
、「
金
銀
琉

璃
珊
瑚
琥
珀
車

瑪
瑙
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
十
二
巻
／
二
七
〇
頁
上
段
）、『
法
華

経
』「
見
宝
塔
品
」
に
は
、「
金
銀
琉
璃
車

馬
腦
眞
珠
玫
瑰
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

九
巻
／
三
二
頁
中
段
）
と
、
七
宝
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

21　

 

七
宝
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
、
三
重
の
垣
を
巡
ら
せ
て
四
方
に
は
園
林
が
広
が
る
吹
上
宮

の
構
造
に
つ
い
て
は
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
二
「
欣
求
浄
土
」
の
記
述
の
他
、
阿
含

経
典
に
見
え
る
、
逍
遥
す
る
者
に
娯
楽
・
快
楽
を
与
え
る
と
い
う
四
方
園
林
か
ら
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
張
可
勝
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
四
方
四
季
」
／
『
北
海
道
大

学
大
学
院
文
学
院
研
究
論
集
』
第
一
九
号
／
二
〇
一
九
年
一
二
月
）

22　

 

四
方
四
季
の
館
に
つ
い
て
は
、
竜
宮
の
如
き
異
界
性
を
指
摘
し
た
室
城
秀
之
氏
の
論

（「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
空
間

―
吹
上
の
時
空
を
め
ぐ
っ
て

―
」
／
『
う
つ
ほ
物
語

の
表
現
と
論
理
』
中
古
文
学
研
究
叢
書
二
／
若
草
書
房
／
一
九
九
六
年
）
や
、
竜
宮
城

や
浄
土
の
よ
う
な
理
想
境
の
表
現
と
し
て
、
神
仙
世
界
に
通
じ
る
理
想
性
が
託
さ
れ
て

い
る
と
述
べ
た
三
谷
栄
一
氏
の
論
（『
物
語
史
の
研
究
』
第
三
編
第
三
章
／
有
精
堂
出

版
／
一
九
六
七
年
）
に
詳
し
い
。

23　

 

秋
山
虔
「
源
氏
物
語
「
初
音
」
巻
を
読
む

―
六
条
院
の
一
断
面
図

―
」（『
平
安
時

代
の
歴
史
と
文
学
』
文
学
篇
／
山
中
裕
編
／
吉
川
弘
文
館
／
一
九
八
一
年
）、 

増
田
繁

夫
「
春
秋
の
争
い

―
玉
鬘
・
初
音
・
胡
蝶
」（『
国
文
学
：
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第

三
二
巻
一
三
号
／
學
燈
社
／
一
九
八
七
年
十
一
月
）、
原
田
敦
子
「
栄
華 

そ
の
光
と
影

―
源
氏
物
語
初
音
・
胡
蝶
巻
と
紫
式
部
日
記

―
」（『
国
文
学
攷
』
第
一
一
八
号
／

一
九
八
八
年
六
月
）

24　

 

初
音
巻
で
は
、「
山
吹
に
も
て
は
や
し
た
ま
へ
る
御
容
貌
な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
、

こ
こ
ぞ
曇
れ
る
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
、
隈
な
く
に
ほ
ひ
き
ら
き
ら
し
く
、
見
ま
ほ
し

き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
」（
初
音
巻
／
一
四
八
頁
）
と
、
源
氏
を
惹
き
つ
け
る
玉
鬘
の

美
貌
が
語
ら
れ
て
い
る
。
上
原
作
和
氏
は
、
胡
蝶
巻
の
季
御
読
経
に
お
い
て
、
玉
鬘
を

表
象
す
る
「
山
吹
」
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
物
語
が
「
幻
想
の
異
空
間
か
ら
、
現
実
的

な
色
好
み
の
空
間
へ
と
変
容
」
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
指
摘
す
る
。（
上
原
作
和
「
恍
惚

の
光
源
氏

―
「
胡
蝶
の
舞
」
の
陶
酔
と
覚
醒
」
／
『
系
図
を
よ
む
／
地
図
を
よ
む

―
物
語
時
空
論
』
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
第
七
巻
／
勉
誠
出
版
／
二
〇
〇
一
年
）

25　

 

和
辻
哲
郎
「
日
本
の
文
芸
と
仏
教
思
想
」（『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
四
巻
／
岩
波
書
店
／

一
九
六
二
年
）

26　

 

注
25
和
辻
氏
前
掲
書
。
和
辻
氏
は
法
会
の
美
的
観
想
の
世
界
を
指
し
て
「
陶
酔
」
と
表

現
し
、
労
働
か
ら
乖
離
し
た
安
逸
な
貴
族
生
活
に
お
い
て
の
み
成
し
得
る
美
の
感
得
の

あ
り
方
だ
と
し
た
。

27　
 

倉
田
実
「
男
と
女
が
見
入
る
鏡
の
影
：
平
安
貴
族
の
調
度
に
託
す
情
愛
表
現
」（『
大
妻

女
子
大
学
紀
要
・
文
系
』
第
四
五
号
／
二
〇
一
三
年
三
月
お
よ
び
『
王
朝
の
恋
と
別
れ:

言
葉
と
物
の
情
愛
表
現
』
／
森
話
社
／
二
〇
一
四
年
一
一
月
所
収
）

28　

 「
か
ね
て
ぞ
見
ゆ
る
」
と
は
、
正
月
行
事
で
あ
る
歯
固
の
祝
歌
「
近
江
の
や
鏡
の
山
を

立
て
た
れ
ば
か
ね
て
ぞ
見
ゆ
る
君
が
千
歳
は
」（『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
／
神
遊
び
の

歌
／
一
〇
八
六
番
歌
／
大
友
黒
主
）
を
引
い
た
表
現
で
、
新
年
に
ふ
さ
わ
し
い
祝
意
が
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添
え
ら
れ
て
い
る
。

29　
 

中
井
和
子
氏
は
、
物
語
が
「
極
楽
思
ひ
や
ら
る
る
夜
の
さ
ま
」
と
記
し
た
の
は
、
二
人

の
思
い
を
仏
が
感
得
し
た
と
で
も
言
う
よ
う
な
叙
述
で
あ
り
、
逆
説
的
に
、
こ
う
い
う

形
で
な
け
れ
ば
、
源
氏
と
藤
壺
が
一
つ
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
と
述
べ
て
い
る
。（
中
井
和
子
『
源
氏
物
語
と
仏
教
』
第
一
章
／
東
方
出
版
／

一
九
九
八
年
）

30　

 

木
澤
景
氏
は
賢
木
巻
の
当
該
場
面
に
つ
い
て
、「
こ
の
世
の
「
自
然
」
が
「
極
楽
」
を

現
出
さ
せ
る
契
機
と
し
て
働
く
と
同
時
に
無
常
な
る
も
の
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と

述
べ
、「
無
常
で
あ
る
こ
の
世
に
お
い
て
、
そ
れ
で
も
「
極
楽
」
を
垣
間
見
よ
う
と
す

る
衆
生
の
苦
し
み
」
を
指
摘
し
て
い
る
。 （
木
澤
景
「
極
楽
浄
土
の
あ
ら
わ
れ

―
『
源

氏
物
語
』
と
日
本
仏
教
に
お
け
る
浄
土
の
思
想

―
」
／
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第

八
〇
号
／
ぺ
り
か
ん
社
／
二
〇
一
二
年
）

31　

 

吹
上
宮
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
構
想
へ
与
え
た
影
響
が
古
来
よ
り
指

摘
さ
れ
て
き
た
。『
河
海
抄
』
は
、「
う
つ
ほ
の
物
語
云
紀
伊
国
む
ろ
の
郡
に
神
な
ひ
の

た
ね
松
と
い
ふ
長
者
吹
上
浜
の
わ
た
り
に
（
中
略
）
四
面
八
町
の
う
ち
に
四
季
を
わ
け

て
す
ま
ひ
け
り
と
い
へ
る
相
似
た
り
」
と
、
六
条
院
の
準
拠
と
し
て
『
宇
津
保
物
語
』

の
吹
上
宮
を
指
摘
し
て
い
る
。

32　

 

古
代
中
国
で
生
じ
た
「
道
」
の
思
想
。
陰
陽
と
は
、
陽
が
極
ま
る
と
陰
に
転
じ
る
よ
う

に
、
こ
の
世
は
相
反
す
る
二
つ
の
も
の
が
一
つ
と
な
り
、
常
に
変
化
し
続
け
て
い
る
こ

と
を
言
う
。
ま
た
五
行
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
や
事
象
は
水
木
火
土
金
の
五
つ

の
元
素
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
循
環
す
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
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例
え
ば
天
台
智
顗
の
『
摩
訶
止
観
』
巻
八
「
観
病
患
境
」
で
は
、
陰
陽
五
行
説
に
基
づ

く
身
体
観
が
説
か
れ
て
い
る
。
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須
弥
山
の
四
方
を
囲
む
四
つ
の
島
を
言
う
。
い
ず
れ
も
人
間
が
住
む
土
地
で
、
北
方
の

鬱
単
越
、
東
方
の
弗
婆
堤
、
西
方
の
瞿
陀
尼
、
南
方
の
閻
浮
堤
に
分
か
れ
て
い
る
。
同

じ
人
間
界
で
あ
り
な
が
ら
、
天
に
近
い
高
所
に
あ
る
北
方
の
鬱
単
越
の
住
人
の
寿
命
が

千
歳
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
低
所
に
あ
る
南
方
の
閻
浮
堤
の
住
人
の
寿
命
は
百
歳
で
あ

る
な
ど
、
四
大
洲
の
中
に
も
位
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

35　

 

唐
代
の
僧
慧
琳
が
ま
と
め
た
音
義
書
で
あ
る
『
一
切
経
音
義
』
巻
二
十
五
に
は
、「
鬱

單
越
國
亦
名
北
倶
盧
洲
此
云
高
上
地
四
方
正
等
人
面
如
之
定
壽
千
歳
如
天
快
樂
佛
法
不
聞
名
爲
難
處
」

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
四
巻
／
四
六
五
頁
中
段
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。


