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唱
導
の
場
か
ら
生
ま
れ
た
和
歌

　
　
　
　

―
『
古
今
和
歌
集
』
の
安
倍
清
行
と
小
野
小
町
の
贈
答
を
め
ぐ
っ
て
―

　
　

は
じ
め
に

　
『
古
今
和
歌
集
』恋
部
に
、安
倍
清
行
と
小
野
小
町
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
贈
答
が
あ
る（
恋

歌
二
、五
五
六
・
五
五
七
番
歌
）
1
（

）。

　
　
　
　

し
も
つ
い
づ
も
で
ら
に
人
の
わ
ざ
し
け
る
日
、
真
せ
い
法
し
の
だ
う
し
に
て
い
へ

　
　
　
　

り
け
る
事
を
歌
に
よ
み
て
を
の
の
こ
ま
ち
が
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
べ
の
き
よ
ゆ
き
の
朝
臣

    　

つ
つ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見
ぬ
め
の
涙
な
り
け
り

    　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
ま
ち

    　

お
ろ
か
な
る
涙
ぞ
そ
で
に
玉
は
な
す
我
は
せ
き
あ
へ
ず
た
き
つ
せ
な
れ
ば

下
出
雲
寺
で
「
人
の
わ
ざ
」（
法
事
）
を
し
た
日
、真
静
法
師
が
導
師
と
し
て
言
っ
た
こ
と
を
、

安
倍
清
行
が
和
歌
に
詠
ん
で
小
野
小
町
の
と
こ
ろ
に
贈
っ
た
。
そ
の
和
歌
と
小
町
の
返
歌
が

記
さ
れ
て
い
る
。
詞
書
の
「
だ
う
し
に
て
い
へ
り
け
る
事
」
と
は
、
真
静
法
師
が
法
事
で
導

師
と
し
て
発
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　

日
本
文
学
研
究
で
は
、
法
会
の
進
行
を
司
り
人
々
を
仏
法
へ
と
導
く
役
割
を
果
た
し
た
導

師
と
そ
の
行
為
を
「
唱
導
」
と
呼
ん
で
研
究
対
象
と
し
て
き
た

）
2
（

。
導
師
の
言
葉
に
は
、
表
白

や
願
文
（
法
会
の
開
催
趣
旨
を
綴
っ
た
文
章
）、
仏
釈
や
経
釈
（
仏
や
経
に
つ
い
て
の
講
釈
）
の
他
、

譬
喩
や
因
縁
譚
（
物
語
を
用
い
た
説
示
）、
施
主
段
（
施
主
を
讃
歎
す
る
文
言
）
な
ど
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
書
き
留
め
た
も
の
が
唱
導
資
料
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
書
き
残
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
我
々
は
「
唱
導
」
の
言
葉
の
い
く
つ
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
資
料
が
な
い
。
そ
の
場
か
ぎ
り
の

声
技
は
文
字
に
記
録
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
安
倍
清
行
と
小
野
小

町
の
時
代
（
平
安
時
代
の
『
古
今
和
歌
集
』
成
立
よ
り
前
）
に
つ
い
て
も
、
唱
導
資
料
は
わ
ず
か

な
の
で

）
3
（

、真
静
が
ど
の
よ
う
な
「
唱
導
」
を
行
っ
て
い
た
の
か
（
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
何
を
語
っ

て
い
た
の
か
）、
詳
細
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
清
行
と
小
町
の
贈
答
は
、

和
歌
の
言
葉
と
法
会
の
言
葉
と
が
交
流
を
持
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
数
少
な
い
事

例
の
一
つ
で
あ
る
。
中
野
方
子
氏
は
、「
詞
書
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
清
行
（
お
そ
ら
く
は

小
町
も
）
が
、
真
静
法
師
の
『
法
華
経
』
の
講
説
で
語
ら
れ
た
こ
と
ば
を
、
歌
の
中
の
こ
と

ば
と
し
て
用
い
た
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
、『
古
今
集
』
唯
一
の
例
」
と
言
っ
て
い

）
4
（る
。

　

日
本
の
古
代
・
中
世
文
学
は
唱
導
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
法
会
の
場
に
お
け
る
唱
導

に
注
目
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
文
学
史
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

）
5
（

。
奈
良
時

代
・
平
安
時
代
に
つ
い
て
は
資
料
が
少
な
い
の
で
難
し
い
面
も
あ
る
が
、
以
前
、
古
代
に
お
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け
る
歌
に
つ
い
て
法
会
の
場
と
の
関
係
か
ら
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
）
6
（

。
具
体
的
に
は
、

『
万
葉
集
』
に
収
録
さ
れ
た
法
会
の
歌
を
考
察
対
象
に
し
た
。
法
会
と
無
関
係
に
あ
っ
た
歌

が
法
会
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
法
会
の
場
が
歌
の
表
現
を
育

て
て
い
っ
た
可
能
性
を
追
究
し
た
。こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
考
究
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、

『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
安
倍
清
行
と
小
野
小
町
の
贈
答
は
、
唱
導
と
の
関
係
性
が
詞
書

に
明
示
さ
れ
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
対
象
に
す
る
所
以
で
あ
る
。
幸
い
な

こ
と
に
、
こ
の
贈
答
に
つ
い
て
は
示
唆
に
富
む
先
行
研
究
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
導
き
と
し
て

考
察
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
清
行
と
小
町
に
近
い
時
代
の
資
料
と
し
て
『
東
大

寺
諷
誦
文
稿
』が
あ
る

）
7
（

。
こ
れ
は
平
安
時
代
前
期
の
唱
導
資
料
と
し
て
稀
有
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
代
の
唱
導
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う

）
8
（

。
本
稿
は
、
平
安
時
代
前

期
に
唱
導
と
和
歌
と
が
ど
の
よ
う
に
交
渉
し
た
か
、
そ
の
一
様
相
を
清
行
と
小
町
の
贈
答
を

手
掛
か
り
に
探
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

一　

真
静
法
師
の
導
師
に
て
言
へ
り
け
る
事

　

最
初
に
、
詞
書
の
「
だ
う
し
に
て
い
へ
り
け
る
事
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

内
容
と
推
定
さ
れ
る
か
確
認
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
諸
注
釈
書
・
先
行
研
究
で
は
、
概
ね

『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記
品
を
指
摘
し
て
い
る

）
9
（

。
五
百
弟
子
受
記
品
で
は
、
五
百
の
阿
羅

漢
が
仏
か
ら
記
を
受
け
る
（
成
仏
の
予
言
を
受
け
る
）
が
、
そ
の
時
、
阿
羅
漢
た
ち
は
自
分
た

ち
の
過
ち
を
悔
い
て
、「
我
等
は
完
全
な
悟
り
に
到
達
し
た
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
無
智
な
こ
と
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
我
等
は
如
来
の
智
恵
を
得
ら
れ
る
の
に
、
小
智

を
得
て
満
足
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
譬
え
て
言
う
な
ら
ば
、以
下
の
よ
う
な
話
と
同
じ
で
す
」

と
言
っ
て
、
次
の
よ
う
な
喩
え
話
を
持
ち
出
す

）
10
（

。

　
　

あ
る
人
が
親
友
の
家
に
行
っ
て
酒
に
酔
っ
て
寝
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
に
親
友
は
官
事

　
　

で
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
酔
っ
た
友
人
の
た
め
に
、
無
価
の
宝
珠

　
　

を
衣
の
裏
に
繋
け
て
（
与
え
て
）
去
っ
た
。
だ
が
、
宝
珠
を
与
え
ら
れ
た
人
は
酔
っ
て
い

　
　

て
覚
知
し
な
か
っ
た
。
そ
の
人
は
起
き
た
後
、
遊
行
し
て
他
国
へ
行
き
、
衣
食
を
得
る

　
　

た
め
に
苦
労
し
て
働
い
た
。
少
し
で
も
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
、
そ
れ
に
満
足
し
て

　
　

い
た
。
後
に
親
友
は
偶
然
友
人
に
遇
っ
て
そ
の
様
子
を
見
て
言
っ
た
。「
拙
い
こ
と
だ
。

　
　

ど
う
し
て
衣
食
の
た
め
に
、
そ
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
い
る
の
か
。
私
は
昔
、
あ
な
た
が
安

　
　

楽
に
生
活
で
き
る
よ
う
、
無
価
の
宝
珠
を
あ
な
た
の
衣
の
裏
に
繋
け
て
お
い
た
の
で
あ

　
　

る
。
そ
れ
は
現
に
今
も
在
る
。
そ
れ
な
の
に
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
知
ら
ず
、
生
活
に
苦

　
　

労
し
て
い
る
。
甚
だ
お
ろ
か
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た
は
今
か
ら
は
こ
の
宝
を
使
っ
て

　
　

必
要
な
も
の
を
求
め
れ
ば
よ
い
。
す
べ
て
思
い
通
り
に
な
り
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
な

　
　

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
喩
え
話
に
お
い
て
、「
無
価
の
宝
珠
」
は
、
仏
の
教
化
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
「
一

切
智
の
心
」
を
指
す
。
阿
羅
漢
た
ち
は
、
せ
っ
か
く
手
に
入
れ
た
一
切
智
の
心
を
す
っ
か
り

忘
れ
て
阿
羅
漢
の
道
を
得
て
悟
り
を
得
た
と
思
い
、少
し
の
智
恵
で
満
足
し
て
い
た
。
だ
が
、

か
つ
て
与
え
ら
れ
た
一
切
智
は
今
も
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
阿
羅
漢
た
ち
は
そ
れ
に
気
付

い
た
喜
び
を
述
べ
た
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

清
行
の
歌
に
あ
る
「
つ
つ
む
」「
袖
」「
白
玉
」
と
い
う
言
葉
は
、五
百
弟
子
受
記
品
の
「
以

無
價
寶
珠
、
繋
其
衣
裏
」
か
ら
出
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、
こ
れ
よ
り

適
切
な
他
の
典
拠
を
示
す
用
意
が
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
従
来
の
注
釈
に
従
っ
て
考
察
を
進

め
た
い
。

　
　

二　

恋
の
贈
答
が
生
ま
れ
た
事
情

　

こ
の
贈
答
は
『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
入
っ
て
い
る
。
清
行
と
小
町
は
、
法
事
の
言
葉
を

用
い
て
ど
の
よ
う
な
恋
の
や
り
取
り
を
し
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
前
稿
で
は
、
田
中
喜
美
春

氏
の
著
書

）
12
（

を
参
照
し
た
。
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
清
行
歌
は
雑
歌
（
あ
る
い
は
哀
傷
歌
）
と
恋
歌
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の
両
様
の
性
格
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
る
。
清
行
は
「
人
」
を
見
な
い
目
が
涙
を
流
す
と
言
っ

て
い
る
が
、
こ
の
「
人
」
に
つ
い
て
、
法
要
の
歌
と
し
て
は
故
人
を
、
恋
の
歌
と
し
て
は
小

町
を
意
味
す
る
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
贈
答
が
行
わ
れ
た
事
情
に

つ
い
て
も
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
清
行
と
真
静
と
は
親
し
い
間
柄
で
あ
り
、
清
行
は
真

静
と
相
談
し
た
上
で
、
導
師
の
言
葉
を
即
興
的
に
詠
み
こ
ん
だ
挨
拶
の
歌
を
作
っ
て
贈
っ
た

の
で
あ
る
。
深
刻
な
歌
で
は
な
く
、
小
町
に
挑
戦
す
る
歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
説
得
力
が

あ
る
論
で
、
本
贈
答
歌
の
性
格
を
適
切
に
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

小
町
の
返
歌
に
つ
い
て
は
、
贈
歌
で
詠
ま
れ
た
涙
を
川
に
見
立
て
た
。
そ
の
激
し
さ
を
主

想
と
し
て
い
る
。
清
行
の
思
い
入
れ
の
浅
さ
を
咎
め
、
自
己
の
思
い
の
深
さ
を
歌
っ
た
の
で

あ
る
。
常
套
的
な
返
歌
の
方
法
で
あ
る
が
、
涙
の
激
し
さ
に
つ
い
て
は
、
故
人
を
惜
し
む
気

持
と
、
清
行
に
会
え
ぬ
気
持
と
、
い
ず
れ
に
も
解
し
う
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
田
中
氏

は
述
べ
る
。
ま
た
、「
涙
川
」「
涙
の
川
」「
た
ぎ
つ
瀬
」「
た
ぎ
つ
心
」
を
詠
ん
だ
よ
み
人
し

ら
ず
の
歌
を
挙
げ
て
、
小
町
歌
が
古
歌
の
土
壌
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い

る
。

　

以
上
の
読
解
で
本
贈
答
の
性
質
は
よ
く
理
解
で
き
る
し
、
重
要
な
点
も
説
明
し
尽
く
さ
れ

て
い
る

）
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（

。
二
人
は
法
事
の
言
葉
を
用
い
て
恋
の
や
り
取
り
を
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
法
事
の

歌
（
故
人
を
哀
傷
す
る
歌
）
で
あ
り
つ
つ
、
恋
の
歌
で
も
あ
る
贈
答
が
生
み
出
さ
れ
た
。
た
だ

し
、も
う
少
し
考
え
た
い
点
も
残
さ
れ
て
い
る
。
清
行
は
「
つ
つ
む
」「
袖
」「
白
玉
」
な
ど
、

法
事
に
関
係
す
る
言
葉
（
五
百
弟
子
受
記
品
の
内
容
に
関
係
す
る
言
葉
）
で
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で

あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
町
も
法
事
に
関
係
す
る
言
葉
を
用
い
て
返
し
た
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
れ
か
。「
玉
」「
せ
き
あ
へ
ず
」「
た
き
つ
せ
」
な
ど
が
関
係
す
る
可

能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
敢
え
て
法
事
と
結
び
付
け
な
く
て
も
理
解
可
能
で
あ
る
（
田
中

氏
が
示
し
た
古
歌
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
）。
法
事
と
の
関
係
性
も
探
る
べ
き
だ
が
、

ひ
と
ま
ず
後
回
し
に
し
た
い
。
こ
れ
以
外
で
検
討
す
べ
き
は
「
お
ろ
か
な
る
」
で
あ
る
。『
法

華
経
』
で
は
宝
珠
は
一
切
智
の
心
を
喩
え
て
い
た
。
清
行
は
そ
れ
を
「
袖
に
た
ま
ら
ぬ
」
と

詠
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
宝
を
手
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
悟
り
を
得
ら
れ
て
い

な
い
状
態
を
「
お
ろ
か
」
と
言
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
予
想
は
で
き
る
の

で
あ
る
が
、
実
は
「
お
ろ
か
」
が
法
事
の
言
葉
で
あ
る
可
能
性
は
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
い
た

）
14
（

。
そ
れ
を
参
照
し
つ
つ
、小
町
歌
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
察
を
深
め
て
み
た
い
。

　
　

三　

お
ろ
か
な
る
涙

　
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
が
『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記
品
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し

た
の
は
新
井
栄
蔵
氏
で
あ
る

）
15
（

。『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記
品
に
は
「
都
て
覚
知
せ
ず
」「
拙

か
な
」「
癡
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、「
癡
」
に
つ
い
て
『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
オ

ロ
カ
ナ
リ
」
の
訓
が
あ
る
。
小
町
は
『
法
華
経
』
の
文
脈
（「
無
價
寶
珠
」
に
気
付
い
て
い
な
い

こ
と
を
「
癡
」
と
言
う
）
を
知
っ
て
い
て
「
お
ろ
か
な
り
」
と
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘

し
た
。
相
手
が
法
事
の
言
葉
を
使
っ
て
詠
み
か
け
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
法
事

の
言
葉
を
使
っ
て
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
制
約
の
中
で
う
ま
く
返
し
て
こ

そ
、
清
行
の
挑
戦
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
小
町
の
歌
の
う
ち
、
法

事
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
相
手
に
（
ま
た
享
受
者
に
）
明
確
に
示
す
言
葉
は
、
や
は
り
「
お

ろ
か
な
る
」
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
小
町
が
法
事
の
言
葉
と
し
て
「
お
ろ
か
な
る
」
を
詠
み
込

ん
だ
と
考
え
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　

小
町
歌
の
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
は
、
通
常
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
か
。
い
い
加
減
な
気
持

ち
で
流
す
涙
、
相
手
の
こ
と
を
真
剣
に
思
っ
て
な
い
涙
、
切
実
で
な
い
涙
、
浅
い
心
か
ら
流

れ
る
涙
、
な
ど
と
訳
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
恋
歌
と
し
て
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
導
師
の
言
っ
た
法
事
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
小
町
は
「
愚
か
な
涙
」

の
意
味
も
こ
め
て
こ
の
言
葉
を
使
用
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
新
井
氏
は
非
常
に
重
要
な
指
摘
を
し
て

い
る
。
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『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
涙
に
つ
い
て
お
ろ
か
だ
と
表
現
で
き
た
よ
う
で
す
。
涙
と
い

　
　

う
の
は
心
と
対
置
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
ま
し
て
、
心
が
あ
る
動
き
を
し
ま
す
と
涙
が
そ

　
　

れ
を
見
て
い
ま
し
て
、
あ
あ
ど
う
も
こ
の
人
は
悲
し
ん
で
い
る
な
と
こ
う
判
断
い
た
し

　
　

ま
し
て
、
涙
が
自
発
的
に
流
れ
出
す
、
こ
れ
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
論
理
で
あ
り
ま
す
。

　
　

一
種
の
擬
人
化
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。（
中
略
）
16
（

）こ
れ
を
も
っ
て
き
ま
す
と
、小
町
の「
お

　
　

ろ
か
な
る
涙
」
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
い
け
ま
す
。
涙
が
お
ろ
か
で
あ
る
と
し
て
解
釈

　
　

し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
指
摘
が
な
ぜ
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
と
、「『
古
今
和
歌
集
』
の
論
理
」
を
無
視
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
清
行
歌
は
「
涙
な
り
け
り
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

涙
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
気
付
い
た
表
現
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
清
行
は
悲
し
み
を
自
覚

し
て
、
自
分
で
涙
を
流
し
た
の
で
は
な
い
。
気
付
い
た
ら
涙
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
涙

の
所
有
者
は
「
人
を
見
ぬ
め
」
で
、
そ
の
所
有
者
は
清
行
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
涙
が
清

行
の
悲
し
み
に
気
付
い
て
自
発
的
に
流
れ
出
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
清
行
歌
は
「『
古
今

和
歌
集
』
の
論
理
」
に
従
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
涙
に
対
し
て
小
町
は
「
お
ろ
か
な
る

涙
」
と
受
け
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
涙
も
主
体
性
を
持
つ
涙
（『
古
今
和
歌
集
』
の
論
理

下
に
あ
る
涙
）
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
お
ろ
か
」
に
は
い
い
加
減
と
い
う
意
味
と
、

愚
か
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
お
ろ
か
な
る
涙
」
に
つ
い
て
は
「
い
い
加
減
な
涙
」

と
「
愚
か
な
涙
」
の
両
方
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
の
意
味
で
取
る
に
し
て
も
、

ま
ず
は
涙
を
主
体
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
行
の
気
持
ち
が

い
い
加
減
と
か
、
清
行
が
愚
か
だ
と
考
え
る
の
は
、
前
提
か
ら
間
違
っ
て
い
る
。『
古
今
和

歌
集
』
の
論
理
を
考
慮
せ
ず
、
あ
な
た
が
私
を
思
う
気
持
ち
が
い
い
加
減
だ
か
ら
涙
が
玉
に

な
る
、
の
よ
う
に
理
解
し
て
は
、
小
町
歌
の
真
の
意
味
に
到
達
で
き
な
い
。
最
終
的
に
清
行

の
気
持
ち
の
い
い
加
減
さ
を
詰
る
歌
に
な
る
と
し
て
も
、
ま
ず
は
涙
が
お
ろ
か
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
解
析
を
始
め
な
く
て
は
い
け
な
い

）
17
（

。

　

新
井
氏
の
論
は
、
二
つ
の
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
一
つ
は
、
小
町
歌
が
法
事
の

言
葉
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
論
理

で
あ
る
。「
お
ろ
か
な
る
涙
」
は
「
い
い
加
減
」
と
す
る
か
「
愚
か
」
と
す
る
か
は
と
も
か
く
、

ま
ず
は
涙
を
主
体
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
18
（い
。

　

以
下
、
法
会
の
言
葉
を
使
っ
た
返
歌
と
し
て
、
小
町
の
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
を
ど
の
よ
う

な
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
次
節
で
は
、「
お

ろ
か
」
の
語
義
を
確
認
し
て
お
く
。

　
　

四　
「
お
ろ
か
」
の
語
義

　
「
お
ろ
か
」に
つ
い
て
、内
田
賢
徳
氏
の
研
究
が
あ
る
）
19
（

。『
日
本
書
紀
』古
訓
に
お
い
て「
不
覚
」

を
「
オ
ロ
カ
」
と
訓
む
事
例
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
訓
み
が
出
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、「
お
ろ
か
」
に
つ
い
て
最
も
有
益
な
研
究
で
あ
る
と
判

断
し
た
。
こ
こ
で
は
内
田
氏
の
考
察
の
う
ち
、「
お
ろ
か
」
の
語
義
を
め
ぐ
る
分
析
結
果
を

参
照
す
る
。
内
田
氏
に
よ
れ
ば
、「
お
ろ
か
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
「
略
」「
い

い
か
げ
ん
」
の
意
で
、
平
安
期
の
物
語
に
出
現
す
る
。
も
う
一
つ
は
、「
愚
」「
ば
か
な
こ
と
」

で
、
用
例
は
漢
文
訓
読
の
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
和
文
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
。
ど
ち
ら

が
本
来
的
か
に
つ
い
て
は
、「
愚
」
で
は
な
く
「
粗
略
」
の
意
味
が
「
オ
ロ
カ
」
の
意
味
の

基
本
で
あ
っ
た
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
オ
ロ
カ
」
の
語
構
成
は
「
オ
ロ
・
カ
」
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
オ
ロ
」
は
「
ア
ラ
」（
粗
）
で
、
物
事
と
物
事
の
間
が
ま
ば
ら
な
こ

と
を
示
し
、
そ
れ
に
情
態
性
の
語
尾
「
カ
」
が
付
い
た
。

　
「
粗
」
の
意
味
の
「
お
ろ
か
」
が
持
つ
性
質
は
、
似
た
語
義
を
持
つ
「
お
ろ
そ
か
」
と
の

比
較
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
内
田
氏
の
調
査
に
従
え
ば
、「
オ
ロ
ソ
カ
」は
客
観
的
状
態
が「
粗

略
」
な
こ
と
を
表
し
て
人
の
内
面
に
関
わ
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、「
オ
ロ
カ
」
は
人
の
行

為
や
態
度
に
つ
い
て
、
そ
の
内
面
の
心
情
に
立
ち
入
る
こ
と
で
規
定
、
形
容
す
る
語
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
お
ろ
か
」
は
「
思
ふ
」
や
「
心
」（
や
そ
れ
に
類
す
る
語
）
と
と
も
に
出
現
す
る
の



唱導の場から生まれた和歌（牧野）

(5)

が
普
通
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
お
ろ
か
」
が
持
つ
こ
の
性
質
、
つ
ま
り
も
っ
ぱ
ら
心
情
の
形

容
と
し
て
あ
る
こ
と
が
、「
お
ろ
か
」
に
「
愚
」
の
意
味
が
加
わ
る
理
由
と
な
る
。
一
つ
一

つ
の
行
為
に
つ
い
て
、そ
の
際
の
心
の
在
り
よ
う
を「
お
ろ
か
」と
形
容
す
る（
誰
か
を「
思
う
」

行
為
を
「
お
ろ
か
」
＝
い
い
加
減
と
形
容
す
る
な
ど
）
の
が
本
来
の
用
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
人

格
と
い
う
次
元
に
ま
で
及
ぼ
し
て
評
価
す
る
と「
愚
」に
な
る
。何
に
対
し
て
も
い
い
加
減（
注

意
散
漫
）
な
人
は
「
愚
か
」
な
の
で
あ
る
。「
粗
」
と
「
愚
」
の
違
い
は
、
一
回
一
回
の
行
為

を
評
価
す
る
か
、
そ
れ
を
人
格
レ
ベ
ル
で
評
価
す
る
か
の
違
い
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ

）
20
（う
。

　

内
田
氏
の
論
を
踏
ま
え
て
、小
町
の
歌
に
戻
ろ
う
。
法
事
の
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

「
お
ろ
か
な
る
涙
」
に
は
「
愚
か
な
涙
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（
な
ぜ
な
ら
法
事
の
言
葉
は
漢
文
訓
読
語
を
基
本
と
す
る
か
ら
）。そ
の
場
合
、何
が
愚
か
な
の
か
。

「
愚
か
」
な
の
は
注
意
力
が
欠
如
し
て
い
る
の
が
常
態
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
が
、
要
す
る

に
大
事
な
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。察
知
で
き
な
い
、

覚
知
で
き
な
い
涙
な
の
で
あ
る
。
何
に
気
付
い
て
い
な
い
の
か
。
こ
こ
で
『
法
華
経
』
五
百

弟
子
受
記
品
を
振
り
返
っ
て
み
る
。「
お
ろ
か
」と
評
さ
れ
る
の
は
、無
価
宝
珠
を
す
で
に
持
っ

て
い
る
の
に
気
付
い
て
い
な
い
人
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
白
玉
を
す
で
に
持
っ
て

い
る
の
に
、そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
涙
を
「
愚
か
」
と
言
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

涙
が「
愚
か
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、間
接
的
に
そ
の
涙
を
所
有
す
る
主
で
あ
る
清
行
を「
愚

か
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
清
行
は
す
で
に
白
玉
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
白
玉
を
手

に
入
れ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
。そ
れ
が
愚
か
だ
と
小
町
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
清
行
は
な
ぜ
白
玉
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
涙

の
所
属
先
を
、
清
行
の
歌
に
即
し
て
、
も
う
少
し
注
意
深
く
考
え
て
み
る
。
涙
を
所
有
し
て

い
る
の
は
清
行
で
あ
る
が
、
そ
の
所
有
関
係
の
間
に
入
る
も
の
が
「
目
」
で
あ
る
。
清
行
は

目
を
持
ち
、そ
の
目
は
涙
を
持
つ
。愚
か
な
涙
を
持
つ
の
は
、愚
か
な
目
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

目
は
な
ぜ
愚
か
な
の
か
。
清
行
の
歌
に
従
え
ば
「
人
」
を
見
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重

要
な
問
題
が
生
じ
る
。「
人
」
と
は
誰
か
。
清
行
の
目
は
「
人
」
を
見
な
い
か
ら
、白
玉
を
「
袖

に
た
ま
ら
ぬ
」
と
言
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
見
な
い
こ
と
で
愚
か
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

存
在
、
そ
れ
が
「
人
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

右
は
二
人
の
贈
答
を
、
法
事
の
歌
と
し
て
解
釈
す
る
た
め
に
進
め
た
考
察
で
あ
る
。
そ
れ

を
続
け
る
前
に
、
恋
の
歌
と
し
て
解
釈
し
た
場
合
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
恋
歌
で
「
愚
か
な

涙
）
21
（

」
と
言
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
愚
か
」
な
の
か
。「
お
ろ
か
」
の
語
義
か
ら

す
れ
ば
、
涙
の
主
で
あ
る
清
行
の
悲
し
み
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な

ろ
う
。
な
ぜ
気
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
清
行
の
心
情
が
は
っ
き
り
し
て
い
な

い（
い
い
加
減
）だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
会
え
な
い
悲
し
み
の
感
情
が
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
涙
は
気
付
く
こ
と
が
で
き
ず
「
愚
か
」
に
な
る
。
新
井
氏
が
「
あ
な
た
の
思
い
が
強

く
な
く
て
、
そ
れ
に
気
付
き
も
せ
ず
に
流
れ
る
よ
う
な
お
ろ
か
な
涙
」
と
訳
し
た
通
り
で
あ

ろ
う
。
結
果
的
に
相
手
の
気
持
ち
の
中
途
半
端
さ
を
詰
る
歌
に
な
る

）
22
（

。

　
　

五　

白
玉
を
め
ぐ
っ
て

　
「
人
を
見
ぬ
め
の
涙
」
が
な
ぜ
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
進

め
る
前
に
、
寄
り
道
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
清
行
が
つ
つ
も
う
と
し
て
袖
に
た
め
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
白
玉
」
に
つ
い
て
、
追
い
か
け
て
お
き
た
い
。『
法
華
経
』
五
百

弟
子
受
記
品
の
「
無
價
寶
珠
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
し
て
も
、和
歌
世
界
に
お
け
る
「
白
玉
」

の
意
味
合
い
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
塚
田
晃

信
氏
の
論
文
を
参
照
で
き
る

）
23
（

。

　

塚
田
氏
は
、『
万
葉
集
』に
数
多
く
見
ら
れ
る「
白
玉
」は
殆
ど
真
珠
の
謂
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
古
今
集
』
六
歌
仙
時
代
や
伊
勢
の
歌
に
な
る
と
、「
涙
」
の
意
で
の
用
例
や
、
袖
・
包
む
な

ど
と
の
連
関
が
確
認
で
き
る
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
清
行
、
小
町
の
贈
答
歌
は
必
ず
し
も

独
創
的
な
表
現
で
は
な
く
、
先
行
し
た
観
念
或
い
は
同
時
代
に
お
け
る
慣
用
的
な
語
法
と
の

関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
玉
―
白
玉
―
滝
―
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涙
―
袖
―
袂
―
包
む
、
な
ど
は
一
連
の
イ
メ
ー
ジ
を
荷
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
、
そ
こ

に
（
濃
厚
な
仏
教
色
と
い
う
の
で
は
な
く
）
単
純
に
哀
傷
や
無
常
の
観
念
を
連
結
し
て
受
け

と
め
る
こ
と
が
可
能
」
な
状
況
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
仏

教
的
観
念
の
色
彩
を
全
く
除
去
し
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
が
本
来
説

く
諸
行
無
常
・
一
切
皆
空
と
い
っ
た
連
想
を
伴
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
も
さ
れ
た
。

仏
典
依
拠
を
明
示
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
体
験
の
実
感
を
仏
教
の
教
説
で
観
念
化
し
、
美

的
気
分
に
陶
酔
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
清
行
・
小
町
贈
答
歌
の
「
つ
つ

む
」「
袖
」「
白
玉
」「
涙
」「
滝
」
は
、
仏
教
的
観
念
を
帯
び
つ
つ
美
的
気
分
を
作
る
一
連
の

言
葉
と
し
て
、
慣
用
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
塚
田
氏
の
論
を
踏
ま
え
る
と
、
仏
教
的
観
念
を
漂
わ
せ
る
言
葉
を
用
い
つ

つ
、
恋
の
贈
答
を
作
り
上
げ
た
の
が
、
清
行
と
小
町
の
贈
答
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
贈
答
の
場
合
、
詞
書
に
、
導
師
が
法
事
で
言
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
、
と
は
っ
き
り

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
法
会
の
場
に
お
け
る
「
白
玉
」
の
用
例
も
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

塚
田
氏
が
仏
教
と
関
係
が
深
い
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
『
万
葉
集
』
巻
第
六
・

一
〇
一
八
番
歌
「
十
年
戊
寅
、
元
興
寺
の
僧
の
自
ら
嘆
く
歌
一
首
」
で
あ
る
。

　
　

白
玉
は
人
に
知
ら
え
ず
知
ら
ず
と
も
よ
し
知
ら
ず
と
も
我
し
知
れ
ら
ば
知
ら
ず
と
も
よ
）
24
（し

こ
の
歌
の
左
注
に
は
、「
右
の
一
首
、
或
は
云
は
く
、
元
興
寺
の
僧
、
独
覚
に
し
て
智
多
し
。

未
だ
顕
聞
あ
ら
ね
ば
、
衆
諸
狎
侮
る
。
こ
れ
に
因
り
て
、
僧
こ
の
歌
を
作
り
、
自
ら
身
の
才

を
嘆
く
、と
い
ふ
」
と
あ
る
。
自
ら
を
海
底
深
く
光
を
秘
む
る
真
珠
に
擬
え
た
自
恃
の
作
で
、

大
乗
の
教
を
「
独
覚
し
て
智
多
」
き
者
の
謙
抑
自
足
の
表
現
で
あ
る
と
左
注
は
説
明
し
た
。

こ
れ
に
従
え
ば
「
白
玉
」
は
元
興
寺
の
僧
が
獲
得
し
た
「
智
」（「
身
の
才
」）
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
歌
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
左
注
と
は
切
り
離
し
て
理
解
す
べ
き
と
の
分
析
が
あ

る
。
近
藤
信
義
氏
の
論
で
、
氏
は
こ
の
歌
を
『
万
葉
集
』
の
題
詞
や
左
注
か
ら
切
り
離
し
、

類
似
す
る
歌
謡
を
並
べ
て
分
析
し
た

）
25
（

。
そ
の
結
果
、
本
歌
謡
の
原
郷
は
創
建
時
の
元
興
寺
周

辺
の
豊
浦
で
あ
る
と
判
明
し
た
が
、「
白
玉
」「
知
る
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
同
音
「
し
」

を
句
の
頭
、
中
、
句
尾
に
配
し
て
リ
ズ
ム
と
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
い
る
こ
と
に
、
氏
は
注
目

し
て
い
る
。
旋
頭
歌
は
二
連
の
句
を
複
数
の
歌
い
手
に
よ
っ
て
、
前
句
で
問
い
か
け
、
後
句

で
答
え
る
・
あ
る
い
は
唱
和
す
る
形
式
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
も
と
も
と
は
元
興
寺
周

辺
で
集
団
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
た
土
地
讃
め
の
歌
謡
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
氏
の
結
論
で

あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
白
玉
」
は
神
聖
な
井
戸
の
水
底
に
沈
ん
で
い
る
真
珠
（
ま

た
は
井
戸
そ
の
も
の
）
で
、土
地
の
宝
と
し
て
大
事
に
守
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
題
詞
・

左
注
は
、
一
人
の
僧
の
個
的
嘆
き
に
回
収
し
た
。
以
上
か
ら
、
仏
教
が
強
く
関
わ
る
場
で
は
、

「
白
玉
」
は
大
事
に
守
る
べ
き
宝
の
喩
え
で
あ
り
、
状
況
に
よ
っ
て
は
僧
が
獲
得
し
た
「
智
」

の
喩
え
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
で
清
行
・
小
町
に
近
い
時
代
の
唱
導
資
料
で
あ
る
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
用
例
を

確
認
し
た

）
26
（い
。

盲
ヒ
タ
ル
者ヒ

ト

ハ
輪
王
ノ
瑤
冠
ヲ
覯ミ

不
、
信
セ
不ヌ

者
ハ
仏
ノ
金
軀
ヲ
瞻
不
、
卞
和
カ
玉
モ

時
ニ
値ア

ハ
不
シ
テ
ハ
寶
ナ
ラ
不
、
迦

陵

ノ
法
説
モ
器
ナ
ラ
不
シ
テ
ハ
而
瓦
礫
ニ
同
ナ
リ

右
は
「
玉
」
の
用
例
で
あ
る
が
、
不
信
の
も
の
は
仏
の
姿
を
見
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。「
玉
」
は
価
値
を
知
る
人
だ
け
が
宝
と
で
き
る
の
で
あ
る
。
仏
や
仏
の
教
え
の
価

値
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
卞
和
の
「
玉
」
が
あ
る
と
言
え
よ

）
27
（う
。

癡
愛
ノ
濤
高
ケ
レ
ハ
、
戒
ノ
珠
沈
ミ
易
シ
、（
中
略
）
客
塵
ノ
煩
惱
ノ
中
ニ
隠
レ
テ
坐

ス
仏
ノ
種
ヲ
、
我
等
カ
知
ラ
不
シ
テ
、
貧
女
ノ
坌ア

ク
タノ
黄
金
ヲ
知
ラ
不
カ
如
シ
、
心
カ
内

ノ
浄
土
ヲ
我
等
カ
見
不
シ
テ
、
愚
人
ノ
淤

サ
ヽ
ラ
ミ
ツノ

白
玉
ヲ
覯ミ

不
カ
如
シ

こ
こ
に
は
「
戒
の
珠
」
と
「
白
玉
」
が
出
る
。「
珠
」
や
「
黄
金
」
や
「
白
玉
」
は
、
仏
の

種
で
あ
り
、
心
の
内
の
浄
土
の
喩
え
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、「
愚
人
」
は
「
白
玉
」
を
見

な
い
、
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
価
値
あ
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、『
万
葉
集
』
の
歌
謡
と
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
を
見
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
か
ら
言
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え
る
こ
と
を
ま
と
め
た
い
。『
万
葉
集
』
の
歌
謡
か
ら
は
、「
白
玉
」
は
大
事
に
す
べ
き
宝
、

も
し
く
は
智
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
知
る
」
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、『
東
大

寺
諷
誦
文
稿
』
で
は
「
白
玉
」
は
仏
や
仏
の
教
え
、
心
の
内
の
浄
土
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

価
値
あ
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
、
や
は
り
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

か
ら
す
る
と
「
白
玉
」
は
仏
も
し
く
は
仏
の
教
え
そ
の
も
の
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
ら

と
の
出
会
い
に
よ
り
獲
得
し
た
宝
（
仏
性
・
智
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
を
知
り
、
見
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

塚
田
氏
の
分
析
に
よ
り
、「
つ
つ
む
」「
袖
」「
白
玉
」「
涙
」「
滝
」
に
は
、
仏
教
的
観
念

を
帯
び
た
美
的
気
分
が
揺
曳
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
を
認
め
た
上
で
、
清
行
歌

を
解
釈
す
る
際
に
は
、
次
の
こ
と
も
重
視
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
法
事
・
法
会
な
ど
仏
教
儀

礼
と
深
く
関
わ
る
場
で
、
白
玉
が
仏
（
の
教
え
）
と
、
そ
れ
と
出
会
う
こ
と
に
よ
り
獲
得
さ

れ
る
も
の
の
喩
え
と
し
て
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
清
行
歌
は
、
法
事
で
導
師
が
言
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
と
、
詞
書
に
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上

を
押
さ
え
た
上
で
、「
人
を
見
ぬ
め
の
涙
」
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
。

　
　

六　

人
を
見
ぬ
め
の
涙

　

清
行
は
「
つ
つ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
」
と
言
っ
た
。「
白
玉
」
が
仏
（
の
教
え
）
と

の
出
会
い
に
よ
り
獲
得
で
き
る
宝
で
あ
る
な
ら
ば
、
清
行
は
法
事
の
場
に
出
か
け
た
の
に
、

宝
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
白
玉
と
錯
覚
し
た
の

は
「
人
を
見
ぬ
め
の
涙
」
だ
っ
た
と
続
け
た
。
で
は
「
人
を
見
ぬ
め
の
涙
」
は
な
ぜ
流
れ
た

の
か
。
恋
歌
と
し
て
は
相
手
に
会
え
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、法
事
の
歌
で
考
え
る
と
ど
う
か
。

大
切
な
も
の
を
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
法
事
に
参
加
し
た
人
が
大
切
に
す
べ
き
も
の

は
何
か
。
仏
（
の
教
え
）
と
の
出
会
い
で
得
ら
れ
た
は
ず
の
「
白
玉
」（
宝
）
で
あ
ろ
う
。
法

事
へ
の
参
加
で
「
智
」（
悟
り
）
を
得
ら
れ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
、
そ
れ
を
悲
し
ん
で
涙
が
流
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
清
行
歌
に
は
「
人
を
見
ぬ
め
」

と
あ
っ
て
「
白
玉
を
見
ぬ
め
」
と
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
法
事
の
歌
と
し
て
解
釈
し

よ
う
と
し
た
場
合
、涙
が
察
知
す
る
悲
し
み
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
柄
は
多
く
な
い
。

一
つ
の
解
釈
は
「
人
」
を
故
人
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
田
中
喜
美
春
氏
も
そ
の
よ
う
な
理
解

を
示
し
て
い
た
。
大
塚
英
子
氏
も
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
（
大
塚
氏
の
論
に
つ
い
て
は
後

に
触
れ
る
）。
し
か
し
、
歌
の
前
半
で
「
白
玉
」（
宝
と
す
べ
き
も
の
）
が
得
ら
れ
な
い
と
嘆
く

こ
と
と
、後
半
で
白
玉
の
代
わ
り
に
あ
っ
た
の
は
死
を
悲
し
む
涙
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
、

有
機
的
に
連
結
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
無
常
の
嘆
き
に
と
ら
わ
れ
て
悟
り
に
到
達
で
き
な
い
と

い
う
理
屈
は
あ
り
得
る
が
、
小
町
歌
を
踏
ま
え
る
と
無
理
が
生
じ
る
よ
う
に
思
う
（
大
塚
論

に
触
れ
つ
つ
後
述
す
る
）。
そ
れ
よ
り
は
前
半
で
宝
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
言
い
、
後

半
で
は
宝
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
の
嘆
き
を
察
知
し
た
涙
を
持
ち
出
し
た
と
考
え
た
方

が
、
上
の
句
と
下
の
句
の
連
結
が
緊
密
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
「
人
」
を
故

人
以
外
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
考
え
た
く
な
る
。
こ
こ
で
別
の
解
釈
案
を
提
示
し

た
い
。
上
句
と
の
連
結
を
重
視
し
て
涙
が
白
玉
を
見
て
い
な
い
と
と
っ
た
場
合
、「
人
」
を
、

「
白
玉
」
を
も
た
ら
す
「
人
」、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
仏
で

あ
る
。
清
行
は
白
玉
す
な
わ
ち
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
悲
し
み
を
察
知
し
た
涙

が
流
れ
出
し
た
と
、
清
行
は
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
仏
を
見
な
い
か
ら
「
白
玉
」
も
得
ら

れ
な
い
。

　
「
人
」
を
故
人
と
す
る
解
釈
を
取
り
た
く
な
い
理
由
を
小
町
歌
に
即
し
て
述
べ
る
。
小
町

は
「
人
を
見
ぬ
め
の
涙
」
を
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
で
受
け
た
。
仮
に
「
人
」
が
故
人
で
あ
っ

た
場
合
、
故
人
に
二
度
と
会
え
な
い
悲
し
み
を
察
知
し
て
流
れ
る
涙
が
「
愚
か
」
で
あ
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
こ
で
大
塚
英
子
氏
の
論

）
28
（

を
参
照
す
る
。
大
塚
氏
も
「
お
ろ
か
な
る

涙
」
は
導
師
の
言
っ
た
こ
と
を
を
踏
ま
え
た
措
辞
と
見
て
い
る
が
、
法
事
の
歌
と
し
て
は

「
人
」
は
故
人
を
指
す
と
考
え
る
。
そ
し
て
故
人
に
会
え
な
い
こ
と
で
流
す
涙
が
な
ぜ
愚
か

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
死
者
を
悼
む
涙
は
煩
悩
の
涙
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
た
。
空
海
や
菅
原
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道
真
の
願
文
を
参
照
し
つ
つ
、
死
者
を
悼
ん
で
流
す
涙
は
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
た
涙
で
、
仏
法

か
ら
い
え
ば
「
愚
か
な
る
涙
」
に
な
る
と
言
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
世
の
道
理
で
あ
る
無
常

を
悟
ら
ず
し
て
流
す
涙
は
愚
か
と
言
え
よ
う
。
い
た
ず
ら
に
悲
し
ん
で
も
意
味
が
な
い
の
で

あ
り
、
仏
事
に
励
む
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
意
味
で
小
町
歌
が
解
釈
で
き

る
か
。
大
塚
氏
は
小
町
歌
に
つ
い
て
、
導
師
の
「
愚
か
な
る
」
を
用
い
つ
つ
、「
疎
か
な
る
」

の
意
味
に
す
ば
や
く
切
り
替
え
て
詠
ん
だ
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
う
し
な

い
と
小
町
歌
の
二
句
目
以
降
の
歌
意
が
通
ら
な
い
と
す
る
。
だ
が
、
大
塚
氏
は
「
初
句
を
導

く
だ
け
の
た
め
に
仏
教
語
を
軽
く
用
い
た
と
見
る
の
は
当
た
ら
な
い
」と
も
言
う
。「「
愚
か
」

の
語
の
縁
で
下
の
句
で
は
、
あ
た
か
も
愚
人
の
願
文
の
よ
う
に
死
者
を
悼
む
涙
の
滝
を
提
示

し
、転
じ
て
恋
情
を
も
激
し
い
身
振
り
で
示
し
得
る
こ
と
に
な
る
」
と
説
い
た
。
す
な
わ
ち
、

小
町
は
「
愚
か
」
を
「
疎
か
」
に
素
早
く
切
り
替
え
つ
つ
も
、
激
し
く
流
れ
る
自
分
の
涙
を

清
行
よ
り
一
層
「
愚
か
」
で
あ
る
と
詠
ん
で
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
解
釈

は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
小
町
歌
は
清
行
の
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
に
対
し
「
我

は
」
と
対
比
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
分
の
涙
は
愚
か
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

）
29
（

。
滝
の
よ
う
に
流
れ
る
涙
が
愚
か
で
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
物
事
の
道
理
に
よ
く

気
付
い
て
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
涙
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
事
で
仏
（
の
教

え
）
と
縁
を
結
び
、
大
切
に
す
べ
き
宝
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
涙
と
理
解
す
る

の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
小
町
歌
の
涙
は
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
目
の
歓
喜
の
涙
な
の

で
あ

）
30
（る
。

　
「
人
」
を
仏
と
す
る
仮
説
を
補
強
す
る
材
料
を
最
後
に
提
示
し
た
い
。
塚
田
氏
が
清
行
・

小
町
贈
答
歌
に
最
も
近
接
し
て
い
る
と
認
定
し
た
の
が
『
古
今
和
歌
集
』
四
〇
〇
番
歌
（
題

し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
で
あ
る
。

　
　

あ
か
ず
し
て
わ
か
る
る
そ
で
の
し
ら
た
ま
を
君
が
か
た
み
と
つ
つ
み
て
ぞ
行
く

こ
の
歌
に
も
『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記
品
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
31
（

。
塚
田
氏
は
こ

れ
に
触
れ
つ
つ
、
注
目
す
べ
き
は
こ
れ
が
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
作
で
あ
る
こ
と
だ
と
述
べ

る
。
そ
し
て
、清
行
の
歌
と
は
白
玉（
涙
）―
袖
―
包
む
と
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、

清
行
は
何
程
か
の
慣
用
的
表
現
の
基
盤
に
立
っ
て
経
典
詞
句
の
摂
取
を
試
み
た
と
理
解
し
た

の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
清
行
歌
を
解
釈
す
る
際
に
は
最
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歌

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
田
中
喜
美
春
氏
も
清
行
歌
は
、
こ
の
四
〇
〇
番
歌
に
着
想
を
得

た
も
の
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
四
〇
〇
番
歌
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
直
前

の
三
九
九
番
歌
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
分
か
り
や
す
い
。
三
九
九
番
歌
は
躬
恒
の
歌
で
、「
か

ね
み
の
お
ほ
き
み
に
は
じ
め
て
物
が
た
り
し
て
、
わ
か
れ
け
る
時
に
よ
め
る
」
と
の
詞
書
が

あ
る
。

　
　

わ
か
る
れ
ど
う
れ
し
く
も
あ
る
か
こ
よ
ひ
よ
り
あ
ひ
見
ぬ
さ
き
に
な
に
を
こ
ひ
ま
し

す
な
わ
ち
、
三
九
九
・
四
〇
〇
は
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
も
、
出
会
い
を
嬉
し
く
思
う
（
大

切
に
思
う
）
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
出
会
う
こ
と
で
手
に
入
れ
た
「
し
ら
た
ま
」
を
「
君
が

か
た
み
」
と
し
て
、
大
事
に
つ
つ
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
が
ど
こ
か
ら
出

て
き
た
か
。
清
行
歌
と
最
も
近
接
す
る
四
〇
〇
歌
は
、
清
行
歌
と
同
様
、『
法
華
経
』
を
踏

ま
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
発
想
の
背
後
に
も
法
会
の

場
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
法
会
で
仏（
の
教
え
）に
出
会
え
た（
仏

と
縁
を
結
ん
だ
）、
そ
の
喜
び
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
心
情
を
用
い
て
、
別
離
の
心
情
を
表

現
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
会
が
仏
と
出
会
い
、
縁
を

結
ぶ
喜
び
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
相
当
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

清
行
歌
の
「
つ
つ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
」
は
「
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
も
な
か
な

か
得
ら
れ
な
い
仏
性
」
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
得
ら
れ
な
い
の
か
を
は
っ
き
り
と
言
っ
て

見
せ
た
の
が
小
町
歌
で
は
な
い
か
。
小
町
は
仏
に
出
会
っ
て
い
る
の
に
そ
れ
に
気
付
か
な
い

涙
を
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
と
言
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
清
行
の
涙
に
対
し
小

町
は
、
私
は
滝
の
よ
う
に
激
し
く
涙
を
流
し
て
仏
を
恋
慕
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
仏
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
、
大
切
な
宝
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
返
し
た
の
で
あ
る
。
小
町
歌
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は
尋
常
で
は
な
い
激
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
恋
歌
と
し
て
は
相
手
を
思
う
気
持
ち
で

あ
る
が
、
仏
事
の
歌
と
し
て
は
仏
へ
の
恋
慕
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
た
い
。
逆
に
言
え
ば
、
小

町
は
仏
へ
の
激
し
い
恋
慕
を
、
恋
歌
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
激
し
く
真
剣
な
思
い
が
あ
っ
て

こ
そ
、
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

七　

小
町
の
夢
の
歌
と
恋
の
創
造

　

は
た
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
の
か
。
ほ
ん
と
う
な
ら
ば
、
和
歌
の
こ
と

ば
に
即
し
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
今
は
、
ま
だ
そ
の
用
意
が
な
い
。
本
稿
で

は
最
後
に
、
仏
を
恋
慕
す
る
心
情
か
ら
恋
の
歌
を
生
み
出
す
営
み
が
た
し
か
に
存
在
し
た
こ

と
を
、
別
の
和
歌
か
ら
示
し
て
、
右
の
解
釈
の
傍
証
と
し
た
い
。
こ
こ
で
も
先
行
研
究
が
導

き
と
な
る
。

　

石
井
公
成
氏

）
32
（

は
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
六
〇
八
番
歌
の
躬
恒
歌
、

　
　

君
を
の
み
思
ひ
ね
に
ね
し
夢
な
れ
ば
わ
が
心
か
ら
見
つ
る
な
り
け
り

の
典
拠
と
し
て
『
般
舟
三
昧
経
』
を
指
摘
し
た
。
原
文
の
引
用
は
控
え
る
が
、
石
井
氏
が
指

摘
し
た
経
典
の
該
当
箇
所
で
は
、

　
　

一
心
に
仏
を
念
じ
続
け
れ
ば
、現
在
世
の
諸
仏
が
目
の
前
に
現
れ
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
っ

　
　

て
、
そ
れ
は
夢
の
中
の
出
来
事
の
よ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
他

　
　

国
の
美
し
い
遊
女
の
噂
を
聞
い
た
者
た
ち
が
「
淫
意
」
に
駆
ら
れ
て
ぜ
ひ
会
い
た
い
と

　
　

願
う
と
、
夢
の
中
で
そ
の
遊
女
た
ち
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
一
夜
を
と
も
に
し
、
目
覚
め

　
　

て
も
覚
え
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
美
し
い
女
性
に
会
い
た
い
と
願
え
ば
夢
の
中
で
会
え
る
よ
う
に
、
一

心
に
仏
を
念
ず
れ
ば
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
を
見
た

い
と
い
う
思
い
と
、
人
に
会
い
た
い
と
い
う
思
い
は
、
類
比
さ
れ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
で
あ

る
な
ら
ば
、
仏
を
恋
慕
す
る
表
現
を
用
い
て
、
恋
の
歌
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
お
か

し
く
な
い
。
ま
さ
に
石
井
氏
が
「
見
仏
か
ら
恋
歌
へ
」
と
言
う
通
り
で
あ
る
。
法
会
で
人
々

は
仏
を
恋
慕
す
る
気
持
ち
を
発
し
、
皆
で
そ
れ
を
共
有
し
た
で
あ
ろ
う
。
唱
導
の
重
要
な
目

的
は
仏
へ
の
恋
慕
の
情
を
喚
起
す
る
こ
と
に
あ
る

）
33
（

。
そ
の
よ
う
な
法
会
の
言
葉
を
用
い
て
、

清
行
・
小
町
の
恋
の
贈
答
が
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
。

　

石
井
氏
は
躬
恒
の
歌
に
つ
い
て
、
仏
を
見
た
い
と
願
う
よ
う
に
、
君
の
こ
と
だ
け
を
思
っ

て
寝
た
夢
だ
か
ら
、
自
分
の
心
で
恋
し
い
人
を
見
た
の
で
あ
っ
た
と
詠
ん
だ
と
す
る
。
一
つ

の
恋
の
表
現
（
一
途
な
思
い
ゆ
え
に
恋
し
い
人
を
夢
に
ま
で
見
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
恋
す
る

自
分
を
発
見
し
て
し
ま
う
と
い
う
表
現
）
が
仏
典
経
由
で
生
み
出
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
恋
し
い
人
を
夢
に
見
る
な
ど
と
い
う
表
現
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

仏
典
に
拠
ら
な
く
て
も
発
想
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る

）
34
（

。
実
際
、
躬
恒
の
歌

の
発
想
の
も
と
に
な
っ
た
小
町
歌
（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
五
五
二
番
歌
「
思
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば

や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
し
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を
」）
に
つ
い
て
、
近
藤
み
ゆ
き
氏
が
『
万
葉

歌
』
と
の
連
続
性
を
指
摘
し
て
い
る

）
35
（

。
だ
が
、
同
じ
近
藤
み
ゆ
き
氏
が
石
井
氏
の
論
（
仏
を

見
た
い
と
思
う
心
情
か
ら
恋
の
歌
が
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
見
方
）
を
肯
定
し
て
い
る
。
近
藤
氏
の

論
は
、
小
町
の
夢
歌
六
首
（
恋
二
・
五
五
二
、五
五
三
、五
五
四
、
恋
三
・
六
五
六
、六
五
七
、六
五
八
）

を
分
析
し
た
も
の
で
、
手
堅
い
論
証
で
説
得
力
が
あ
る
。
近
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
小
町
の
夢
歌

六
首
の
う
ち
、
五
五
三
番
歌
、

　
　

う
た
た
ね
に
恋
し
き
ひ
と
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
物
は
憑
み
そ
め
て
き

以
外
の
五
首
は
、
表
現
・
発
想
に
万
葉
歌
と
の
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
な
お

小
町
歌
に
は
、
万
葉
は
も
と
よ
り
、『
古
今
集
』
の
ど
の
夢
の
歌
と
も
異
な
る
あ
る
種
独
特

の
形
象
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
近
藤
氏
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
て

い
る
の
は
、夢
の
歌
の
場
合
、仏
教
の
可
能
性
が
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、そ
の
こ
と
を
『
万

葉
集
』
に
類
歌
の
な
い
五
五
三
番
歌
で
示
し
た
の
で
あ
る
。
近
藤
氏
は
五
五
三
番
歌
の
「
う

た
た
ね
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
「
假
寐
」
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
が
、「
假

寐
」
は
漢
籍
と
仏
書
、
双
方
に
用
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
漢
籍
と
仏
書
と
で
は
文
脈
や
語
感
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に
相
違
が
あ
る
。
女
が
ひ
た
む
き
に
恋
人
を
思
い
、
思
い
疲
れ
て
う
た
た
寝
の
夢
を
見
る
と

い
う
構
図
は
仏
教
の
夢
に
散
見
す
る
も
の
だ
と
言
う
。
中
で
も
注
意
さ
れ
る
の
は
、『
大
方

広
仏
華
厳
経
』（
八
十
華
厳
）
の
一
節
で
あ
る
。
本
稿
で
は
原
文
の
引
用
は
控
え
る
が
、
容
顔

端
正
な
童
女
具
足
妙
徳
が
、
威
徳
主
太
子
を
一
目
見
て
激
し
い
恋
心
を
起
こ
す
場
面
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
童
女
具
足
妙
徳
は
「
我
心
願
得
敬
事
此
人
。
若
不
遂
情
當
自
殞
滅
」
と
ま
で

思
い
を
募
ら
せ
る
が
母
に
反
対
さ
れ
る
。
そ
し
て
疲
れ
て
ま
ど
ろ
ん
だ
「
假
寐
」
の
夢
に
勝

日
身
如
来
の
姿
を
見
る
。
そ
れ
を
機
縁
に
恐
れ
る
心
を
無
く
し
て
、
つ
い
に
太
子
に
恋
心
を

打
ち
明
け
る
の
で
あ
る
。
恋
す
る
相
手
本
人
で
は
な
く
勝
日
身
如
来
を
夢
に
見
た
の
で
あ
る

が
、
彼
女
に
自
信
を
与
え
、
恋
を
成
就
す
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
が
夢
で
あ
り
、
こ
こ
で
の

夢
へ
の
信
頼
の
強
さ
は
、
そ
の
ま
ま
「
夢
て
ふ
物
は
憑
み
そ
め
て
き
」
と
重
な
っ
て
く
る
と

近
藤
氏
は
述
べ
て
い
る
。
恋
す
る
美
女
の
う
た
た
寝
と
い
う
場
面
性
と
、
仏
へ
の
思
い
と
恋

の
思
い
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
中
で
表
出
さ
れ
る
一
途
で
純
粋
な
恋
心
と
い
う
点
で
、
小
町
の

歌
は
閨
怨
詩
よ
り
仏
典
に
ず
っ
と
近
い
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
指
摘
し
た
上
で
、
近
藤
氏
は
小
町
の
夢
の
歌
の
特
殊
な
世
界
の
背
景

に
、
仏
教
語
や
経
典
の
受
容
と
い
う
創
作
の
方
法
が
想
定
さ
れ
る
と
し
た
。「
万
葉
の
流
れ

を
汲
む
古
風
な
正
述
心
緒
の
歌
体
と
仏
教
語
や
法
話
的
世
界
の
融
合
」
の
妙
に
、
小
町
の
夢

歌
の
独
自
の
作
風
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
結
論
し
た
。
近
藤
氏
の
論
は
、
小
町
歌
の
特
質
を

的
確
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
に
触
れ
る
と
、「
人
」

を
「
仏
」
と
見
る
解
釈
も
あ
り
得
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。「
う
た
た
ね
に
恋
し
き
ひ

と
を
見
て
」
の
「
恋
し
き
ひ
と
」
は
仏
で
あ
り
、
仏
へ
の
恋
慕
か
ら
新
し
い
恋
の
夢
の
歌
が

生
み
出
さ
れ
れ
て
い
る
状
況
が
た
し
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
小
野
小
町
と
い
う
人
物
と
そ
の
歌
は
、
仏
教
の
言
葉
と
の

出
会
い
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
。
た
と
え
ば
、
清
行
と
小
町
の

贈
答
は
、
清
行
と
真
静
た
ち
の
文
化
圏
で
作
ら
れ
た
と
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
小
町
と
い

う
架
空
の
女
性
を
生
み
出
し
て
、
そ
の
和
歌
を
詠
ん
で
見
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り

に
乱
暴
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
実
在
し
た
小
野
小
町
が
さ
ま
ざ
ま
な
恋
を
し
て
、
恋
の
歌

を
詠
ん
だ
状
況
を
想
定
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
小
野
小
町
と
い
う
架
空
の
人
物
を
想
像

し
、
そ
の
恋
歌
を
創
作
す
る
こ
と
で
、
お
手
本
と
な
る
よ
う
な
（
理
想
的
な
）
恋
の
歌
を
生

み
出
し
て
い
た
状
況
を
、（
後
世
の
小
町
仮
託
歌
や
小
町
伝
説
に
と
ど
め
ず
）『
古
今
和
歌
集
』
の

歌
に
も
拡
張
し
て
み
た
く
な
る
。
今
回
考
察
対
象
と
し
た
贈
答
に
つ
い
て
言
え
ば
、
実
在
し

た
人
物
に
よ
り
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
た
場
合
で
も
、
出
来
上
が
っ

た
歌
に
詠
ま
れ
た
恋
は
あ
く
ま
で
創
造
さ
れ
た
も
の
で
る
。
田
中
喜
美
春
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
清
行
歌
は
即
興
的
な
挨
拶
の
歌
で
あ
り
、
小
町
歌
は
そ
れ
に
見
事
に
応
じ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
真
剣
な
恋
で
は
な
く
、
擬
似
的
な
恋
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
事
の
言
葉
か
ら
、
擬

似
的
な
恋
の
贈
答
を
生
み
出
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
と
え
ば
、
ハ
ル
オ
・
シ
ラ

ネ
に
な
ら
っ
て
「
恋
の
創
造
」
と
言
っ
て
み
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い

）
36
（

。
小
町
は
そ
の

よ
う
な
営
み
を
行
う
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
文
化
圏
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
一
贈
答
を
考
察
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
古
今
和

歌
集
』
全
体
に
つ
い
て
何
か
言
う
こ
と
は
控
え
る
べ
き
だ
が
、「
和
歌
」
の
確
立
を
目
指
し

た
『
古
今
和
歌
集
』
が
、
仏
典
由
来
の
言
葉
の
痕
跡
を
で
き
る
だ
け
表
に
出
さ
な
い
よ
う
工

夫
し
た
可
能
性
は
想
定
で
き
る

）
37
（

。『
古
今
和
歌
集
』
以
前
に
、
和
歌
が
寺
院
文
化
圏
で
継
承

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
も
あ
る

）
38
（

。
仏
典
の
言
葉
と
盛
ん
に
交
流
を
持
つ
中
で
生
ま
れ

て
き
た
歌
の
世
界
が
た
し
か
に
あ
っ
た
。『
古
今
和
歌
集
』
は
、
そ
れ
を
見
せ
な
い
よ
う
に

し
て
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
隠
さ
れ
た
世
界
の
こ
と
を
論
じ
る
の
は
難
し
い
が
、
和

歌
が
生
み
出
さ
れ
た
状
況
を
よ
り
丁
寧
に
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
時
、
唱
導
の
場
と
そ
れ
に
関
係
す
る
資
料
は
一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
は
、
安
倍
清
行
と
小
野
小
町
の
贈
答
、
ひ
い
て
は
小
野
小
町
と
い
う
存
在
を
唱
導
の
場

か
ら
考
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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註（
１
）
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

（
２
）
成
果
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
講
座
を
挙
げ
て
お
く
。
本
田
義
憲
・
池
上
洵
一
・

　

小
峯
和
明
・
森
正
人
・
阿
部
泰
郎
編『
説
話
の
講
座
３　

説
話
の
場
―
唱
導
・
注
釈
―
』勉
誠
社
、

　

一
九
九
三
年
。
伊
藤
博
之
・
今
成
元
昭
・
山
田
昭
全
編
『
仏
教
文
学
講
座　

第
八
巻　

唱
導

　

の
文
学
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
。

（
３
）空
海
作
の
願
文
類
と『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）が
残
る
程
度
で
あ
る
。

（
４
）中
野
方
子『
三
稜
の
玻
璃
―
平
安
朝
文
学
と
漢
詩
文
・
仏
典
の
影
響
研
究
―
』武
蔵
野
書
院
、

　

二
〇
二
一
年
、
第
一
章
「
身
と
心
の
歌
と
仏
典
―
『
古
今
集
』・『
紫
式
部
集
』
―
」
の
序
論

　
「
平
安
初
期
の
法
会
と
聴
き
手
た
ち
」（
こ
の
部
分
は
書
き
下
ろ
し
）。
中
野
氏
が
「『
法
華
経
』
の

　

講
説
」
と
し
て
い
る
の
は
、
真
静
が
言
っ
た
こ
と
は
『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記
品
の
講
説

　

と
推
測
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
述
）。

（
５
） 「
文
学
」
と
「
仏
教
」
と
を
切
り
離
し
、宗
教
色
が
比
較
的
薄
い
作
品
を
日
本
の
古
典
「
文

　

学
」
の
中
心
に
置
い
て
作
ら
れ
た
文
学
史
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

　

唱
導
資
料
を
含
め
た
前
近
代
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
研
究
が
大
き
く
進
展
し
た
。
そ
の
成
果
を
踏

　

ま
え
、
日
本
の
「
文
学
」
が
「
仏
教
」
と
出
会
う
こ
と
で
獲
得
し
た
も
の
を
、
今
後
は
こ
れ

　

ま
で
以
上
に
積
極
的
に
、
か
つ
正
当
に
評
価
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
６
） 

拙
稿
「
古
代
の
法
会
で
う
た
う
歌
―
「
し
ぐ
れ
の
雨
」
の
歌
と
「
秋
萩
の
」
の
歌
か
ら
考

　

え
る
―
」『
文
化
継
承
学
論
集
』（
明
治
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）
一
五
、二
〇
二
一
年
三
月
。

　

以
下
で
は
「
前
稿
」
と
い
う
。

（
７
）
九
世
紀
前
半
の
成
立
で
、
平
安
初
期
の
法
会
の
次
第
と
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
最
近
の

　

研
究
と
し
て
藤
本
誠
『
古
代
国
家
仏
教
と
在
地
社
会
―
日
本
霊
異
記
と
東
大
寺
諷
誦
文
稿
の

　

研
究
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
が
あ
る
。

（
８
）
本
稿
で
は
後
で
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
平
安
末
に
活
躍
し
た
澄
憲
の
『
法

　

華
経
釈
』（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
管
理
称
名
寺
聖
教
の
う
ち
）
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

　

平
安
初
期
と
末
期
と
で
は
、
唱
導
の
方
法
・
内
容
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
し

　

か
し
、
唱
導
が
先
達
の
方
法
と
言
葉
を
あ
る
程
度
、
踏
襲
し
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
も
た
し

　

か
で
あ
る
。
慎
重
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
後
は
後
代
の
唱
導
資
料
を
参
照
し
て
の

　

考
察
も
展
開
し
た
い
。

（
９
）
た
と
え
ば
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
は
脚
注
で
、
法
華
経
・

　

五
百
弟
子
受
記
品
「
親
友
…
以
二
無
価
宝
珠
一
。
繋
二
其
衣
裏
一
。
与
レ
之
而
去
。
其
人
酔
臥
。

　

都
不
二
覚
知
一
」
に
よ
る
、
と
し
て
い
る
。

（
10
） 

岩
波
文
庫
『
法
華
経
』
を
参
照
し
て
、
私
に
大
意
を
記
す
。

（
11
） 

参
考
ま
で
に
澄
憲
の
『
法
華
経
釈
』
を
参
照
す
る
と
、
珠
は
「
一
乗
実
相
真
如
智
宝
」
で

　

あ
り
、
他
国
へ
行
く
と
い
う
の
は
、
大
乗
の
国
を
出
て
小
乗
の
国
へ
行
く
こ
と
を
表
し
、
親

　

友
と
再
会
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
、
釈
尊
に
会
っ
た
こ
と
を
喩
え
て
い
る
と
す
る
。

（
12
） 

田
中
喜
美
春
『
小
町
時
雨
』
風
間
書
房
、
一
九
八
四
年
。

（
13
） 

前
稿
で
は
田
中
氏
の
論
に
拠
っ
て
、
他
の
先
行
研
究
を
参
照
し
て
い
な
か
っ
た
。
清
行
・

　

小
町
の
贈
答
を
論
じ
る
こ
と
が
目
的
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
田
中
氏
の
説
明
が
行
き

　

届
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
も
あ
る
。

（
14
）
次
節
に
紹
介
す
る
新
井
栄
蔵
氏
の
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
野
方
子
氏
の
著

　

書
（
前
掲
注
（
４
））
で
知
っ
た
。
こ
れ
よ
り
前
、
中
野
方
子
氏
は
『
平
安
前
期
歌
語
の
和
漢

　

比
較
文
学
的
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
第
五
章
「
法
会
の
歌
・
哀
傷
の
歌
・
僧
に

　

贈
る
歌
―
平
安
前
期
歌
語
と
仏
典
（
一
）」
の
第
一
節
「
法
会
の
歌
―
遍
昭
・
躬
恒
・
貫
之
―
」

　
（
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
）
で
も
本
贈
答
に
言
及
し
て
い
る
。
清
行
の
歌
が
『
法
華
経
』「
五
百
弟

　

子
受
記
品
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
殆
ど
の
注
釈
書
に
言
及
さ
れ
る
が
、
小
町
の
答
歌

　

に
も
「
五
百
弟
子
受
記
品
」
の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
新
井
栄

　

蔵
氏
の
論
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、新
井
氏
は
『
古
今
集
』
の
時
代
、ど
れ
程
の
人
々

　

が
仏
教
教
理
を
理
解
し
、
そ
れ
を
和
歌
に
ど
う
反
映
さ
せ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
資
料
が
な

　

い
た
め
慎
重
な
姿
勢
を
取
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
野
氏
は
史
書
・
日
記
・
漢
籍
か
ら
法
華

　

会
の
記
録
を
網
羅
し
、
我
々
の
予
想
以
上
に
仏
教
行
事
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
つ

　

つ
、「
小
町
に
は
幾
度
と
な
く
法
会
に
出
席
す
る
機
会
が
あ
り
、『
法
華
経
』
の
有
名
な
経
説　

　

な
ど
は
熟
知
し
て
い
て
、
歌
の
中
に
そ
の
言
葉
を
詠
み
込
む
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
の
で

　

あ
り
、
新
井
氏
の
説
は
十
分
に
首
肯
し
得
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
範
囲
を
敷
衍
す
べ
き

　

で
あ
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
法
会
の
場
を
重
視
す
る
姿
勢
は
『
三
稜
の
玻

　

璃
―
平
安
朝
文
学
と
漢
詩
文
・
仏
典
の
影
響
研
究
―
』（
前
掲
注（
４
））に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

平
安
初
期
に
隆
盛
を
迎
え
た
漢
詩
文
か
ら
の
歌
こ
と
ば
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
研
究
が
手
厚

　

い
が
、
仏
教
方
面
は
手
薄
で
あ
り
、
仏
典
の
内
容
が
歌
人
に
ど
う
届
い
た
か
を
考
え
る
と
、

　

今
後
は
法
会
の
場
の
言
葉
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
中
野
氏
は
主
張
し
て
い
る
。

　
「『
古
今
集
』
に
お
け
る
新
し
い
歌
こ
と
ば
の
誕
生
に
、
こ
う
し
た
法
会
の
講
説
や
願
文
類
、
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あ
る
い
は
論
義
に
お
け
る
仏
教
の
こ
と
ば
は
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
賛
同
し
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
唱
導
資
料
が
少
な
い
た
め
困
難
は
あ
る
が
、
法
会
の　

　

言
葉
を
踏
ま
え
て
新
し
い
和
歌
表
現
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
を
で
き
る
限
り
追
究

　

し
た
い
。
本
稿
も
そ
の
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

（
15
）新
井
栄
蔵「「
お
ろ
か
な
る
涙
」を
め
ぐ
っ
て
―
古
今
和
歌
集
考
―
」『
仏
教
文
学
』一
三
号
、

　

一
九
八
九
年
三
月
。

（
16
） 

中
略
箇
所
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
論
理
（
涙
は
感
情
を
察
知
し
て
自
発
的
に
流
れ
る
も
の
）

　

を
端
的
に
示
す
例
と
し
て
「
世
の
中
の
う
き
も
つ
ら
き
も
告
げ
な
く
に
ま
づ
知
る
物
は
涙
な

　

り
け
り
」（
巻
十
八
・
雑
下
・
九
四
一
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）
は
「
愚
か
な
り
【
お
ろ
か
な
り
】」（
久
保
田
啓
一

　
氏
執
筆
）
に
つ
い
て
、「
お
ろ
そ
か
、い
い
加
減
の
意
で
使
わ
れ
る
の
が
本
来
の
用
法
」
と
し
て
、

　

万
葉
集
・
巻
一
八
・
四
〇
四
九
・
四
〇
七
三
・
福
麻
呂
や
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
小
町
歌

　

を
挙
げ
て
、「
三
代
集
ま
で
の
例
は
こ
の
語
義
に
基
づ
く
。
特
に
『
古
今
集
』
の
安
倍
清
行

　

を
や
り
こ
め
た
小
野
小
町
の
歌
は
著
名
。
語
義
の
拡
大
に
伴
い
、
平
安
末
頃
か
ら
心
の
迷
い

　

や
悟
り
の
未
熟
を
、
自
省
や
述
懐
と
結
び
付
け
て
詠
む
例
が
多
く
な
る
」
と
し
て
い
る
。
だ

　

が
、
小
町
の
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
が
法
事
の
言
葉
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
小

　

町
歌
を
「
お
ろ
か
な
り
」
の
本
来
の
用
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
会
由
来　

　

の
言
葉
と
し
て
「
愚
か
」
の
意
味
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

　

る
。
大
塚
英
子
氏
（
氏
の
論
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
）
は
八
代
集
の
「
お
ろ
か
」
の
用
例
を

　

挙
げ
つ
つ
、
小
町
歌
の
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
は
「
特
異
な
表
現
」
と
す
る
。
和
歌
に
お
け
る

　
「
お
ろ
か
」に
つ
い
て
、再
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、た
し
か
に『
歌

　

こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
が
言
う
よ
う
に
三
代
集
は
基
本
的
に
「
お
ろ
そ
か
、
い
い
加
減
」
の

　

意
味
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
九
百
年
代
終
わ
り
頃
に
は
、「
愚
か
」
の
意
味
も
確
認
で
き

　

る
（
賀
茂
保
憲
女
集
・
一
六
一
、
増
基
法
師
集
・
一
六
）。

（
18
） 

新
井
氏
は『
法
華
経
』を
踏
ま
え
た
小
町
歌
解
釈
と
し
て
、「
あ
な
た
の
思
い
が
強
く
な
く
て
、

　

そ
れ
に
気
付
き
も
せ
ず
に
流
れ
る
よ
う
な
お
ろ
か
な
涙
だ
か
ら
こ
そ
玉
に
な
る
の
だ
。
わ
た

　

く
し
の
場
合
は
物
事
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
か
し
こ
い
涙
だ
か
ら
わ
た
く
し
の
恋
心
の
強
さ

　

を
よ
く
知
っ
て
い
て
流
れ
る
の
で
た
ぎ
つ
瀬
に
な
っ
て
止
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う

　

解
釈
案
を
提
示
し
て
い
る
。「
お
ろ
か
」
を
、
気
付
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
「
愚
か
」

　

と
し
て
い
る
。
こ
の
案
に
、
基
本
的
に
賛
成
し
た
い
。
恋
歌
と
し
た
場
合
は
、
清
行
の
思
い

　

を
ち
ゃ
ん
と
察
知
し
て
い
な
い
、い
い
加
減
な
涙（
愚
か
な
涙
）と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

涙
が
な
ぜ
察
知
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
清
行
の
気
持
ち
が
い
い
加
減
だ
か
ら
、
と
い
う
こ

　

と
に
結
局
は
な
る
が
、
解
釈
の
手
順
を
押
さ
え
た
い
。
法
事
の
歌
と
し
た
場
合
に
は
ど
の
よ

　

う
な
意
味
で
「
お
ろ
か
」
と
言
え
る
か
、
引
き
続
き
本
論
で
考
察
を
進
め
る
。

（
19
） 

内
田
賢
徳
『
上
代
日
本
語
表
現
と
訓
詁
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
第
三
章
第
二
節
「「
不

　

覚
」
を
オ
ロ
カ
と
訓
む
こ
と
」（
初
出
は
一
九
七
七
年
）。

（
20
） 

な
お
、「
不
覚
」（
思
い
が
け
ず
の
意
）
の
訓
と
し
て
「
オ
ロ
カ
」
が
発
生
し
た
の
は
、
あ
る

　

事
態
へ
の
予
想
を
欠
い
て
い
た
、
注
意
が
足
り
な
か
っ
た
、
い
い
加
減
に
考
え
て
い
た
、
と

　

い
う
意
味
（
文
脈
）
が
存
在
す
る
事
例
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
今
回
の
小
町

　

の
歌
の
場
合
、「
不
覚
」
の
涙
（
思
い
が
け
ず
流
し
て
し
ま
っ
た
涙
、
予
想
外
に
流
れ
た
涙
）
と

　

い
う
意
味
は
考
え
な
く
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
古
今
和
歌
集
』の
論
理
で
は
、涙
は
主
体
で
あ
っ

　

て
、
客
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

（
21
） 

注
（
17
）
で
大
塚
英
子
氏
が
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
を
「
特
異
な
表
現
」
と
し
た
こ
と
に
触
れ

　

た
が
、
内
田
氏
の
論
を
踏
ま
え
て
も
そ
の
よ
う
に
言
え
る
。
三
代
集
あ
た
り
ま
で
の
他
の
用

　

例
を
見
る
と
、「
お
ろ
か
」
は
、
ほ
ぼ
「
思
ふ
」
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
と
と
も
に

　

使
用
さ
れ
て
い
る
。「
我
は
思
ひ
し
」（
万
葉
集
・
巻
十
八
・
四
〇
四
九
）、「
人
は
思
ふ
ら
む
」（
伊

　

勢
集
・
四
六
五
）、「
思
は
ま
し
か
ば
」（
拾
遺
和
歌
集
・
雑
賀
・
一
一
九
八
）。『
後
撰
和
歌
集
』

　

に
は
二
例
あ
る
が
、
六
二
九
は
男
が
自
分
の
態
度
を
「
お
ろ
か
な
ら
ず
」
と
女
が
見
て
い
る

　
（
思
っ
て
い
る
）
こ
と
を
う
れ
し
と
詠
ん
だ
。
九
九
一
は
心
底
か
ら
思
い
焦
が
れ
て
い
る
の
で

　

は
な
い
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
を
、
う
わ
べ
だ
け
い
い
加
減
に
燃
え
て
い
る
蚊
遣
り
火
に
た

　

と
え
た
。「
燃
え
る
」は「
思
ひ
焦
が
れ
る
」な
の
で
、思
い
の
属
性
を
含
む
。
こ
れ
ら
に
対
し
、

　

小
町
歌
に
は
「
思
ふ
」
の
要
素
が
出
現
し
な
い
。
恋
歌
と
し
て
（
清
行
の
）
い
い
加
減
な
思
い

　

を
言
っ
た
と
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
ま
ず
は
「
愚
か
な
る
涙
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。
前
節
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
確
認
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
愚
か
な
る

　

涙
」
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
。
漢
文
訓
読
の
世
界
で
は
、
粗
略
な
心
の
働
き
を
人
格
の
次
元

　

に
ま
で
及
ぼ
し
て
評
価
す
る「
愚
か
」の
意
味
で「
お
ろ
か
」を
用
い
て
い
た
。『
古
今
和
歌
集
』

　

の
論
理
で
は「
涙
」が
主
体
性
を
持
つ
。
漢
文
訓
読
の
世
界
の
用
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
、「
愚

　

か
な
る
涙
」
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
22
） 

結
果
的
に
「
い
い
加
減
な
思
い
か
ら
流
す
涙
」
と
近
い
意
味
に
は
な
る
が
、
涙
が
主
体
で

　

あ
る
こ
と
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
い
い
加
減
な
思
い
し
か
持
っ
て
い
な
い
人
が
持
つ
涙
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は
愚
か
な
の
で
、
い
い
加
減
に
し
か
流
れ
な
い
」
と
い
う
論
理
が
し
っ
か
り
と
存
在
し
て
い

　

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
23
） 

塚
田
晃
信
「
古
今
集
と
仏
教
―
釈
教
歌
を
考
え
る
（
一
）
―
」『
東
洋
』
一
六
―
五
、一
九

　

七
九
年
五
月
。

（
24
） 『
万
葉
集
』
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
か
ら
引
用
し
た
。

（
25
） 

近
藤
信
義
『
万
葉
遊
宴
』
若
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
第
一
部
第
六
章
「
白
珠
は
人
に
知

　

ら
え
ず
―
天
平
僧
の
嘆
き
―
」（
初
出
は
一
九
九
六
年
）。

（
26
） 

本
文
の
引
用
は
、
築
島
裕
編
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
總
索
引
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
の

　

讀
下
し
文
に
よ
っ
た
が
、
推
測
の
判
読
を
示
す
｛　

｝
や
補
読
を
示
す
（　

）
な
ど
、
括
弧

　

類
を
省
略
し
た
。

（
27
） 『
法
華
経
』
の
講
説
で
卞
和
の
珠
の
故
事
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
、『
往
因
類
聚
抄
』
な
ど
後

　

世
の
唱
導
資
料
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
直
談
物
な
ど
複
数
の
資
料
に
卞
和
の
珠
の
故
事
が
出

　

る
。
こ
の
故
事
は
平
安
初
期
か
ら
法
華
経
講
説
と
深
く
関
わ
っ
て
語
ら
れ
た
。

（
28
） 

大
塚
英
子
『
古
今
集
小
町
歌
生
成
原
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
第
七
章
「
白
玉
問

　

答
の
ゆ
く
え
―
清
行
・
小
町　

贈
答
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
本
章
は
書
き
下
ろ
し
）。

（
29
） 

先
に
触
れ
た
新
井
氏
の
論
も
、
小
町
の
涙
を
賢
い
涙
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
30
） 

た
だ
し
、死
者
を
悼
む
悲
歎
の
涙
が
中
途
半
端
で
は
な
く
、尋
常
で
は
な
い
激
し
さ
を
も
っ

　

て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
悲
し
み
を
通
り
越
し
て
、
悟
り
に
到
達
し
た
と
見
る
こ
と
も
可
能

　

か
も
し
れ
な
い
。
極
端
で
激
し
い
悲
し
み
こ
そ
、
よ
り
勇
猛
に
仏
を
求
め
る
思
い
に
反
転
し

　

得
る
。
中
途
半
端
で
は
ど
こ
に
も
到
達
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
「
人
」
を
故
人

　

と
理
解
す
る
こ
と
が
な
お
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
法
事
を
終
え
た
二
人
が
共
有
す
る

　

に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
悲
し
み
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
仏
事
を
行
う
こ

　

と
で
仏
と
縁
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
喜
び
で
は
な
い
か
。
法
会
が
持
つ
「
結
縁
」
の
機
能
を

　

重
視
し
た
い
。
拙
稿
「「
御
法
」
の
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
―
源
氏
供
養
の
発
生
と
結
縁
の

　

心
性
―
」『
古
代
学
研
究
所
紀
要
』
二
七
号
、
二
〇
一
九
年
二
月
。

（
31
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
な
ど
。

（
32
） 

石
井
公
成
「
見
仏
か
ら
恋
歌
へ
―
『
古
今
和
歌
集
』
の
仏
教
的
背
景
―
」『
駒
澤
大
學
佛
教

　

文
學
研
究
』
六
、二
〇
〇
三
年
三
月
。

（
33
） 「
唱
導
」
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
梁
の
慧
皎
『
高
僧
伝
』
唱
導

　

篇
に
よ
る
と
、
法
会
が
終
わ
り
に
近
づ
く
と
導
師
は
「
こ
の
素
晴
ら
し
い
集
い
も
引
き
留
め

　

る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
述
べ
」、「
人
々
を
居
て
も
立
っ
て
も
お
れ
な
い
気
分
に
さ
せ
、
仏
道
を

　

恋
慕
す
る
気
持
ち
で
心
を
一
杯
に
さ
せ
る
」
の
で
あ
っ
た
（『
高
僧
伝
』
は
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹

　
訳
の
岩
波
文
庫
版
を
参
照
）。
本
稿
で
は
、
後
世
の
唱
導
資
料
を
引
用
す
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
し

　

て
い
な
い
が
、
澄
憲
の
『
法
華
経
釈
』
を
見
る
と
、
唱
導
に
お
い
て
は
、
仏
へ
の
恋
慕
の
情

　

を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
い
か
に
肝
要
で
あ
っ
た
か
、
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

（
34
） 

石
井
氏
は
「
わ
が
心
か
ら
見
つ
る
な
り
け
り
」
が
悲
し
い
発
見
、
確
認
に
な
っ
て
い
る
こ

　

と
を
重
視
す
る
。
仏
教
を
意
識
し
つ
つ
、
心
に
関
す
る
一
般
的
な
道
理
、
悲
し
い
道
理
の
正

　

し
さ
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、歌
の
重
点
が
、

　

恋
だ
け
で
は
な
く
、
心
（
道
理
）
の
発
見
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恋
の
思
い
だ
け

　

で
な
く
、
自
分
か
ら
見
た
の
だ
と
い
う
、
心
を
見
る
視
線
は
、
た
し
か
に
仏
典
経
由
と
言
う

　

べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
35
） 

近
藤
み
ゆ
き
『
古
代
後
期
和
歌
文
学
の
研
究
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
第
二
章
第
六

　

節
「
小
野
小
町
論
―
夢
の
歌
の
背
景
―
」（
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）。
小
町
の
「
思
ひ
つ
つ
」

　

の
歌
に
つ
い
て
、『
万
葉
集
』
の
「
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
か
も
と
な
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
落
ち
ず

　

夢
に
し
見
ゆ
る
」（
巻
十
五
・
三
七
三
八
・
中
臣
宅
守
）、「
我
が
心
と
も
し
み
思
ふ
新
た
夜
の
一

　

夜
も
落
ち
ず
夢
に
見
え
こ
そ
」（
巻
十
二
・
二
八
四
二
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
36
） 

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
、
北
村
結
花
訳
『
四
季
の
創
造　

日
本
文
化
と
自
然
観
の
系
譜
』
角
川

　

選
書
、
二
〇
二
〇
年
。『
古
今
和
歌
集
』
研
究
史
に
触
れ
ず
に
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
氏
の
論
を

　

引
用
す
る
の
は
よ
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
話
題
に
な
っ
た
著
書
と
し
て
参
照
さ
せ
て
い
た
だ

　

く
。
氏
は
、
日
本
に
美
し
い
自
然
が
あ
っ
た
か
ら
四
季
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、

　

四
季
の
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
あ
る
べ
き
四
季
と
自
然
像
を
構
築
し
た
の
だ
と
言
う
。
実
際
の

　

自
然
と
、
和
歌
の
自
然
は
乖
離
し
て
い
る
。
和
歌
で
詠
ま
れ
る
自
然
は
人
工
的
・
二
次
的
自

　

然
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、『
古
今
和
歌
集
』
は
言
葉
で
日
本
的
自
然
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
、

　

和
歌
に
よ
り
、
日
本
人
の
自
然
観
が
定
着
し
た
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
清
行
と
小
町

　

は
、
仏
へ
の
恋
慕
と
い
う
心
情
を
用
い
て
、
新
し
い
恋
の
形
を
和
歌
で
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

（
37
） 
近
藤
み
ゆ
き
『
王
朝
和
歌
研
究
の
方
法
』
笠
間
書
院
、二
〇
一
五
年
、第
10
章
「『
古
今
集
』　

　
「
哀
傷
歌
論
」
―
新
た
な
死
生
観
の
表
出
―
」（
初
出
は
二
〇
〇
八
年
）
は
、「
勅
撰
和
歌
集
に

　

お
け
る
新
し
い
死
生
観
を
「
哀
傷
歌
」
の
巻
に
具
現
化
す
る
に
あ
た
り
、
撰
者
た
ち
が
最
も

　

強
く
意
識
し
た
の
は
、
や
は
り
、
講
説
・
法
会
と
い
う
仏
教
的
文
化
装
置
の
皇
室
・
上
級
貴

　

族
へ
の
浸
透
」
と
、
追
善
願
文
な
ど
の
「
日
本
漢
文
に
表
象
さ
れ
た
死
生
観
で
あ
っ
た
と
考
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え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
た
。
た
だ
、「『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
は
、『
拾
遺
集
』

　

以
後
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
仏
典
や
出
典
を
明
示
す
る
こ
と
は
し
な
い
」
の
で
あ
る
。

（
38
） 『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
三
月
二
十
六
日
条
。
こ
の
日
、
興
福
寺
の
大
法
師

　

等
が
仁
明
天
皇
の
四
十
を
賀
す
長
歌
を
奉
献
し
た
。
長
歌
の
全
文
を
採
録
し
た
『
続
日
本
後

　

紀
』
編
纂
者
は
、
今
「
倭
歌
」
の
道
は
衰
え
て
い
る
が
、「
僧
中
」
に
「
古
語
」
が
の
こ
さ
れ

　

て
い
る
と
記
し
た
。
和
歌
文
学
会
出
版
企
画
委
員
会
編
『
和
歌
の
タ
イ
ム
ラ
イ
ン　

年
表
で

　

よ
み
と
く
和
歌
・
短
歌
の
歴
史
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
二
一
年
は
こ
れ
を
、「
公
の
場
に
お
け

　

る
和
歌
の
復
権
を
象
徴
す
る
。
や
ま
と
歌
復
権
の
時
代
へ
の
転
換
点
」
と
記
し
て
い
る
。
和

　

歌
の
復
権
に
は
僧
侶
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。

﹇
附
記
﹈
本
稿
はJSPS

科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
唱
導
の
場
か
ら
見
た
日
本
古
代
中
世
文
学

　

の
特
質
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」（
課
題
番
号20H

01235

）
の
助
成
を
受
け
た
成
果
で

　

あ
る
。


