
一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
題
詞
に

｢

思
子
等
歌｣

と
あ
り
、[
題
詞
・
序
文
・
長
歌
・
反
歌]

と
い
う
形
を
採

る
、『

万
葉
集』

巻
五
に
載
る
山
上
憶
良
の
左
の
作
品
を
考
察
の
対
象
と
す
る

(

�)

。

思
二

子
等
一

歌
一
首
并
序

釋
�
如
来
金
口
正
説

等
思
二

衆
生
一

如
二

羅�

羅
一

又
説

愛
無
レ

過
レ

子

至
極
大
聖
尚

有
二

愛
レ

子
之
心
一

况
乎
世
間
蒼
生
誰
不
レ

愛
レ

子
乎

瓜う
り

食は

め
ば

子こ

ど
も
思お
も

ほ
ゆ

栗く
り

食は

め
ば

ま
し
て
偲し
ぬ

は
ゆ

い
づ
く
よ
り

来き
た

り
し
も
の

ぞ

ま
な
か
ひ
に

も
と
な
か
か
り
て

安や
す

眠い

し
寝な

さ
ぬ

(

５
・
八
〇
二)

反
歌

銀
し
ろ
か
ね

も

金
く
が
ね

も
玉た
ま

も

何な
に

せ
む
に

ま
さ
れ
る
宝
た
か
ら

子こ

に
及し

か
め
や
も

(
５
・
八
〇
三)

こ
の
作
品
に
対
し
て
は
、
従
来
、
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
井
村
哲

夫
氏
は
、｢

そ
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
盲
目
的
に
子
ど
も
に
執
着
し
て
止
ま
ぬ
親
の
愛
の
愚
か
し

い
ま
で
の
苦
悩
を
孕
ん
だ
姿
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
宜
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。｣

と
述
べ

(

�)
、

芳
賀
紀
雄
氏
は
、｢

長
歌
は
、
…
…
底
を
流
れ
る
主
調
は
、
喜
び
の
情
感
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
を

正
面
切
っ
て
発
揚
す
る
の
が
、
反
歌
の
占
め
る
位
置
だ
ろ
う
。｣

と
述
べ
て

(

�)

、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
張

す
る
主
題
が
当
該
作
品
全
体
を
貫
い
て
い
る
と
把
握
す
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
把
握
に
一
定
の

留
保
を
設
け
た
い
。
つ
ま
り
、
長
歌
と
反
歌
の
目
指
す
内
容
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、[

題
詞
・
序
文
・
長
歌
・
反
歌]

と
い
う
形
を
採
る
こ
の
作
品
の
読
解
を
目
指
し
た

い
。

二

題
詞
に
つ
い
て

そ
の
読
解
と
し
て
、
最
初
に
題
詞
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
題
詞
の
訓
み
に
つ

い
て
だ
が
、
乾
善
彦
氏
の
、｢『

思
い』

の
あ
り
方
を
総
合
す
る
形
で
題
詞
の

『

思』

は
、『

お
も

ほ
ゆ』

と

『

し
の
は
ゆ』

と
に
対
応
し
て
い
る｣

と
い
う
指
摘

(

�)

を
参
照
す
れ
ば
、
題
詞
の

｢

思｣

の
字
は
、
か
え
っ
て
訓
読
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
の

｢

思｣

に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

｢

思｣

に
つ
い
て
詳
し
く
指
摘
す
る
の
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

萬
葉
集
一

(

�)』

で

あ
る
。
そ
の
指
摘
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、

中
国
の
漢
魏
晋
の
時
代
に
見
え
る

｢

思
友
詩｣

｢

思
子
詩｣

な
ど
の
詩
題
は
、
い
ず
れ
も
離

別
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
故
人
を
思
う
こ
と
を
意
味
し
、
万
葉
集
の
題
詞
中
の

｢

思｣

も
、

八
九
七
以
外
は
同
様
。
こ
の

｢

思
子
等
歌｣

も
ま
た
、
遠
く
に
い
る
子
ど
も
た
ち
を
遥
か
に

思
い
偲
ん
だ
歌
の
意
で
あ
り
、
歌
詞
の

｢

思
ほ
ゆ｣

｢

偲
は
ゆ｣

に
対
応
す
る
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、『

芸
文
類
聚

(

�)』
(

巻
三
十
四
、
人
部
十
八
、
哀
傷
、
晋
潘
岳)

に
は
、

｢
又
思
子
詩
曰.

造
化
甄
二

品
物
一 .

天
命
代
二

虚
盈
一 .

奈
何
念
二

稚
子
一 .

懷
奇
隕
二

幼
齡
一 .

追
想

存
二

髣
髴
一 .

感
道
傷
二

中
情
一 .

一
往
何
時
還.

千
載
不
二

復
生
一 .｣

と
あ
る
。
し
か
し
、
死
ん
だ

我
が
幼
子
へ
の
思
い
を
詠
ん
だ
こ
の
詩
の

｢

思｣

を
も
っ
て
、
当
該
作
品
の
あ
り
方
と
同
一
に
論

じ
る
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
加
え
て
、
遠
く
離
れ
た
友
を
思
う

｢

思
友
詩｣

は

｢

交
友｣

の
範
疇
で
あ
り
性
質
を
異
に
す
る
。
こ
れ
も
同
一
に
論
じ
る
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い

(

	)

。
ま
た
、

(九 )




川

晶

輝

山
上
憶
良

｢

子
等
を
思
ふ
歌｣

に
つ
い
て



確
か
に

『

万
葉
集』

中
の

｢

思｣

の
用
例
は
、

但
馬
皇
女
在
二

高
市
皇
子
宮
一

時
思
二

穂
積
皇
子
一

御
作
歌
一
首

(

２
・
一
一
四
題
詞)

在
二

久
迩
京
一

思
下

留
二

寧
樂
宅
一

坂
上
大
嬢
上

大
伴
宿
祢
家
持
作
歌
一
首

(

４
・
七
六
五
題
詞)

な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
用
例
の
大
部
分
が
、
会
う
こ
と
叶
わ
な
い
恋
し
い
人
を
思
う
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

萬
葉
集
一』

の
よ
う
に

｢

八
九
七
以
外
は｣

と
し
、
山
上

憶
良
の
作
品
で
あ
る
巻
五
・
八
九
七
番
歌
題
詞
の
用
例

｢

老
身
重
レ

病
経
レ

年
辛
苦
及

二
思

兒
等
一

歌
七
首

長
一
首

短
六
首｣
を
例
外
と
す
る
立
論
の
是
非
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
題
詞
に
括

ら
れ
た
長
歌
八
九
七
番
歌
に
は

｢
五
月
蠅
な
す

騒
く
子
ど
も｣

と
あ
り
、
こ
の
長
歌
作
品
の
中

の

｢

子
ど
も
達｣

は
、
作
中
の
叙
述
の
主
体
の
眼、
前、
に、
い、
る、
と
言
え
よ
う
。
こ
の
長
歌
作
品
の
最

後
の
反
歌
九
〇
三
番
歌
の
後
ろ
に
は

｢
去
神
龜
二
年
作
之｣

と
あ
り
、
当
該
作
品
は
八
〇
五
番
歌

の
左
注
に
あ
る
よ
う
に｢

神
龜
五
年｣

の
作
品
で
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版『

萬
葉
集
一』

に
は
、
こ
の
巻
五
・
八
九
七
番
歌
題
詞
の
用
例
を
例
外
と
す
る
理
由
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
右
の
諸
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

萬
葉
集
一』

が
示
す
根
拠
に

基
づ
い
て
の
、｢

こ
の

『

思
子
等
歌』

も
ま
た
、
遠
く
に
い
る
子
ど
も
た
ち
を
遥
か
に
思
い
偲
ん

だ
歌
の
意｣

と
い
う
把
握
に
は
、
簡
単
に
従
え
な
い
次
第
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
怖
れ
る

の
は
、
こ、
の、
把、
握、
を、
根、
拠、
と、
し、
て、
、
例
え
ば
、｢

こ
の
時
山
上
憶
良
は
幼
い
子
ど
も
を
都
に
残
し

て
、
筑
前
国
に
赴
任
し
て
い
た
の
だ｣

や
、
あ
る
い
は
、｢

山
上
憶
良
は
幼
い
子
ど
も
を
国
府
に

残
し
て
、
遠
く
の
嘉
摩
郡
に
巡
行
し
て
い
た
の
だ｣

と
い
う

｢

実
体
論｣

が
ま
こ
と
し
や
か
に
語

ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

巻
五
・
八
九
七
番
歌
題
詞
の
用
例
の
よ
う
に
、
眼
前
の
子
ど
も
達
を
思
う
の
に
も

｢
思｣
は
使

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
用
例
を
例
外
と
し
て
、
当
該
作

品
を

｢

遠
く
に
い
る
子
ど
も
た
ち
を
遥
か
に
思
い
偲
ん
だ
歌｣

と
把
握
す
る
の
で
は
、
問
題
の
真

の
あ
り
か
自
体
を
捉
え
損
ね
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
眼
前
の
子
ど
も
達
を
思
う
の
に
も｢

思｣

が
使
わ
れ
得
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
遠
く
に
居
る
と
か
居
な
い
と
か
と
い
う
局
面
が
問
題

な
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
当
該
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
を
超
越

し
て

｢

思｣

を
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
に
、
自
覚
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
は
、
前
掲
の

乾
善
彦
氏
の
、｢『

思
い』

の
あ
り
方
を
総
合
す
る
形｣

と
い
う
指
摘
が
貴
重
な
提
言
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

本
稿
と
し
て
は
、
当
該
作
品
の
題
詞
に
お
い
て

｢

子
ど
も
達
を
〈
思
〉｣

と
い
う
問
題
系
が
提

示
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
点
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

三

序
文
に
つ
い
て

(

一)
｢

釋
�
如
来
金
口
正
説

等
思
二

衆
生
一

如
二

羅�

羅
一｣

に
つ
い
て

次
に
、
序
文
に
移
り
、
そ
の
冒
頭
部
分

｢

釋
�
如
来
金
口
正
説

等
思
二

衆
生
一

如
二

羅�

羅
一｣

に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
こ
の
部
分
の
出
典
に
つ
い
て
、『

萬
葉
代
匠
記』

(

初
稿
本
・
精
撰
本)

は
、

｢

最
勝
王
経
曰
。
普
観
二

衆
生
一

愛
無
二

偏
党
一

如
二

羅
怙
羅
。一｣

と
指
摘
し

(

�)

、
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

萬
葉
集
二

(

�)』

は
、｢

合
部
金
光
明
経(

隋
大
興
善
寺
沙
門
釈
宝
貴
合
、
北
涼
天
竺
三
蔵
曇
無
讖
訳)

の
寿
量
品

『

等
観
二

衆
生
、一
如
二

羅� �

羅
一』

に
よ
っ
た
と
見
る
方
が
よ
い
。｣

と
指
摘
し
て
い
る
。

井
村
哲
夫
氏
は
、
こ
の

『

萬
葉
代
匠
記』

や
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

萬
葉
集
二』

の
指
摘
を
、

｢

そ
れ
は
釈
�
如
来
そ
の
人
の
言
葉
で
な
く
て
、
一
婆
羅
門
の
仏
を
礼
し
た
て
ま
つ
っ
て
申
し
た

と
の
言
葉
の
中
に
あ
る｣

と
い
う
点
か
ら
退
け
、｢

大
般
涅
槃
経
巻
第
一
寿
命
品

(

北
本
、
北
涼
天
竺

三
蔵
曇
無
讖
訳
。
南
本
に
て
は
序
品
に
入
る
部
分
に)

に『

等
視
衆
生
如
羅�

羅』

と
あ
る
の
を
挙
げ
た
い
。｣

と
述
べ
て
、
釈
�
如
来
自
ら
の
言
葉
の
例
で
あ
る

｢

大
般
涅
槃
経
巻
第
一
寿
命
品｣

の
用
例
を
指

摘
す
る

(

�)

。

出
典
に
つ
い
て
は
、
井
村
氏
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
左
の
図
式
で
示
す
違
い
は
重
要
で

あ
ろ
う
。金

光
明
最
勝
王
経
如
来
寿
量
品
…｢

普
観
二

衆
生
一

…
如
二

羅
怙
羅
一｣

金
光
明
最
勝
王
経
捨
身
品
…
…
…｢

等
視
二

衆
生
一

如
二

一
子
一｣

大
般
涅
槃
経
巻
第
一
寿
命
品
…
…｢

等
視
二

衆
生
一

如
二

羅�

羅
一｣

当
該
憶
良
作
品

｢

等
思
二

衆
生
一

如
二

羅�

羅
一｣

つ
ま
り
、
当
該
作
品
で
は
、
題
詞
の

｢

思
子
等｣

に
合
わ
せ
て
、｢

観
や
視｣

と
い
う

｢

見
る｣

と
い
う
局
面
で
は
な
い
、
子
ど
も
の
こ
と
を
思
う

｢

思｣

の
局
面
へ
と
、
問
題
自
体
を
改
変
し
て

い
る
、
そ
う
し
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

…
…
…
…
…
…
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(

二)
｢

又
説

愛
無
レ

過
レ

子｣

を
め
ぐ
っ
て

次
に
、
序
文
の

｢

又
説

愛
無
レ

過
レ

子｣

の
部
分
に
移
ろ
う
。
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ

の
部
分
の
出
典
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
出
典
を
指
摘
で
き
な
い
と
い
う
段
階
で
止
ま
っ
て

し
ま
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
あ
た
か
も

｢

仏
説｣

や

｢

仏
典｣

を
実
際
に
引
用
し
た
か
に
見
せ

か
け
る
、
い
わ
ば
作
為
的
な
〈
引
用
〉
に
よ
っ
て
、
結、
果、
、
テ、
キ、
ス、
ト、
上、
で、
、
釈
�
は
、｢

子
ど

も
へ
の
愛｣

を
論
じ
る
局
面
に
立
ち
会
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
ら
を
重
視
す
べ
き

で
あ
る
。
い
わ
ば

｢

確
信
犯｣
と
し
て
の
こ
の
〈
引
用
〉
は
、
そ
う
し
た
方
便
か
ら
出
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

井
村
哲
夫
氏
は
こ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
鋭
く
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
そ
の
記
述
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

彼
は
花
を
愛
人
の
よ
う
に
思
っ
て
愛
す
る

と
い
う
文
か
ら
、

彼
は
愛
人
を
愛
し
て
い
る

と
い
う
判
断
が
導
か
れ
ぬ
よ
う
に
、
�｢

等
思
二

衆
生
、一
如
二

羅�

羅
一｣

か
ら
、｢

釈
�
如
来

が
羅�

羅
を
愛
さ
れ
た｣

と
い
う
判
断
は
導
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
本
来
は

｢

釈
�
如
来
が
羅�

羅
を
愛
さ
れ
た｣

と
は
な
ら
な
い
の
に
、
当
該
の
序
文
で

は

｢

釈
�
如
来
が
羅�

羅
を
愛
さ
れ
た｣

と
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、

釈
�
如
来
が
口
づ
か
ら

｢

我
が
子
羅�

羅
が
一
番
可
愛
い｣

と
仰
言
っ
た
ら
困
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
そ
れ
を
�｢

至
極
大
聖
、
尚
有
二

愛
レ

子
之
心
。一｣

と
い
う
判
断
の
論
拠
と
し
て
提
出

し
て
い
る
以
上
、
憶
良
は
�

(

�)

を
ば
釈、
尊、
そ、
の、
人、
の、
愛
子
の
念
の
述
懐
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受

け
取
っ
て
引
用
し
て
い
る
と
言
う
事
に
な
る
。
即
ち
、
解
釈
の
仕
替
え
が
あ
る
の
で
あ
る

(

�)

。

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
芳
賀
紀
雄
氏
は
、｢『

法
愛』

の
比
喩
と

『

欲
愛』

と
の
す
り
か
え
が
な
さ

れ
る｣

と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る

(

	)

。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
作
品
の
序
文
の

｢

愛｣

は
、
決
し
て
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。

井
村
氏
指
摘
の
傍
線
部

｢

解
釈
の
仕
替
え｣

に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
い
わ
ば

｢

愛
の
仕
替
え｣

を
、
ま
た
、
芳
賀
氏
指
摘
の
傍
線
部

｢

す
り
か
え｣

に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
い
わ
ば

｢

愛
の
す
り

か
え｣

を
、
山
上
憶
良
は
他
の
作
品
で
行
な
っ
て
い
る

(


)

。
こ
こ
で
は
、
こ
の

｢

愛｣

を
め
ぐ
っ
て

の
複
雑
な
様
相
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
て
お
き
た
い
。
参
照
す
べ
き
は
、『

万
葉
集』

巻
五
の

｢

日
本
挽
歌｣

前
置
の
漢
詩
の
用
例
で
あ
る
。

愛
河
波
浪
已
先
滅

苦
海
煩
悩
亦
無
レ

結

従
来�

二

離
此
穢
土
一

本
願
託
二

生
彼
浄
刹
一

こ
の

｢

愛
河｣

に
つ
い
て
、
小
島
憲
之
氏
は
、｢『

愛
河』

は
愛
欲
を
河
に
た
と
へ
た
も
の｣

と
指

摘
し

(

�)

、
芳
賀
紀
雄
氏
は
、

こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
起
句
の

｢

愛
河｣

の

｢

愛｣

が
、

一
切
煩
悩
、
愛
為
二

根
本
一(

大
集
経
巻
三
十
一
・
日
密
分
中
護
法
品
一
、
大
正
蔵
十
三
巻
二
一
三
頁
下)

な
ど
と
さ
れ
る
愛
と
は
、
本
質
的
に
違
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
の
義
と
は
す
り
か

わ
っ
た
、
妻
と
の
愛
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

と
指
摘
し

(

�)

、
鉄
野
昌
弘
氏
は
、

子
等
へ
の

｢

愛｣

が
苦
悩
で
も
あ
っ
た
と
同
様
、
妻
へ
の

｢

愛｣

も
ま
た

｢

波
浪｣

で
あ
り
、

｢

煩
悩｣

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
初
二
句
は
と
も
に
、
そ
う
し
た
妻
へ
の
様
々
な

｢

愛｣

の
感
情
が
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
か
。

と
指
摘
す
る

(

)

。
こ
こ
に
は
、｢

愛｣

を
め
ぐ
っ
て
の
複
雑
な
様
相
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
次
の
例
も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
よ
う
。

父
母
を

見
れ
ば
尊
し

妻
子
見
れ
ば

め
ぐ
し
愛
し

世
間
は

か
く
ぞ
理

も
ち
鳥
の

か
か
ら
は
し
も
よ
…
…(

５
・
八
〇
〇

山
上
憶
良

｢

令
反
或
情
歌｣)

こ
の
用
例
に
つ
い
て
、
井
村
哲
夫
氏
は
、｢

父
母
・
妻
子
の
存
在
、
又
そ
の
関
係
、
こ
れ
が
色
で

あ
り
、
そ
れ
を
見
れ
ば『

た
ふ
と
し』

『

め
ぐ
し
愛
し』

と
執
着
す
る
、
こ
れ
が
触
で
あ
る
。
我
々

を
纏
縛
し
て
、
黐
膠
の
如
く
離
さ
な
い
恩
愛
の
絆
な
の
で
あ
る
。｣

と
指
摘
す
る

(

�)

。
ま
た
、
芳
賀

紀
雄
氏
は
、｢

仏
教
で
は
、
愛
を
悟
り
に
到
達
す
る
の
を
妨
げ
る
情
意
的
な
煩
悩
と
し
て
退
け
る

が
、
憶
良
に
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
支
え
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る｣

と
指
摘
し
、

さ
ら
に
、｢

こ
こ
は
挙
例
の
ご
と
き
表
現
を
逆
用
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か｣

と
指
摘

す
る

(

�)

。
こ
の
芳
賀
氏
の
指
摘
は
、
山
上
憶
良
と
仏
典
の

｢

愛｣

を
め
ぐ
る
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い

様
相
を
明
ら
か
に
し
得
た
貴
重
な
先
行
研
究
で
あ
る
。
�
川
晶
輝
も
右
の
芳
賀
氏
の
指
摘
に
示
唆

を
受
け
て
、｢

父
母
や
妻
子
へ
の

『

愛』

が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
提
示
に
お
い
て
、

こ
の
世
の
中
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
仏
典
の
現
実
認
識
を
う
ま
く
利
用
し
た｣

こ
と
を
指

摘
し
て
お
い
た

(
�)
。

本
稿
と
し
て
も
、
こ
の

｢

愛｣

を
、
重
要
な
論
点
と
考
え
、
こ
れ
か
ら
、
論
じ
て
行
く
次
第
で

�川 晶輝：山上憶良 ｢子等を思ふ歌｣ について(一一)



あ
る
。

当
該
作
品
に
は
、
子
ど
も
へ
の

｢

愛｣

が
三
箇
所
あ
る
。

又
説

愛
無
レ

過
レ

子

至
極
大
聖
尚
有
二

レ
愛
子
之
心
一

况
乎
世
間
蒼
生
誰
不
レ

レ
愛
子
乎

こ
の

｢

愛｣

の
中
身
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
自
体
が
、｢

釋
�
如
来
金
口
正
説｣

｢

又
説｣

と
い
う

よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
の
外
部
へ
と
向
か
っ
て
開
い
て
い
る
こ
と
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
テ
キ
ス
ト
の
外
部
へ
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
作
品
自
体
の
あ
り
よ
う
に
従
っ
て
、

｢

仏
説｣

お
よ
び

｢

仏
典｣

へ
の
目
配
り
を
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

(

三)
｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

に
つ
い
て

(

１)
｢

仏
説｣

お
よ
び

｢

仏
典｣

に
お
い
て

①

｢

子
を
愛
す
と
い
う
こ
と｣

が

｢

煩
悩｣

の
義
と
な
る
例

芳
賀
紀
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に

(

�)

、『

大
方
等
大
集
経』
(

巻
三
十
一)

に
は
、｢

一
切
煩
悩
愛
為

根
本
。｣

と
あ
る
。
こ
の
芳
賀
氏
の
指
摘
に
導
き
を
受
け
て
、｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

に
つ
い
て
見
て

行
こ
う
。

｢

愛｣

一
般
の
み
な
ら
ず
、｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

に
つ
い
て
も
、｢

煩
悩｣

と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
仏
書
・
仏
典
の
そ
う
し
た
用
例
を
見
て
み
よ
う

(

�)
。
な
お
、
用
例

の
確
認
の
便
宜
を
図
る
た
め
、『

国
訳
大
蔵
経』

の
書
き
下
し
文
を
併
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

『

佛
本
行
集
経

(

�)』
(

巻
第
三
十
五

耶
輸
陀
因
縁
品
下)

に
は
、

爾
時
世
尊
。
河
邊
遙
見
其
耶
輸
陀
善
男
子
父
向
佛
而
來
。
世
尊
見
已
。
作
如
是
念
。
此
耶
輸

陀
善
男
子
父
。
既
來
求
子
。
以
愛
念
故
。
或
能
倉
卒
不
避
好
惡
。
抱
耶
輸
陀
善
男
子
身
。

…
…爾そ

の
時と
き

、
世 せ

尊 そ
ん

、
河か

邊へ
ん

に
遙
は
る
か

に
其そ

の
耶や

輸し
ゆ

陀だ

善ぜ
ん

男な
ん

子し

の
父ち
ち

の
、
佛
ほ
と
け

に
向む
か

ひ
て
來き
た

る
を
見み

給た
ま

ひ
、
見み

已を
は

り
て
是か

く

の
如ご

と

き
念ね

ん

を
な
し
給た

ま

ふ
、『

此こ

の
耶や

輸し
ゆ

陀だ

善ぜ
ん

男な
ん

子し

の
父ち

ち

、
既す

で

に
來き

た

り
て
子こ

を
求も

と

む
。
愛あ

い

念ね
ん

を
以も

つ

て
の
故ゆ

ゑ

に
、
或

あ
る
ひ

は
能よ

く
倉
卒

さ
う
そ
つ

に
好か

う

惡を

を
避さ

け
ず
、
耶や

輸し
ゆ

陀だ

善ぜ
ん

男な
ん

子し

の
身み

を
抱い

だ

か
ん
。
…
…』

と
。(『

国
訳
大
蔵
経

経
部

第
十
四
巻

(

�)』)

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
耶
輸
陀
善
男
子
の
父
親
が
抱
い
て
い
る
耶
輸
陀
善
男
子
へ
の
取
り
乱
し
た

｢

煩
悩｣

の
思
い
が
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
世
尊
釈
�
自
身
に
よ
っ
て
、
四
角
囲
み
の

｢

愛

念｣

と
い
う
よ
う
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く

『

佛
本
行
集
経』

(

巻
第
二
十

車
匿
等
還
品
下)

に

は
、
子
で
あ
る
釈
�
が
出
家
し
た
こ
と
を
知
っ
た
、
父
浄
飯
王
の
行
動
が
左
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て

い
る
。時

淨
飯
王
。
説
是
語
已
。
因
愛
子
故
。
苦
切
所
逼
。
臥
在
於
地
。
作
如
是
等
。
受
苦
惱
事
。

擧
聲
大
哭
。
乍
撲
乍
起
。
言
音
哽
咽
。

…
…
時と

き

に
淨

じ
や
う

飯ぼ
ん

王の
う

、
是こ

の
語ご

を
説き

き
已を

は

り
、

あ
い
し

愛
子
に
因よ

る
が
故ゆ

ゑ

に
、
苦く

切せ
つ

に
逼せ

ま

ら
れ
、
臥ふ

し
て
地ち

に
在あ

り
。
是か

く

の
如ご

と

き
等と

う

の
苦く

惱な
う

を
受う

く
る
事こ

と

を
作な

し
、
聲こ

ゑ

を
擧あ

げ
て
大
哭

だ
い
こ
く

し
、
乍

た
ち
ま

ち
撲う

ち
乍

た
ち
ま

ち
起た

ち
、
言ご

ん

音お
ん

哽
咽

あ
う
え
つ

す
。(『

国
訳
大
蔵
経

経
部

第
十
三
巻

(

�)』)

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、｢

子
を
愛
す｣

こ
と
に
よ
る
煩
悩
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
同

じ
く

『

佛
本
行
集
経』

(

巻
第
五
十
三

優
陀
夷
因
縁
品
下)

で
も
、
世
尊
に
よ
る
大
衆
へ
の
説
法
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

輸
頭
檀
王
。
爲
於
愛
子
煩
惱
羅
網
之
所
覆
故
。
遂
不
獲
果
。
坐
世
尊
前
。
以
哀
愍
音
悲
泣

哽
咽
。
…
…

輸し
ゆ

頭づ

檀だ
ん

王の
う

の
み
、
子こ

を
愛あ

い

す
る
煩
惱

ぼ
ん
な
う

羅ら

網ま
う

に
覆お

ほ

は
る
る
が
爲た

め

の
故ゆ

ゑ

に
、
遂つ

ひ

に
果く

わ

を
獲え

ず
。
世せ

尊そ
ん

の
前ま

へ

に
坐ざ

し
て
、 (

マ
マ)

哀
愍

あ
ん
み
ん

の
音お

ん

を
以も

つ

て
、
悲ひ

泣き
ふ

哽
き
や
う

咽え
つ

し
て
、
…
…(『

国
訳
大
蔵
経

経
部

第
十
四
巻

(

�)』)

と
あ
り
、
子
を
愛
す
る
煩
悩
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、｢

仏
説｣

お
よ
び
、
範
囲
を
拡
げ
て

｢

仏
典｣

に
お
い
て
は
、
予
想
通
り
、｢

子

ど
も
を
愛
す｣

こ
と
を

｢

煩
悩｣

と
し
て
退
け
る
記
述
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

仏
説
お
よ
び
仏
典
に
は
、
そ
う
し
た
義
の
例
ば
か
り
な
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

仏
説
お
よ
び
仏
典
に
お
い
て
、｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
え
る
。

項
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

②
｢

子
を
愛
す
と
い
う
こ
と｣

が

｢

子
を
い
と
お
し
く
思
う｣

義
と
な
る
例

引
き
続
い
て
仏
書
・
仏
典
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
も
、
用
例
の
確
認
の
便
宜

を
図
る
た
め
、『
国
訳
一
切
経』

の
書
き
下
し
文
を
併
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

唐
の
永
淳
二
年

(
六
八
三)

に
中
印
度
の
沙
門
地
婆
訶
羅
が
訳
出
し
た

(

	)『

方
廣
大
莊
嚴
経

(


)』
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(
巻
第
八

詣
菩
提
場
品
第
十
九)

に
は
、

爾
時
世
尊
欲
重
宣
此
義
。
而
説
偈
言

…
…
煩
惱
所
擾
者

便
得
大
安
樂

狂
亂
得
正
念

貧
賤
得
富
貴

病
苦
得
痊
除

禁

囚
得
解
脱

一
切
無
忿
競

展
轉
起
慈
心

如
父
母
愛
子

菩
薩
光
明
網

遍
滿
於

十
方

普
照
恒
沙
界

暎
蔽
無
邊
土

爾
の
時
世
尊
、
重
ね
て
此
の
義ぎ

を
宣の

べ
ん
と
欲
し
て
、
偈
を
説
い
て
言
は
く
、

『

…
…
煩
惱

ぼ
ん
な
う

に
擾み

だ

さ
る
る
者
は
、
便
、
大
安
樂
を
得
た
り
。

狂
き
や
う

亂ら
ん

は
正
念
を
得
、
貧
賤
は

富ふ
う

貴き

を
得
、
病
苦
は
痊
除

せ
ん
ぢ
よ

を
得
、
禁
囚
は
解
脱
を
得
。

一
切さ

い

忿ふ
ん

競
き
や
う

無な

く
、
展
轉

て
ん
で
ん

し
て
慈じ

心し
ん

を
起

す
、
父ふ

母も

の
子
を
愛
す
る
が
如
し
。

菩
薩
の
光
明
の
網
は
、
十
方
に
遍
滿

へ
ん
ま
ん

し
て
、
普
く
恒
沙

ご
う
じ
や

の
界

を
照
し
、
無む

邊へ
ん

の
土
を
暎
蔽

え
い
へ
い

す
。
…
…(『
国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部

本
縁
部

九

(

�)』)

と
あ
る
。
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
世
尊
釈
�
自
ら
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る

こ
と
が
判
る
。
世
尊
の
教
え
の
お
か
げ
に
よ
り
民
衆
は
慈
し
み
の
心
を
起
こ
す
の
だ
が
、
そ
の
心

の
喩
え
と
し
て
、｢

父
母
が
子
ど
も
を
い
と
お
し
く
思
い
愛
す
る
心｣

を
世
尊
自
ら
が
挙
げ
て
い

る
の
で
あ
り
、
世
尊
自
ら
が
父
母
が
子
ど
も
を
い
と
お
し
く
思
い
愛
す
る
心
を
讃
え
て
い
る
こ
と

と
な
る
。
こ
こ
に
は
、｢

煩
悩｣

と
し
て
退
け
る
の
で
は
な
い
要
素
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
釈
�
の
法
愛
・
慈
愛
を
讃
え
る
文
脈
に
お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

の
例
を
多
く
指
摘

で
き
る
。
中
村
元
氏
は
、｢

於
二

諸
衆
生
一

愛
レ

之
若
子
。｣

(『

維
摩
経』

問
疾
品)
と
い
う
記
述
を
参
照

し
、｢

子
に
対
す
る
愛

(
sn

e
h

a)

が
尊
ば
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
一
切
衆
生
に
対
し
て
子
に
対
す

る
よ
う
な
愛
情
を
以
て
対
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。｣

と
述
べ
て
お
り

(

�)

、
藤
田
宏
達
氏
は
、

親
の
子
に
対
す
る
愛
は
、
仏
の
衆
生
に
対
す
る
愛
、
す
な
わ
ち
慈
悲
の
こ
こ
ろ
を
表
わ
す
譬

え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

｢

法
華
経｣

…
…
に
よ
る
と
、
仏
は

｢
父、
が、

愛、
す、
る、
ひ、
と、
り、
息、
子、
に、
対、
す、
る、
よ、
う、
に、(

p
ite

v
a

p
riy

a
e

k
ap

u
trak

e)

、
あ
わ
れ
み(�

���
�� ��)

を
生
じ
て
、
三
界
に
現
わ
れ
、
輪
廻
の
輪
の
中
に
輪
転
し
て
い
る
生
け
る
者
た
ち
を
見
る｣

と
い
う
。

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。
世
尊
釈
�
の
法
愛
・
慈
愛
を
讃
え
る
文
脈
に
お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

の
例

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。『

僧
伽
羅
刹
所
集
経

(

�)』
(

上
巻)

に
は
、

爾
時
世
尊
獨
遊
無
侶
亦
無
有
師
。
功
徳
無
量
欲
訓
誨
衆
生
。
於
佛
法
衆
皆
悉
成
一
智
成
就
成

等
正
覺
。
最
尊
微
妙
無
等
者
。
…
…
除
去
有
無
有
愛
。
亦
無
有
伴
侶
。
一
切
功
徳
智
成
就
。

等
擁
護
一
切
衆
生
如
父
母
愛
子
。
展
轉
功
徳
力
成
就
。
無
貪�

慢
故
曰
最
勝
。
…
…

爾
の
時
、
世
尊
獨
遊
し
て
、
侶ろ

無な

く
、
亦
師
有
る
無
し
。
功く

徳ど
く

無む

量
り
や
う

に
し
て
、
衆
生
を
訓く

ん

誨げ

せ
ん

と
欲
す
。
佛
法
衆
に
於
て
皆
悉
く
成
じ
、
一
切さ

い

智ち

成
じ
や
う

就じ
ゆ

し
、
等
正
覺
を
成
ず
。
最さ

い

尊そ
ん

微み

妙め
う

に
し
て
、

等
し
き
者
無
し
。
…
…
有
を
除
去
し
て
、
愛
有
る
こ
と
無
く
、
亦
伴
侶
有
る
こ
と
無
し
。
一
切
の

功く

徳ど
く

智ち

成
じ
や
う

就じ
ゆ

し
、
等
し
く
一
切
衆
生
を
擁え

う

護ご

す
る
こ
と
、
父
母
の
子
を
愛
す
る
が
如
し
。
展
轉

て
ん
で
ん

し

て
功く

徳ど
く

力り
き

成
じ
や
う

就じ
ゆ

し
、
貪
・� き

や
う

慢ま
ん

無な

き
が
故
に
、
最
勝
と
曰
ふ
。
…
…(『

国
訳
一
切
経
印
度
撰
述

部

本
縁
部

九

(

�)』)

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
世
尊
の
法
愛
が
述
べ
ら
れ
る
文
脈
に
お
い
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
子
を
慈

し
み
い
と
お
し
く
思
う
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

(

な
お
、
波
傍
線
部
の

｢

愛｣

は
煩
悩
の
義
で
あ
る)

。

ま
た
、
左
の

『

増
一
阿
含
経

(

�)』
(

巻
第
三
十
二

力
品
第
三
十
八
之
餘)

を
見
て
み
よ
う
。
鬼
神
の
害

に
よ
り
死
者
多
数
の
毘
舎
離
城
の
人
民
は
、
鬼
神
を
追
い
払
う
た
め
に
世
尊
に
来
訪
を
請
願
す
る

こ
と
を
協
議
す
る
。
左
の
例
は
、
そ
の
折
り
の
あ
る
人
物
の
発
言
の
部
分
の
例
で
あ
る
。

或
復
有
作
是
説
。
如
來
有
大
慈
悲
愍
念
衆
生
遍
觀
一
切
。
未
度
者
使
令
得
度
。
不
捨
一
切
衆

生
如
母
愛
子
。
設
當
有
人
請
者
如
來
便
來
。
…
…

或
は
復ま

た

是
の
説
を
作な

す
有
り
、｢

如
來
は
大
慈
悲
有
り
て
、
衆
生
を
愍
念

み
ん
ね
ん

し
た
ま
ひ
、
遍

あ
ま
ね

く
一
切

を
觀
じ
て
未
だ
度
せ
ざ
る
者
を
し
て
、
度
す
る
こ
と
を
得
使し

令
め
、
一
切
衆
生
を
捨
て
ざ
る
こ
と
、

母
の
子
を
愛
す
る
が
如
し
。
設も

し
當
に
人
有
り
て
請
じ
ま
つ
れ
ば
、
如
來
は
便
ち
來
り
た
ま
は
ん
。

…
…｣

と
。(『

国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部

阿
含
部

九

(

	)』)

さ
ら
に
、
同
じ
く

『

増
一
阿
含
経』

(

巻
第
四
十
七

放
牛
品
第
四
十
九
之
餘)

に
は
、

目
連
報
曰
。
提
婆
達
兜
勿
懷
恐
怖
。
地
獄
極
苦
無
過
斯
處
。
彼
釋
�
文
佛
如
來
至
眞
等
正
覺
。

愍
念
一
切�

飛
蠢
動
。
如
母
愛
子
心
無
差
別
。
以
時
演
義
終
不
失
叙
。
亦
不
違
類
所
演
過

量
。
…
…

目
連
報こ

た

へ
て
曰
く
、｢

提だ
い

婆ば

達だ
つ

兜と

、
恐
怖
を
懷
く
こ
と
勿
れ
。
地
獄
の
極
苦
斯
の
處
に
過
ぐ
る
は
無

し
。
彼
の
釋し

や

�か

文も
ん

佛ぶ
つ

・
如
來
・
至
眞
・
等
正
覺
は
、
一
切
の�

け
ん

飛び

蠢
し
ゆ
ん

動ど
う

を
も
、
愍
念
し
た
ま
ふ
こ

と
、
母
の
子
を
愛
す
る
が
如
く
、
心
に
差
別
無
し
。
時
を
以
て
義
を
演の

べ
ん
に
、
終
に
叙
を
失
は

ず
、
亦
類
に
違
せ
ず
、
演の

ぶ
る
所
過
量
な
り
。
…
…｣

と
。(『

国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部

阿
含

部

十

(


)』)

と
も
あ
る
。

�川 晶輝：山上憶良 ｢子等を思ふ歌｣ について(一三)



と
こ
ろ
で
、
松
下
貞
三
氏
は
、｢

漢
訳
仏
典
は
翻
訳
文
と
い
う
中
国
文
の
一
種
で
、
従
来
使
っ

て
き
た
伝
統
語
を
用
い
な
い
と
、
愛
情
の
こ
と
を
書
き
表
わ
せ
な
い｣

と
い
う
重
要
な
点
を
指
摘

し
て
い
る

(
�)

。
つ
ま
り
、[

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
典]

に
は
、
子
ど
も
へ
の
思
い
を
①
煩
悩
と
し

て
退
け
る
例
、
②
讃
え
る
例
、
こ
の
双
方
が
存
在
す
る
。[

漢
訳
文
典]

で
は
、
こ
の
右
の
①
②

と
も

｢

愛｣

と
い
う
漢
字
に
よ
っ
て
表
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
右
の
松
下
貞
三
氏
の
指
摘
は
、
こ

う
し
た
内
容
を
我
々
に
改
め
て
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
山
上
憶
良
も

[

漢
訳
仏
典]

に
触
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、[
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
典]

で
は
な
く
、[

漢
訳
仏
典]

の
位
相
に

お
い
て
、｢

愛｣

を
確
認
す
る
の
で
問
題
な
か
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
山
上
憶
良
を
と
り
ま
く
仏
書
お
よ
び
仏
典
に

お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

は
、
確
認
し
て
来
た
よ
う
に
、
煩
悩
と
し
て
退
け
る
例
ば
か
り
で
な

く
、
世
尊
釈
�
自
身
が
、｢

父
母
が
子
ど
も
を
い
と
お
し
く
思
う
心｣

を
慈
し
み
の
心
と
し
て
讃

え
て
い
る
例
も
あ
る
の
で
あ
り
、
と
て
も
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

２)
｢

日
本
の
散
文｣

に
お
い
て

当
該
作
品
で
は
、
見
て
来
た
よ
う
に
、｢

釋
�
如
来
金
口
正
説
…
…｣

｢

又
説
…
…｣

と
、
仏
説

が
、
日
本
の
散
文
と
し
て
の
序
文
に
〈
引
用
〉
さ
れ
て
い
る
。
で
あ
る
の
で
、
今
度
は
、｢

日
本

の
散
文｣

に
お
い
て
、｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

が
ど
の
よ
う
な
様
相
で
あ
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
日
本
の
上
代
に
お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

を
つ
づ
っ
た
散
文
の
例
を
、『
日
本
書
紀

(

�)』

『

古
事
記

(

�)』
『

日
本
霊
異
記

(

�)』
『

続
日
本
紀

(

�)』

の
例
を
順
に
、
す
べ
て
挙
げ
て
お
く
。

『

日
本
書
紀』

(

景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
条)

(

日
本
武
尊
崩
の
報
せ
を

(

�
川
補
注))

天
皇
聞き
こ

し
め
し
て
、
寝
席
安
か
ら
ず
、
食
味
甘う
ま

か

ら
ず
。
昼
夜
に
喉む

咽せ

ひ
て
、
泣な
き

悲か
な

し
び�

�

み
む
ね
う

ち
た
ま
ふ
。
因
り
て
大
き
に
歎
き
て
曰
は
く
、

｢

我
が
子
小
碓
王

を
う
す
の
み
こ

、
昔
熊
襲
の
叛そ
む

き
し
日
に
、
未い
ま

だ
総
角
あ
げ
ま
き

に
も
及い
た

ら
ぬ
に
、
久
し
く
征
伐

に
煩な

づ

み
、
既
に
し
て
恒つ
ね

に
左
右
に
在
り
て
、
朕わ

が
不
及
か
け
た
る

を
補
ひ
き
。
然
る
に
東
夷
騒
動
み
、

討
た
し
む
る
者
勿
し
。
愛

(

か
な
し
き)

[

日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

日
本
書
紀

(

	)』

、
愛

(

め
ぐ
み)]

を
忍
び
て
賊
の
境
に
入
ら
し
む
。
一
日
の
顧し
の

は
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
…
…｣

と
の
た
ま

ふ
。

『

日
本
書
紀』

(

景
行
天
皇
五
十
三
年
秋
八
月
条)

丁
卯
の
朔
に
、
天
皇
、
群
卿
に
詔
し
て
曰
は
く
、｢

朕わ
れ

、
愛
子

(

か
な
し
ご)

[

大
系
、
愛
子

(

め
ぐ
み
し
こ)

を]

顧し
の

ふ
こ
と
何
い
づ
れ

の
日
に
か
止や

ま
む
。
冀ね
が

は
く
は
、
小
碓
王
の
平
こ
と
む

け
し
国

を
巡
狩

め
ぐ
り
み

ま
く
欲ほ

し｣

と
の
た
ま
ふ
。

『

日
本
書
紀』

(

応
神
天
皇
四
十
年
春
正
月
条)

辛
丑
の
朔
に
し
て
戊
申
に
、
天
皇
、
大
山
守

お
ほ
や
ま
も
り
の

命
み
こ
と

・
大
鷦
鷯

お
ほ
さ
ざ
き
の

尊
み
こ
と

を
召
し
て
、
問
ひ
て
曰
の
た
ま

は
く
、｢

汝
い
ま
し

等た
ち

、

レ
愛
子

(

こ
を
う
つ
く
し
ぶ
る)

[

大
系
、
愛
レ

子

(

こ
う
つ
く
し
き)]

や｣

と
の

た
ま
ふ
。
対こ

た

へ
て
言ま
を

し
た
ま
は
く
、｢

甚
は
な
は

だ
愛

(

う
つ
く
し
ぶ)

[

大
系
、
愛

(

う
つ
く
し)]｣

と
ま
を
し
た
ま
ふ
。

『

日
本
書
紀』

(

仁
徳
天
皇
即
位
前
紀)

誉
田
天
皇
崩
か
む
あ
が

り
ま
す
。
時
に
太
子

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

菟
道
稚
郎
子

う
ぢ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

、
位
み
く
ら
ゐ

を
大
鷦
鷯

お
ほ
さ
ざ
き
の

尊
み
こ
と

に
譲ゆ
づ

り
ま
し

て
、
未い

ま

だ
即
帝
位

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
し
ろ
し
め

さ
ず
。
仍
り
て
大
鷦
鷯
尊
に
諮ま
を

し
た
ま
は
く
、｢

…
…
其
れ
、
先

帝
の
我
を
立
て
て
太
子
と
し
た
ま
ひ
し
は
、
豈あ

に

能
才
よ
き
か
ど

有あ

り
と
し
て
な
ら
む
や
。
唯た
だ

愛

(

め

ぐ
し)

[

大
系
、
愛

(

め
ぐ
み
し)]

と
し
た
ま
ひ
つ
れ
ば
な
り
…
…｣

と
ま
を
し
た
ま
ふ
。

『

日
本
書
紀』

(

継
体
天
皇
八
年
春
正
月
条)

妃
の
曰ま
を

さ
く
、｢

余
あ
た
し

事こ
と

に
非あ
ら

ず
。
唯た
だ

妾
や
つ
こ

が
悲か
な

し
ぶ
る
所
と
こ
ろ

は
、
飛
天
之
鳥

あ
ま
と
ぶ
と
り

も
、
愛
二

養
児
一

(

こ
を
う
つ
く
し
ば
む)

[

大
系
、
愛
二

養
兒
一(

お
の
が
こ
を
う
つ
く
し
ぶ
る)]

が
為
に
、
樹こ

巓ず
ゑ

に
巣す

作く

ふ
は
、
其そ

の
愛

(

う
つ
く
し
び)

[

大
系
、
愛

(

う
つ
く
し
び)]

の
深ふ
か

き
な
り
。
伏
地
之
虫

つ
ち
は
ふ
む
し

も
、

子
を
護
衛
ら
む
が
為
に
、
土
中
に
窟
作
る
は
、
其
の
護

ま
も
り

の
厚あ
つ

き
な
り
。
乃
ち
人
に
至
り

て
は
、
豈あ

に

慮
お
も
ひ
は
か
り

無な

き
こ
と
得
む
や
。
嗣
み
つ
ぎ

無
き
恨
う
ら
み

、
方ま
さ

し
に
太
子
に
鍾あ
た

れ
り
。
妾
が
名な

も
随
し
た
が

ひ
て
絶た

え
な
む｣

と
ま
を
す
。

『

日
本
書
紀』

(

欽
明
天
皇
即
位
前
紀
条)

天
国
排
開
広
庭
天
皇
は
、
男を

大ほ

迹ど
の

天
皇

す
め
ら
み
こ
と

の
嫡
子
な
り
。
母は
は

は
手た

白
香
し
ら
か
の

皇
后
き
さ
き

と
曰ま
を

す
。

天
皇
、
愛

(

う
つ
く
し
び)

[

大
系
、
愛

(

う
つ
く
し
び)]

て
、
常つ
ね

に
左さ

右い
う

に
置お

き
た
ま
ふ
。

『

日
本
書
紀』

(

欽
明
天
皇
六
年
冬
十
一
月
条)

膳
臣

か
し
は
で
の
お
み

巴は

提す

便ひ

、
百
済
よ
り
還か
へ

り
て
言ま
を

さ
く
、｢

…
…『

敬
つ
つ
し

み
て
糸
綸

み
こ
と
の
り

を
受
け
、
陸
海

く
ぬ
が
う
み

に
劬
労
た
し
な

み
、
風か
ぜ

に



く
し
け
づ

り
雨あ
め

に

沐
ゆ
す
る
あ
み

し
て
、
草か
や

を
藉
ま
く
ら

に
し
荊
う
ば
ら

を
班
し
き
ゐ

に
す
る
こ
と
は
、

愛
二

其
子
一

(
そ
の
こ
を
め
で)

[

大
系
、
愛
二

其
子
一(

そ
の
こ
を
め
で)]

て
、
父お
や

の
業わ
ざ

を
紹つ

が
し
め

甲南大學紀要 文学編 第164号 日本語日本文学科 (一四)



む
が
為た
め

な
り
。
惟
お
も
ひ
み

る
に
、
汝
い
ま
し

威
か
し
こ

き
神
も
、
愛
レ

子

(

こ
を
め
ぐ
む)

[

大
系
、
愛
レ

子

(

こ
を

め
ぐ
む)]

こ
と
は
一
ひ
と
つ

な
り
。
今
夜
こ
よ
ひ

、
児
わ
が
こ

亡う

せ
た
り
。
蹤あ
と

を
追お

ひ
て
覓ま

ぎ
至い
た

る
。
命
い
の
ち

亡う

せ
む
こ
と
を
畏お
そ

り
ず
し
て
、
報む
く

い
む
が
故ゆ
ゑ

に
来き

つ』

と
い
ふ
。
…
…｣

と
ま
を
す
。

『

日
本
書
紀』

(

推
古
天
皇
元
年
夏
四
月
条)

庚
午
の
朔
に
し
て
己
卯
に
、
厩
戸
豊
聡
耳
皇
子

う
ま
や
と
の
と
よ
と
み
み
の
み
こ

を
立
て
て
皇
太
子
と
し
た
ま
ふ
。
…
…

橘
た
ち
ば
な
の

豊と
よ

日ひ
の

天
皇

す
め
ら
み
こ
と(

用
明
天
皇
。
�
川
注)

の
第
二
子
な
り
。
…
…
父
の
天
皇
、
愛

(

め
ぐ
み)

[

大
系
、
愛

(

め
ぐ
み)]
て
、
宮み
や

の
南
み
な
み

の
上
殿

う
へ
の
み
や

に
居
ら
し
め
た
ま
ふ
。

『

日
本
書
紀』

(

推
古
天
皇
二
十
九
年
春
二
月
条)

己
丑
の
朔
に
し
て
癸
巳
に
、
半
夜
よ
な
か

に
厩
う
ま
や

戸と
の

豊と
よ

聡と

耳
み
み
の

皇
子
み
こ
の

命
み
こ
と

、
斑
鳩
宮

い
か
る
が
の
み
や

に
薨
か
む
さ

り
ま
し

ぬ
。
是
の
時
に
、
諸
王
・
諸
臣
と
天
下
の
百

姓

お
ほ
み
た
か
ら

、

悉
こ
と
ご
と
く

に
長
老
お
き
な

は
愛
児

(

め
ぐ
き
こ)

[

大
系
、
愛
兒

(

め
ぐ
き
こ)]

を
失
へ
る
が
如
く
し
て
、
塩し
ほ

酢す

の
味
あ
じ
は
ひ

、
口
に
在
れ
ど
も
嘗な

め

ず
。

『

日
本
書
紀』

(

舒
明
天
皇
元
年
春
正
月
条)

癸
卯
の
朔
に
し
て
丙
午
に
、
…
…
群
臣
、
伏
し
て
固
く
請ま
を

し
て
曰ま
を

さ
く
、｢

大き

王み

は
、
先せ
ん

朝て
う

鍾
愛

(

し
よ
う
あ
い)

[

大
系
、
鍾
愛

(

め
ぐ
し
と
お
も
ほ
し)]
し
た
ま
ひ
、
幽い
う

顕け
ん

心
を
属つ

け
た

り
。
皇
綜

く
わ
う
そ
う

を
纂つ

ぎ
た
ま
ひ
、、
億
兆
お
く
て
う

に
光
臨

く
わ
う
り
ん

し
た
ま
ふ
べ
し｣
と
ま
を
す
。

『

古
事
記』

(

上
巻

大
国
主
神
条)

其
の
大
神
、
呉
公
む
か
で

を
咋く

ひ
破
り
唾は

き
出い
だ

す
と
以お

為も

ひ
て
、
心
に
愛

(
う
つ
く
し)

と
思
ひ

て
、
寝い

ね
き
。

『

古
事
記』

(

中
巻

応
神
天
皇
条)

是
に
、
天
皇
、
大
山
守

お
ほ
や
ま
も
り
の

命
み
こ
と

と
大

雀

お
ほ
さ
ざ
き
の

命
み
こ
と

と
を
問
ひ
て
詔
の
り
た
ま

ひ
し
く
、｢

汝
な
む
ち

等ら

は
、
兄

の
子
と
弟
の
子
と
孰い

づ

れ
か
愛

(

う
つ
く
し
ぶ
る)｣

と
の
り
た
ま
ひ
き
…
…
。
爾し
か

く
し
て
、

大
山
守
命
の
白ま

を

し
し
く
、｢

兄
の
子
を
愛

(

う
つ
く
し
ぶ)｣

と
ま
を
し
き
。
次
に
、
大
雀

命
、
天
皇
の
問
ひ
賜
へ
る
大お

ほ

御み

情
こ
こ
ろ

を
知
り
て
、
白
し
し
く
、｢

兄
の
子
は
、
既
に
人
と
成

り
ぬ
れ
ば
、
是

悒
お
ほ
つ
か
な

き
こ
と
無
し
。
弟
の
子
は
、
未
だ
人
と
成
ら
ね
ば
、
是
愛

(

う
つ

く
し)
｣

と
ま
を
し
き
。

『

日
本
霊
異
記』

(

上
巻

｢

人
畜
ケ
モ
ノ

ニ
履ふ

ま
る
る
髑
髏

ヒ
ト
カ
シ
ラ

救
ひ
収
め
ら
れ
、
霊
め
づ
ら

し
き
表
し
る
し

を
示
し
て
現
に
報
ず
る
縁

第
十
二｣)

母
、
長
子
を
詈の

り
て
曰
は
く

｢

呼あ

矣
我
が
愛
子

(

ま
な
ご)

[

新
潮
日
本
古
典
集
成
版

『

日
本
霊
異

記

(

�)』

、
愛
子

(

ま
な
ご)]

、
汝
の
為
に
殺
さ
る
。
他ほ
か

の
賊あ
た

に
非あ
ら

ざ
る
な
り｣

と
い
ふ
。

『

日
本
霊
異
記』

(

上
巻

｢

法ほ

花け

経
き
や
う

を
憶
持
し
、
現
報
を
得
て
奇
め
づ
ら

し
き
表
し
る
し

を
示
す
縁

第
十
八｣)

(

日
下
部
猴
が
、
死
ん
だ
我
が
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
青
年
を
目
の
前
に
し
て(

�
川
補
注))

猴
、
愛
之

(

め
で)

[

集
成
、
愛

(

め)

で]

て
喚
び
入
れ
、
床と
こ

に
居す

ゑ
て
瞻ま
ば

り
て
言
は
く

｢

若も

し
死
に
し
昔
の
我
が
子
の
霊
か｣

と
い
ふ
。

『

日
本
霊
異
記』

(

中
巻｢

女
人
、
大
蛇

を
ろ
ち

に
婚

く
な
か

は
れ
、
薬
の
力
に
頼
り
て
、
命
を
全
く
す
る
こ
と
を
得
る
縁

第
四

十
一)

…
…
昔
人
の
兒
有あ

り
。
其そ

の
身
甚
は
な
は

だ
軽
く
、
疾は
や

く
走
る
こ
と
、
飛
ぶ
鳥
の
如
し
。
父
常

に
重
み
し
愛

(

う
つ
く
し
び)

[

集
成
、
愛

(

う
つ
く)

し
み]

、
守
り
育
つ
る
こ
と
、
眼
ま
な
こ

の
如
し
。

父
、
子
の
軽
き
を
見
て
、
譬
へ
て
言
は
く
、｢

善
き
か
な
、
我
が
兒
、
疾は
や

く
走
る
こ
と
、

狐
の
如
し｣

と
い
ふ
。
其そ

の
子
命
終
は
り
て
、
後
に
狐
の
身
に
生
ま
る
。
善
き
譬
た
と
へ

を
願

ふ
応べ

し
。
悪
し
き
譬
を
欲お
も

は
不ざ

れ
。
必
か
な
ら

ず
彼そ

の
報
を
得
む
が
故
な
り
。

『

日
本
霊
異
記』

(

下
巻

｢

髑
髏

ひ
と
か
し
ら

の
目
の
穴
の
笋

タ
カ
ン
ナ

を
�ヌ

キ
脱ハ

ナ

チ
テ
、
祈ね

が

ひ
て
霊

め
づ
ら

し
き
表

し
る
し

を
示
す
縁

第
二
十

七｣)

父
母
聞
き
て

｢

嗟
呼
あ

、
我
が
愛
子

(

ま
な
ご)

[

集
成
、
愛
子

(

ま
な
ご)]

、
汝
が
為
に
殺
さ
る
。

他
の
賊あ

た

に
非あ
ら

ず｣

と
い
ふ
。

『

続
日
本
紀』

(

文
武
天
皇
大
宝
三
年
閏
四
月
条)

辛
酉
の
朔
、
…
…
新
羅
の
客
を
難
波
館
に
饗
み
あ
へ

す
。
詔
し
て
曰
は
く
、｢

新
羅
し
ら
き
の

国
く
に
の

使
つ
か
ひ

薩さ
つ�

さ
ん

金こ
む

福ふ
く

護ご

が
表へ
う

に
云
は
く
、｢

寡く
わ

君く
ん

不
幸
に
し
て
、
去
に
し
秋
よ
り
疾
み
て
、
今
春
を
以
て

薨こ
う

し
て
、
永
く
聖
ひ
じ
り
の

朝
み
か
ど

を
辞わ
か

る｣

と
い
へ
り
。
朕わ
れ

思
ふ
に
、
其
れ
蕃
の
君
は
異
域
に
居

り
と
雖
も
、
覆
育

ふ
う
い
く

に
至
り
て
は
、
允
ま
こ
と

に
愛
子

(

あ
い
し)

に
同
じ
。
…
…｣

と
の
た
ま
ふ
。

ま
ず
、『

日
本
書
紀』

の

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

の
用
例
に
つ
い
て
。
こ
れ
ら
は
、
文
脈
に
即
し

て
、｢
う
つ
く
し
ぶ｣

｢

か
な
し｣

｢

め
ぐ
し｣

｢

め
ぐ
む｣

｢

め
づ｣

と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま

に
訓
読
さ
れ
て
い
る
。
諸
注
釈
書
が
、
い
か
に
訓
を
付
け
る
べ
き
か
に
心
を
砕
い
て
い
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
用
例
を
詳
し
く
分
析
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
に
よ
り
、

今
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
用
例
に
煩
悩
の
意
味
は
無
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
め
、
こ

れ
ら
の
用
例
の
根
底
に
子
ど
も
の
こ
と
を
い
と
お
し
く
思
う
意
味
を
見
出
し
て
お
く
に
留
め
て
お

�川 晶輝：山上憶良 ｢子等を思ふ歌｣ について(一五)



き
た
い
。

次
に
、『

古
事
記』

の

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

の
用
例
に
つ
い
て
。
中
巻
、
応
神
天
皇
条
の
用
例

も
、『
日
本
書
紀』

の
用
例
と
同
様
に
、
子
ど
も
の
こ
と
を
い
と
お
し
く
思
う
例
と
言
え
る
。
上

巻
、
大
国
主
神
の
条
の
用
例
に
つ
い
て
は
一
言
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
須
佐
之
男
大
神
は
、
大
穴

牟
遅
神
が
自
分
の
た
め
に
呉
公
を
咋
ひ
破
っ
て
吐
き
出
し
て
い
る
と
勘
違
い
す
る
の
だ
が
、
そ
の

時
の
心
情
と
し
て
、｢
心
に
愛

(

う
つ
く
し)

と
思
ひ
て｣

と
あ
る
。
須
佐
之
男
大
神
と
大
穴
牟
遅

神
と
を
、｢

義
父
と
娘
婿｣
と
し
て
擬
似
的
な
父
と
子
と
認
め
れ
ば
、
こ
れ
も
扱
っ
て
よ
い
用
例

と
な
り
得
よ
う
。
こ
の
用
例
は
、
父
が
子
を
い
と
お
し
い
と
思
っ
て
い
る
例
と
な
る
。

さ
ら
に
、『

日
本
霊
異
記』

の

｢
子
ど
も
へ
の
愛｣

の
用
例
に
つ
い
て
。
こ
れ
ら
も
、
子
ど
も

の
こ
と
を
い
と
お
し
く
思
う
例
で
あ
る
。
た
だ
、
中
巻
第
四
十
一
話
の
用
例
に
つ
い
て
、
松
下
貞

三
氏
は
、｢

こ
の
話
は
父
の
子
を
愛
す
る
態
度
が
執
着
的
で
あ
る
こ
と
、
疾
く
走
る
様
を
狐
に
た

と
え
た
の
で
、
こ
の
子
が
狐
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
い
う
悪
報
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
仏
教
的
意
味
の

『

愛』

と
み
る
べ
き｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
こ
の

｢

愛｣

に
つ
い
て
は
、
判

断
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、『

続
日
本
紀』

の

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

の
用
例
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
子
ど
も
の
こ
と

を
い
と
お
し
い
と
思
う
例
と
言
え
る
。

以
上
、
日
本
の
散
文
に
お
け
る
、｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

を
把
握
し
て
来
た
。
こ
れ
ら
に
は
、
判

断
が
分
か
れ
る
一
例

(『

日
本
霊
異
記』

中
巻
第
四
十
一
話)

を
除
き
、
す
べ
て

｢

煩
悩｣
の
要
素
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
に
は
、｢

愛｣

に
付
訓
し
得
る

｢

う
つ
く
し｣

｢
う
つ
く
し
ぶ｣

｢

か
な
し｣

｢

め
ぐ
し｣

｢

め
ぐ
む｣
｢

め
づ｣

な
ど
を
ふ
ま
え
て
の
、｢

い
と
お
し
く
思
う｣
義
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。『

篆
隷
万
象
名
義

(

�)』
(

第
二
帖
、
八
四
オ)

に
は
、｢

愛｣

に
、｢

隠
ヽ
□
ヽ
傷
ヽ

親
ヽ
憐
念
ヽ�

ヽ
仁
ヽ｣

と
あ
る
が
、
そ
の
字
義
の
う
ち
の
い
く
つ
か
と
重
な
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
ま
で
の

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

の
考
察
を
ま
と
め
よ
う
。｢

仏
説｣

お
よ
び

｢

仏
典｣

に
お

け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

は
、｢

煩
悩｣

の
義
の
例
が
あ
る
が
、｢

い
と
お
し
く
思
う｣

義
の
例
も

あ
る
。
双
方
が
有
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
散
文
に
お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

は
、
判

断
が
分
か
れ
る
一
例

(『

日
本
霊
異
記』

中
巻
第
四
十
一
話)

を
除
き
、
す
べ
て
、｢

愛｣

に
付
訓
し
得
る

｢

う
つ
く
し｣

｢

う
つ
く
し
ぶ｣

｢

か
な
し｣

｢

め
ぐ
し｣

｢

め
ぐ
む｣

｢

め
づ｣

な
ど
を
ふ
ま
え
て
の
、

｢

い
と
お
し
く
思
う｣

義
で
あ
る
。

(

四)

当
該
作
品
の

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

に
つ
い
て

当
該
作
品
に
は
、

又
説

愛
無
レ

過
レ

子

至
極
大
聖
尚
有
二

愛
レ

子
之
心
一

况
乎
世
間
蒼
生
誰
不
レ

愛
レ

子
乎

と
い
う
、｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

を
述
べ
る
三
つ
の
部
分
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

｢

子

ど
も
へ
の
愛｣

の
内
実
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

｢

仏
説｣

｢

仏
典｣

に
お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

は
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
お
り
、
子
ど
も
を

｢

い
と
お
し
く
思
う｣

意
味
の
例
も
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

三
つ
の
部
分
を
、
単
純
に

｢

煩
悩｣

の
意
味
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
を
、
日
本
の
散
文
に
お
け
る
子
ど
も
へ
の

｢

愛｣

の
多
く
の

例
に
鑑
み
て
、
す
べ
て

｢

子
ど
も
を
い
と
お
し
く
思
う｣

意
味
に
解
釈
し
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
た

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
自
体
が
テ
キ
ス
ト
外
部
の

｢

仏
説｣

｢

仏
典｣

に
向
か
っ
て

開
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、｢

煩
悩｣

の
意
味
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
で
き
な
い
。

詰
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
三
つ
の
部
分
は
、
次
の
よ
う
に
捉
え
て
お
く
の
が
、
テ
キ
ス
ト
の
あ
り

よ
う
に
最
も
即
し
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

又
、
釈
�
如
来
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
た
。

Ｘ
愛
執
の

｢

煩
悩｣

は
、
子
ど
も
に
対
し
て
抱
く

｢

煩
悩｣

以
上
の
も
の
は
な
い
。

Ｙ

｢

い
と
お
し
く
思
う｣

気
持
は
、
子
ど
も
に
対
し
て

｢

い
と
お
し
く
思
う｣

気
持
以
上

の
も
の
は
な
い
。

至
極
大
聖
で
あ
る
釈
�
で
さ
え
や
は
り
、

Ｘ
子
ど
も
に
対
す
る
愛
執
の

｢

煩
悩｣

Ｙ
子
ど
も
を

｢

い
と
お
し
く
思
う｣

気
持

を
持
っ
て
い
る
。
ま
し
て
や
、｢

世
間
蒼
生｣

の
う
ち
一
体
誰
が
、

Ｘ
子
ど
も
へ
の
愛
執
の

｢

煩
悩｣

か
ら
自
由
に
な
ろ
う
か
。
皆
、
束
縛
さ
れ
る
。

Ｙ
子
ど
も
を

｢

い
と
お
し
く｣

思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
皆
、｢

い
と
お
し
く｣

思
う
。

と
い
う
把
握
で
あ
る
。

当
該
作
品
の

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

を
、
Ｘ
・
Ｙ
の
ふ
た
つ
の
義
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
決
め
る
こ
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と
は
、
そ
も
そ
も
、
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

又
説

愛
無
レ

過
レ

子｣

の
〈
引
用
〉
に
よ
っ

て
、
Ｘ
・
Ｙ
の
両
義
の
混
然
が
作
品
上
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
義
の
混
然
の
相
に

お
い
て
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

早
く
に
、
森
本
治
吉
氏
は
、

又
別
の
時
に
、
人
間
の
も
の
に
対
す
る
愛
・
執
着
と
い
ふ
も
の
は
、
子
供
に
対
す
る
愛
以
上

に
強
く
大
い
な
る
も
の
は
な
い
、
と
説
か
れ
た
。
…
…｢

子
供
愛
概
論｣

と
も
い
ふ
べ
き
も

の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
た

(

�)

。
森
本
氏
の
こ
の
直
感
的
な
指
摘
の
と
お
り
、
子
ど
も
へ
の
愛
は
単
純
で
は
な
い
。

当
該
作
品
で
は
、
序
文
に
あ
る

｢
世
間
蒼
生｣

の

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

の
〈
実
相
〉
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
を
こ
の
上
な
く
可
愛
い
と
思
う
。
い
と
お
し
い
と
思
う
。

し
か
し
、
苦
悩
の
根
源
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
、
縁
を
截
ち
切
り
た
い
と
思
っ
て

も
、
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親
は
親
で
な
く
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
う

し
た
こ
と
を
す
べ
て
引
き
受
け
た
う
え
で
、
子
ど
も
が
存
在
し
て
く
れ
る
こ
と
を
あ
り
が
た
い
と

思
う
。
こ
の
よ
う
な
〈
実
相
〉
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
序
文
の
理
解
を
深
め
て
来
た
。
そ
の
序
文
を
受
け
て
歌
わ
れ
る
の
が
、
ま

ず
、
長
歌
に
な
る
。

四

長
歌
に
つ
い
て

(

一)

瓜
食
め
ば

子
ど
も
思
ほ
ゆ

栗
食
め
ば

ま
し
て
偲
は
ゆ

い
づ
く
よ
り

来

り
し
も
の
ぞ

ま
な
か
ひ
に

も
と
な
か
か
り
て

長
歌
に
つ
い
て
は
、
右
の
掲
出
部
分
が
ど
の
よ
う
な
表
現
の
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
、

ま
ず
、
考
え
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
問
題
と
な
っ
て
い
る
、｢

い
づ
く
よ
り

来
り
し

も
の
ぞ｣

を
因
縁
・
宿
縁
説
で
理
解
す
る
の
か
面
影
説
で
理
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題

(

�)

と
も
か
か

わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
で
理
解
を
深
め
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
表
現
の
シ
ス
テ
ム
・
仕
組

み
に
つ
い
て
で
あ
る
。

参
照
す
べ
き
は
、
�
田
賢
�
氏
の
二
本
の
論
考
に
わ
た
る
見
解

(

�)

で
あ
る
。
�
田
賢
�
氏
は
、

｢『

見
る』

こ
と
に
よ
っ
て
偲
ふ
こ
と
が
触
発
さ
れ
く
る｣

表
現
の
あ
り
方
を
確
認
し
た
う
え
で
、

我
が
背
子
が

や
ど
な
る
萩
の

花
咲
か
む

秋
の
夕
は

我
を
偲
は
せ(

20
・
四
四
四
四)

山
吹
の

花
取
り
持
ち
て

つ
れ
も
な
く

離
れ
に
し
妹
を

偲
ひ
つ
る
か
も

(

19
・
四
一

八
四)

な
ど
の
よ
う
な
、｢

見
る｣

が

｢

表
現
上
顕
在
で
な
い｣

用
例
の
存
在
を
指
摘
し

(

�)

、｢

見
る｣

と
い

う
表
現
が
無
く
て
も

｢

見
る｣

こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
あ
る

｢

偲
ふ｣

の
あ
り
よ
う
を
示
唆
す
る
。

そ
し
て
、
当
該
作
品
の
表
現
に
つ
い
て
、

…
…
換
喩
的
な
関
係
が
感
覚
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
時
、
例
え
ば

｢

栗
食
め
ば｣

と
い
う
そ

れ
は
決
し
て
一
般
的
で
な
い
。
そ
こ
に
偲
は
れ
る
の
は
像
と
し
て
の
子
供
で
あ
り
、
即
ち
見

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
偲
ふ
と
は
可
能
的
な
見
る
こ
と
で
あ
り
、
像
は
内
部
へ
と
現
れ

る
。

と
指
摘
し

(

�)

、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の

｢

像｣

が
内
部
へ
と
現
れ
そ
れ
を

｢

見
る｣

の
だ
と

指
摘
す
る
。
こ
の
点
、
こ
の
�
田
論
文
を
引
用
す
る
、
伊
藤
益
氏
の
左
の
指
摘

(

	)

、

｢

思
ほ
ゆ｣

と
は
、
見
え
ざ
る
も
の
・
実
際
の
視
力
の
範
囲
外
に
定
位
す
る
も
の
が
、
内
的

意
識
の
う
ち
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
眼
前
に
欠
如
す

る
事
・
物
を

｢

所
見｣

の
状
態
へ
と
も
た
ら
す

｢

見
る｣

こ
と
の
機
能
は
、｢

思
ほ
ゆ｣

に

よ
っ
て
、
よ
り
内
化

(

内
面
化)

さ
れ
た
形
で
回
復
さ
れ
る
。

も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
�
田
賢
�
氏
は
、

二
五
三

(『

万
葉
集』

巻
３
・
二
五
三
番
歌

｢

稲
日
野
も

行
き
過
ぎ
か
て
に

思
へ
れ
ば

心
恋
し
き

加
古

の
島
見
ゆ｣

の
こ
と
。


川
注)

・
二
五
五

(『

万
葉
集』

巻
３
・
二
五
五
番
歌

｢

天
離
る

鄙
の
長
道
ゆ

恋

ひ
来
れ
ば

明
石
の
門
よ
り

大
和
島
見
ゆ｣

の
こ
と
。


川
注)

の

｢

…
…
思
へ
ば
…
…
見
ゆ｣

に
代

表
さ
れ
る
も
の
と
こ
の

｢

…
…
見
れ
ば
…
…
思
ほ
ゆ｣

は
、
二
つ
な
が
ら
に
、
か
つ
て
の

｢

…
…
見
れ
ば
…
…
見
ゆ｣

に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
そ
れ
は
、
思
う
こ
と

が
見
る
こ
と
を
導
く
こ
と
と
、
現
実
の
情
景
を
見
る
こ
と
が
心
中
に
不
所
見
の
風
景
を
思
わ

し
め
る
こ
と
と
の
対
照
へ
と
置
き
替
え
ら
れ
る
。

と
も
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。
�
田
氏
の
論
に
示
唆
を
得
て
、
長
歌
の
こ
の
部
分
の
表
現
の
仕
組
み
の
理

解
を
図
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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[
�
田
氏
の
論
に
示
唆
を
得
て
の
長
歌
の
理
解]

｢

瓜
食
め
ば

子
ど
も
思
ほ
ゆ｣

｢
栗
食
め
ば

ま
し
て
偲
は
ゆ｣

と
は
、
�
田
氏
の
言
う

｢

現
実

の
情
景
を
見
る
こ
と
が
心
中
に
不
所
見
の
風
景
を
思
わ
し
め
る｣

と
合
致
す
る
。
そ
し
て
、｢

思

う
こ
と
が
見
る
こ
と
を
導
く｣

の
で
あ
り
、
結
果
、｢

い
づ
く
よ
り

来
り
し｣
｢

ま
な
か
ひ
に

も
と
な
か
か
り
て｣

と
い
う
次
第
に
な
る
。
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
先
の
�
田
氏
の
論
が
指
摘
し

て
い
た
、
子
ど
も
の

｢

像｣

が
現
れ
る
当
該
長
歌
の
表
現
の
シ
ス
テ
ム
・
仕
組
み
を
、
こ
の
よ
う

に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う

(

二)

生
理
的
な
寝
食
を
妨
げ
る
子
ど
も
の
像

(

１)
｢

寝
食｣

の

｢

食｣

当
該
作
品
で
は
、
生
理
的
な
寝
食
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
、｢

子
ど
も
の
像｣
が
現
れ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、｢

寝
食｣

の

｢

食｣

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。｢

瓜
食
め
ば｣

｢

栗
食

め
ば｣

と
い
う
よ
う
に
、｢

食
む｣

が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

｢

は
む｣
を
理
解
し

た
い
。『

万
葉
集』

中
の

｢

は
む｣

の
例
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。

麻
続
王
流
二

於
伊
勢
国
伊
良
虞
嶋
一

之
時
、
人
哀
傷
作
歌

打
麻
を

麻
続
王

海
人
な
れ
や

伊
良
虞
の
島
の

玉
藻
刈
り
ま
す

(

１
・
二
三)

麻
続
王
聞
レ

之
感
傷
和
歌

う
つ
せ
み
の

命
を
惜
し
み

波
に
濡
れ

伊
良
虞
の
島
の

玉
藻
刈
り
食

(

は
む)

(

１
・

二
四)
(

左
注
略)

馬
柵
越
し
に

麦
咋

(

は
む)

駒
の

罵
ら
ゆ
れ
ど

な
ほ
し
恋
し
く

思
ひ
か
ね
つ
も

(

12
・
三
〇
九
六)

恋
二

夫
君
一

歌
一
首

飯
喫

(

は
め)

ど

う
ま
く
も
あ
ら
ず

行
き
行
け
ど

安
く
も
あ
ら
ず

あ
か
ね
さ
す

君
が
心
し

忘
れ
か
ね
つ
も

(

16
・
三
八
五
七)

右
歌
一
首
、
伝
云
、
佐
為
王
有
二

近
習
婢
一

也
。
于
レ

時
宿
直
不
レ

遑
、
夫
君
難
レ

遇
。

感
情
馳
結
、
係
恋
実
深
。
於
レ

是
当
宿
之
夜
、
夢
裏
相
見
、
覚
寤
探
抱
、
曾
無
レ

触
レ

手
。
尓
乃
哽
咽
歔
欷
、
高
声
吟
二

詠
此
歌
。一
因
王
聞
レ

之
哀
慟
、
永
免
二

侍
宿
一

也
。

麻
続
王
の
二
四
番
歌
の
例
は
命
を
繋
ぐ
た
め
に
食
べ
る
意
で
あ
り
、
き
わ
め
て
生
理
的
な

｢

は

む｣

で
あ
る
。
ま
た
、
三
〇
九
六
番
歌
の
例
も
序
詞
の
中
の
例
で
は
あ
る
が
、
馬
の
食
欲
な
の
で

あ
り
、
生
理
的
な
例
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
三
八
五
七
番
歌
の
例
も
左
注
に
あ
る
よ
う
に
、
夫
に

逢
え
な
い
女
性
が
逢
え
な
い
辛
さ
か
ら
、
御
飯
を
食
べ
て
も
う
ま
く
も
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の

｢

は
む｣

も
、
生
き
る
た
め
に
食
べ
る
生
理
的
な
行
為
と
し
て
の

｢

は

む｣

で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、｢

は
む｣

と
は
、
生
理
的
な
行
為
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
当
該
作
品
で
は
そ

の
生
理
的
な

｢

食
べ
る｣

と
い
う
行
為
の
時
に
も
、
子
ど
も
達
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
、｢

子

ど
も
達
の
像
・
姿｣

が
立
ち
現
わ
れ
る
、
と
、
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

子
ど
も
達
の
像
・
姿｣

が
立
ち
現
れ
た
叙
述
の
主
体
は
嬉
し
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
嬉
し

い
は
ず
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
当
該
作
品
で
は
、｢

も
と
な
か
か
り
て｣

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢

も
と
な｣

に
つ
い
て
は
、
山
田
孝
雄
氏
の
、

こ
こ
の

｢

も
と｣

は
漢
字
に
て
い
は
ば
、
根
元
又
は
根
拠
の
義
に
あ
た
る
も
の
な
り
と
思
ふ
。

而
し
て
、
そ
の

｢

も
と
な｣

は

｢

理
由
な
く｣

｢

根
拠
な
く｣

な
ど
の
精
神
に
よ
り
て

｢

わ

け
も
な
く｣

｢

よ
し
な
く｣

｢

み
だ
り
に｣

な
ど
そ
の
場
合
に
よ
り
て
適
す
る
語
を
あ
て
て
解

す
べ
き
も
の
な
り
と
思
ふ
。

と
い
う
指
摘

(

�)

が
参
照
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
に
導
か
れ
て
い
く
つ
か
の

｢

も
と
な｣

の
例
を
見
て
み

よ
う
。海

神
の

神
の
命
の

み
�
笥
に

貯
ひ
置
き
て

斎
く
と
ふ

玉
に
ま
さ
り
て

思
へ
り

し

吾
が
子
に
は
あ
れ
ど

う
つ
せ
み
の

世
の
理

こ
と
わ
り

と

ま
す
ら
を
の

引
き
の
ま
に
ま

に

し
な
ざ
か
る

越
路
を
さ
し
て

延
ふ
つ
た
の

別
れ
に
し
よ
り

沖
つ
波

撓
む
眉
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｢
瓜
食
め
ば

子
ど
も
思
ほ
ゆ｣

｢

栗
食
め
ば

ま
し
て
偲
は
ゆ｣

＝
現
実
の
情
景
を
見
る
こ
と
が
心
中
に
不
所
見
の
風
景
を
思
わ
し
め
る

←

思
う
こ
と
が
見
る
こ
と
を
導
く

＝
｢

い
づ
く
よ
り

来
り
し｣

｢

ま
な
か
ひ
に

も
と
な
か
か
り
て｣

(一八)



引
き

大
船
の

ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
に

面
影
に

も
と
な
見
え
つ
つ

か
く
恋
ひ
ば

老
い

付
く
吾
が
身

け
だ
し
堪
へ
む
か
も

(

19
・
四
二
二
〇)

今
更
に

君
が
手
枕

ま
き
寝
め
や

吾
が
紐
の
緒
の

解
け
つ
つ
も
と
な

(

12
・
二
六
一

一)さ
夜
中
に

友
呼
ぶ
千
鳥

物
思
ふ
と

わ
び
居
る
時
に

鳴
き
つ
つ
も
と
な

(

４
・
六
一

八)心
な
き

秋
の
月
夜
の

物
思
ふ
と

眠
の
寝
ら
え
ぬ
に

照
り
つ
つ
も
と
な

(

10
・
二
二

二
六)

旅
に
し
て

物
思
ふ
時
に

ほ
と
と
ぎ
す

も
と
な
な
鳴
き
そ

吾
が
恋
増
さ
る

(

15
・
三

七
八
一)

一
つ
目
の
四
二
二
〇
番
歌
は
娘
坂
上
大
嬢
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
い
る
母
親
坂
上
郎
女
の
歌

で
あ
る
。
そ
の
我
が
子
の
姿
が
面
影
に
や
た
ら
と
見
え
続
け
る
と
歌
わ
れ
、
こ
ん
な
に
も
ど
う
し

よ
う
も
な
く
思
っ
て
い
た
ら
、
年
老
い
た
我
が
身
は
と
て
も
持
た
な
い
だ
ろ
う
、
と
歌
わ
れ
る
。

ま
た
、
二
六
一
一
番
歌
は
恋
愛
関
係
が
絶
縁
し
た
女
性
の
歌
で
あ
る
。
共
寝
の
可
能
性
が
無
い
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
無
意
味
に
ほ
ど
け
る
自
分
の
下
着
の
紐
は
、
希
望
の
無
い
こ
の
女
性
を
ひ
ど
く

苛
ん
で
い
る
。
ま
た
、
六
一
八
番
歌
の
中
の
叙
述
の
主
体
は
、｢

物
思
ふ
と

わ
び
居
る｣

と
あ

る
よ
う
に
、
恋
の
相
手
と
の
仲
に
失
意
・
失
望
し
、
独
り
寝
の
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
千
鳥

は
、
恋
の
相
手
を
求
め
て
自
由
に
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
独
り
寝
の
自
分
に
と
っ
て
、
そ
の
鳴

き
声
は
、
失
意
や
失
望
の
心
を
逆
撫
で
す
る
よ
う
に
響
い
て
い
る
。
そ
の
鳴
き
声
に
苛
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
紙
数
の
都
合
で
省
略
に
従
う
。

当
該
作
品
は
、
そ
の

｢

も
と
な｣

が
用
い
ら
れ
て

｢

も
と
な
か
か
り
て

安
眠
し
寝
さ
ぬ｣
と

表
現
さ
れ
て
い
る
。
結
果
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く

｢

ま
な
か
ひ｣

に
掛
か
る

｢

子
ど
も
達
の
像
・

姿｣

が
私
を
安
ら
か
に
寝
さ
せ
な
い
こ
と
、｢

子
ど
も
達
の
像
・
姿｣

に
苛
ま
れ
て
眠
れ
な
い
こ

と
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

(

２)
｢

寝
食｣

の

｢

寝｣

井
村
哲
夫
氏
は
、

｢

モ
シ
能
ク
永
ク
、
一
切
ノ
諸
も
ろ
も
ろ

ノ
煩
悩
ヲ
断
ジ
、
染ぜ
ん

三
界
さ
ん
が
い

ヲ
貪
む
さ
ぼ

ラ
ザ
ル
有
ラ
バ
、
乃
す
な
は

チ

安
穏
あ
ん
お
ん

ニ
眠
ル
コ
ト
ヲ
得
ム｣

(

涅
槃
経
梵ぼ
ん

行
ぎ
よ
う

品ほ
ん)

。

と
い
う
用
例
を
示
し
、
煩
悩
が
あ
る
ゆ
え
に
寝
ら
れ
な
い
こ
と
を
説
く
仏
典
の
記
述
を
紹
介
し
て

い
る

(

�)

。
こ
の
指
摘
は
と
て
も
貴
重
で
あ
る
が
、
も
う
一
度
、
井
村
氏
指
摘
の
仏
典
を
見
て
み
よ
う
。

な
お
、
用
例
の
確
認
の
便
宜
を
図
る
た
め
、『

国
訳
大
蔵
経』

の
書
き
下
し
文
を
併
記
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。
井
村
氏
指
摘
の

『

大
般
涅
槃
経』

(

巻
十
九

梵
行
品
八
之
五)

に
は
、

爾
時
大
醫
。
名
曰
耆
婆
。
往
至
王
所
白
言
。
大
王
。
得
安
眠
不
。
王
即
以
偈
答
言

若
有
能
永
斷

一
切
諸
煩
惱

不
貪
染
三
界

乃
得
安
隱
眠

爾そ

の
時と

き

に
大だ

い

醫い

あ
り
て
名な

を
耆ぎ

婆ば

と
曰い

ふ
。
王わ

う

の
所

み
も
と

に
往わ

う

至し

し
て
白ま

を

し
て
言ま

を

さ
く
、『

大
王

だ
い
わ
う

安
眠

あ
ん
め
ん

を
得う

る
や
否い

な

や
。』

わ
う
げ

も
つ

こ
た

王
偈
を
以
て
答
へ
た
ま
は
く
、

『

若も
し

能よ

く
永な

が

く
、
一
切

い
つ
さ
い

の
諸

も
ろ
も
ろ

の
煩
惱

ぼ
ん
な
う

を
斷だ

ん

じ
、

染
三
界

ぜ
ん
さ
ん
が
い

を
貪

む
さ
ぼ

ら
ざ
る
有あ

ら
ば
、
乃

す
な
は

ち
安
隱

あ
ん
お
ん

に
眠ね

む

る
こ
と
を
得え

ん
。
…
…

(『

国
訳
大
蔵
経

経
部

第
八
巻

(

�)』)

と
あ
る
。
こ
の
用
例
は
、
波
傍
線
の
よ
う
に
、
あ
る
王

(

阿
闍
世)

の
発
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
本
稿
の
論
者
は
、
調
査
に
お
い
て
、
世
尊
自
身
の
言
葉
と
し
て
の
用
例
を
見
出
し
た
。

そ
れ
は
、『

雑
阿
含
経

(

�)』
(

巻
三
十
九)

の
次
の
用
例
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
も
、
用
例
の
確
認
の

便
宜
を
図
る
た
め
、『

国
訳
一
切
経』

の
書
き
下
し
文
を
併
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。『

雑
阿
含

経』
(

巻
三
十
九)

に
は
、

爾
時
世
尊
作
是
念
。
惡
魔
波
旬
欲
作�

亂
。
即
説
偈
言

愛
網
故
染
著

無
愛
誰
持
去

一
切
有
餘
盡

唯
佛
得
安
眠

汝
惡
魔
波
旬

於
此

何
所
説

時
魔
波
旬
作
是
念
。
沙
門
瞿
曇
已
知
我
心
。
慚
愧
憂�

即
沒
不
現

爾
の
時
世
尊
、
是
の
念
を
作
し
た
ま
は
く

『

惡
魔
波
旬�

亂
を
作
さ
ん
と
欲
す
る
な
ら
ん』

と
。

即
ち
偈
を
説
い
て
言
は
く
、

『

愛
網
の
故
に
染
著
す
愛
無
く
ん
ば
誰
れ
か
持
ち
去
ら
ん

一
切
の
有
餘
盡
き
た
れ
ば
唯
だ
佛
の

み
安
眠
す
る
こ
と
を
得

汝
惡
魔
波
旬
此
に
於
て
何
を
か
説
く
所
な
る』

と
。
時
に
魔
波
旬
是
の
念
を
作
さ
く

『

沙
門
瞿
曇
は
已
に
我
が
心
を
知
れ
り』

と
。
慚
愧
し
憂�

し
即
ち
沒
し
て
現
ぜ
ざ
り
き
。(『

国
訳
一
切
経
印
度
�
述
部

阿
含
部

三

(

�)』)

と
あ
る
。
こ
の
用
例
は
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
世
尊
自
身
が
説
い
た
偈
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の

用
例
に
よ
れ
ば
、
世
尊
自
身
が
、
煩
悩
と
安
眠
で
き
な
い
こ
と
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
知

�川 晶輝：山上憶良 ｢子等を思ふ歌｣ について(一九)



り
得
る
。

当
該
作
品
で
は
、｢

子
ど
も
達
の
像
・
姿｣

に
苛
ま
れ
て
眠
れ
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
右
に
見
た
例
に
鑑
み
て
、
こ
れ
は
、
子
ど
も
達
へ
の
愛
執
の

｢

煩
悩｣

に
拠
る
の
だ
と

理
解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

五

反
歌
に
つ
い
て

最
後
に
、
反
歌

｢

銀
も

金
も
玉
も

何
せ
む
に

ま
さ
れ
る
宝

子
に
及
か
め
や
も

(

５
・

八
〇
三)｣

の
考
察
に
移
ろ
う
。
こ
の
反
歌
の
理
解
に
お
い
て
は
、
芳
賀
紀
雄
氏
の
指
摘

(

�)

に
導
き

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
芳
賀
氏
は
、｢
金
銀
珠
玉｣

と

｢

子｣

と
の
比
較
を
文
学
的
に
可
能

に
す
る
経
緯
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
逸
書

『
三
輔
決
録』

を
引
用
す
る

『

三
国
志』

魏
書
、
巻
十
、

荀
�
伝
に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
宋
の
裴
松
子
の
注
の
記
述
を
参
照
す
る
。
そ
の

『

三
国
志』

魏
書

の
記
述
を
見
て
み
た
い

(

�)

。

三
輔
決
録

[

注]

曰..

…
…
康
字
元
將
�
亦
京
兆
人
。
孔
融
與
康
父
端
書
曰..｢

前
日
元
將

來
�
淵
才
亮
茂
�
雅
度
弘
毅
�
偉
世
之
器
也
。
昨
日
仲
將
又
來
�
懿
性
貞
實
�
文
敏
篤

誠
�
保
家
之
主
也
。
不
意
雙
珠
�
近
出
老
蚌
�
甚
珍
貴
之

(

�)

。｣

こ
れ
は
、｢

孔
融｣

が
、｢

康｣

の
父
で
あ
る

｢

端｣

に
送
っ
た
書
状
の
記
述
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

｢

元
將｣

｢

仲
將｣

と
い
う
二
人
の
息
子
を
褒
め
て
傍
線
部
の
よ
う
に

｢

雙
珠｣
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
故
事
は
、
芳
賀
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『

芸
文
類
聚』

(

巻
五
十
三
、
治
政
部
下
、
奉
使)

の
中
に
も
、

後
漢
孔
融
與
韋
林
甫
書
曰
�
…
…
前
日
元
將
來
�
雅
度
弘
毅
�
偉
之
器
也
�
昨
仲
將
復
來
�

文
敏
篤
誠
�
保
家
之
主
也
�
不
意
雙
珠
�
近
出
老
蚌
�
甚
珍
貴
之
�
遣
書
通
心
�

と
い
う
よ
う
に
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
奈
良
朝
の
貴
族
に
は
周
知
の
故
事
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
芳
賀
氏
は
、
次
の

『

北
斉
書

(

�)』
(

巻
三
十
五)

の
陸�

の
伝
の
記
述
、

陸�

�
字
雲
駒
。
少
機
悟
�
美
風
神
�
好
學
不
倦
�
博
覽
羣
書
�
五
經
多
通
大
義
。
善
屬

文
�
甚
為
河
間�

	
所
賞
。
	
又
與�

父
子
彰
交
遊
�
嘗
謂
子
彰
曰..｢

吾
以
卿
老
蚌
遂
出

明
珠
�
意
欲
為
羣
拜
紀
可
乎
？｣

お
よ
び
、
次
の

『�

子
山
集

(


)』
(

巻
四)

の
記
述
、

有
喜
致
醉

忽
見
庭
生
玉
�
欣
看
蚌
出
珠
。
蘭
芬
猶
載
寢
�
蓬
箭
始
懸
弧
。
既
喜
枚
都
尉
�
能
歡
陸
大
夫
。

頻
朝
中
散
客
�
連
日
�
兵
厨
。
雜
曲
隨
琴
用
�
殘
花
聽
酒
須
。
脆
梨
裁
數
實
�
甘�

惟
一
株
。

兀
然
已
復
醉
�
揺
頭
歌
鳳
雛
。

を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、『

�

子
山
集
注

(

�)』

に
あ
る
、
詩
題

｢

喜
び
有
り
て
酔
を
致
す｣

に
対
す

る
清
の
倪�

の
注
の

｢

此
子
山
生
レ

子
之
辞
也｣

と
い
う
記
述
を
も
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
芳
賀
論
文
の
こ
の
部
分
の
論
述
に
は
隙
が
無
い
。
こ
こ
は
、
芳
賀
氏
が
、

一
首
は
、｢

子
の
と
う
と
さ｣

｢

子
宝｣

と
評
さ
れ
る
ご
と
き
、
子
を
珍
貴
と
す
る
心
情
を
、

紛
れ
よ
う
も
な
く
、
含
み
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
同
時
に
な
お
、
い
つ
く
し
む
べ
き
子
を
有

す
る
、
純
粋
な
喜
び
の
表
白
が
、
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
と
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
見
解
に
従
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六

ま
と
め

本
稿
は
、
井
村
哲
夫
氏
・
芳
賀
紀
雄
氏
の
御
論
に
導
か
れ
て
来
た
が
、
本
稿
と
し
て
は
、
序
文

の

｢

愛｣

を
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
で
は
指

摘
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
点
を
指
摘
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
点
で
、
一
歩
い
や
半
歩
だ
け
で
も
、

研
究
を
前
に
押
し
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
稿
は
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、[

題
詞
・
序
文
・
長
歌
・
反
歌]

と
い
う
形
を
採
る
こ
の

作
品
の
読
解
を
目
指
し
て
来
た
。

題
詞
は
ま
ず
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
と
し
て
、｢

子
ど
も
達
を
〈
思
〉｣

と
い
う
問
題
系
を
提
示
す

る
。
次
の
序
文
で
は
、｢

子
ど
も
達
へ
の
愛｣

の
内
実
が
示
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
深
く
追

究
し
た
の
で
あ
る
。｢

仏
説｣

お
よ
び

｢

仏
典｣

に
お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

は
、｢

煩
悩｣

の

義
の
例
が
あ
る
が
、｢

い
と
お
し
く
思
う｣

義
の
例
も
あ
る
。
双
方
が
有
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

日
本
の
散
文
に
お
け
る

｢

子
ど
も
へ
の
愛｣

は
、｢

愛｣

に
訓
と
し
て
付
け
得
る

｢

う
つ
く
し｣

｢

う
つ
く
し
ぶ｣

｢

か
な
し｣

｢

め
ぐ
し｣

｢

め
ぐ
む｣

｢

め
づ｣

な
ど
を
ふ
ま
え
て
の
、｢

い
と
お
し

く
思
う｣

義
が
大
半
で
あ
る
。｢

仏
説｣

｢

仏
典｣

を
〈
引
用
〉
す
る

｢

日
本
の
散
文｣

と
し
て
の

序
文
の

｢

子
ど
も
達
へ
の
愛｣

は
、｢

煩
悩｣

の
義
、｢

い
と
お
し
く
思
う｣

義
、
の
ど
ち
ら
か
一
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方
に
決
め
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
、
不
可
能
で
あ
る
。｢

又
説

愛
無
レ

過
レ

子｣

の
〈
引
用
〉
に

よ
っ
て
、
両
義
の
混
然
が
作
品
上
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
義
の
混
然
の
相
に
お
い

て
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
序
文
に
続
く
長
歌
・
反
歌
で
は
、
こ
の
両
義
の
混
然

の
、
い
わ
ば

｢
腑
分
け｣

が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

長
歌
＝
序
文
の

｢

愛｣

の
う
ち
の
、
煩
悩
・
苦
悩
の

｢

愛｣

を
分
担
。

反
歌
＝
序
文
の

｢
愛｣

の
う
ち
の
、
い
と
お
し
く
思
う

｢

愛｣

を
分
担
。

と
い
う
分
担
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

総
じ
て
、
当
該
作
品
は
、
序
文
の

｢

世
間
蒼
生｣

が
抱
く

｢

子
ど
も
達
へ
の
愛｣

の
〈
実
相
〉

を
表
わ
し
出
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
〈
実
相
〉
と
は
、

子
ど
も
を
こ
の
上
な
く
可
愛
い
と
思
う
。
い
と
お
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
苦
悩
の
根
源
と

な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
、
縁
を
截
ち
切
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
切
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
親
は
親
で
な
く
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
す
べ
て
引
き
受
け
た

う
え
で
、
子
ど
も
が
存
在
し
て
く
れ
る
こ
と
を
あ
り
が
た
い
と
思
う
。

と
い
う
、｢

子
ど
も
達
へ
の
愛｣

の
複
雑
な
〈
実
相
〉
で
あ
る
。

[

題
詞
・
序
文
・
長
歌
・
反
歌]

と
い
う
形
を
採
る
当
該
作
品
は
、
そ
の
構
成
に
よ
り
、
右
の

内
容
を
表
わ
し
出
し
た
作
品
と
な
り
得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

注

(

�)

当
該
作
品
の
現
存
諸
本
に
お
い
て
閲
覧
可
能
の
諸
本
は
そ
の
複
製
を
閲
覧
し
、
閲
覧
不
可
能
の
諸
本

は

『

校
本
萬
葉
集』

に
拠
り
、
本
文
校
訂
を
私
な
り
に
施
し
た
。
当
該
作
品
の
訓
読
お
よ
び
本
稿
に
お

け
る

『

万
葉
集』

の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

万
葉
集』

(

小
学
館)

に

拠
り
、
私
に
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

(

�)

井
村
哲
夫
氏

｢

思
子
等
歌
の
論｣

(『

憶
良
と
虫
麻
呂』

一
九
七
三
年
四
月
、
桜
楓
社
。
初
出
、｢
憶

良

『

思
子
等
歌』

序
文
の
典
拠｣

一
九
六
一
年
一
〇
月
・｢

憶
良

『

思
子
等
歌』

の
論｣

一
九
六
三
年

七
月)

(

�)

芳
賀
紀
雄
氏

｢

山
上
憶
良
―
子
ら
を
思
ふ
二
つ
の
歌
―｣

(『

萬
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
學
の
受
容』

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
、
塙
書
房
。
初
出
、
一
九
七
五
年
四
月)

(

�)

乾
善
彦
氏

｢

子
等
を
思
ふ
歌｣

(『

セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品

第
五
巻

大
伴
旅
人
・
山
上
憶

良

(

二)』

二
〇
〇
〇
年
九
月
、
和
泉
書
院)

(

�)

一
九
九
九
年
五
月
、
岩
波
書
店

(

�)

引
用
は
、『

芸
文
類
聚』

(

上
海
古
籍
出
版
社)

に
拠
る
。
以
下
、
同
じ
。

(

�)

本
稿
は
、
本
稿
末
尾
の
付
記
に
も
記
し
た
と
お
り
、
第
六
十
一
回
萬
葉
学
会
全
国
大
会
研
究
発
表
会

に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
そ
の
質
疑
応
答
の
折
り
、
芳
賀
紀
雄
氏
は
、
故
小
島
憲
之
氏

の

｢

語
の
性
質
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い｣

と
い
う
お
教
え
を
紹
介
さ
れ
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系

版

『

萬
葉
集
一』

が

｢

思
友
詩｣

を
挙
げ
る
が
こ
れ
は

｢

交
友｣

と
い
う
性
質
で
あ
り
、
同
一
に
論
じ

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
、｢

思
子
詩｣

は
子
ど
も
が
死
ん
だ
時
の
詩
で
あ
り
、
性
質
を
異
に

す
る
の
で
あ
り
、
同
一
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
を
御
教
示
下
さ
っ
た
。
本
稿
を
成

す
に
あ
た
り
、
論
述
に
採
り
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。

(

	)

精
撰
本
は

｢

曰｣

が

｢

云｣

と
な
っ
て
い
る
。

(


)

一
九
五
九
年
九
月
、
岩
波
書
店

(

�)

注(

�)

論
文

(

�)

注(

�)

論
文

(

)
｢

愛
無
レ

過
レ

子｣

の
こ
と
。

(

�)

傍
線
は
�
川
付
す
。
以
下
同
じ
。
本
稿
で
後
に
出
て
来
る
二
重
傍
線
・
波
傍
線
も
�
川
付
す
。

(

�)

注(

�)

論
文

(

�)

本
稿
は
、｢

同
一
作
者
が
他
の
作
品
で
行
な
っ
て
い
る
方
法
だ
か
ら
、
こ
の
作
品
も
そ
う
だ｣

と
無

前
提
に
主
張
す
る
い
わ
ば

｢

も
た
れ
合
い｣

と
も
言
う
べ
き
論
理
は
通
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的

で
あ
る
。
参
照
し
て
お
く
べ
き
は
、
神
野
志
隆
光
氏
の
発
言
部
分

(

�
田
賢
�
氏
・
神
野
志
隆
光
氏
・

坂
本
信
幸
氏
・
毛
利
正
守
氏

｢

座
談
会

萬
葉
学
の
現
況
と
課
題
―『

セ
ミ
ナ
ー

万
葉
の
歌
人
と
作

品』

完
結
を
記
念
し
て
―｣

(『

萬
葉
語
文
研
究

第
２
集』

二
〇
〇
六
年
三
月
、
和
泉
書
院)

の
、

た
と
え
ば
誰
で
も
い
い
、｢

作
者｣

と
い
う
標
識
で
歌
を
集
め
て
き
て
、
集
め
て
き
た
上
で
、
そ

れ
で
何
か
論
議
す
る
、｢

歌
人｣

と
し
て
、
編
年
で
整
理
し
て
み
て
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
、
方

法
を
考
え
た
り
す
る
、
と
い
う
ふ
う
な
や
り
か
た
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
い
う
発
言
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
、
同
一
作
者
名
の
標
識
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
物
の
他

の
作
品
の
方
法
を
無
批
判
的
に
持
ち
込
む
、
そ
う
し
た
研
究
へ
の
痛
烈
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿

と
し
て
も
、
こ
う
し
た
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
学
界
の
現
在
の
水
準
に
鑑
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

は
重
々
承
知
し
て
い
る
。

(

�)

小
島
憲
之
氏

｢

山
上
憶
良
の
述
作｣

(『

上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

中
―
出
典
論
を
中
心
と
す
る

比
較
文
学
的
考
察
―』

一
九
六
四
年
三
月
、
塙
書
房)

(
�)

芳
賀
紀
雄
氏

｢

理
と
情
―
憶
良
の
相
剋｣

(『

萬
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
學
の
受
容』

二
〇
〇
三
年
一

〇
月
、
塙
書
房
。
初
出
、
一
九
七
三
年
四
月)

(

�)
鉄
野
昌
弘
氏

｢

日
本
挽
歌｣

(『

セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品

第
五
巻

大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良

(

二)』
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
和
泉
書
院)

(

�)

井
村
哲
夫
氏

｢

令
反
或
情
歌
と
哀
世
間
難
住
歌｣

(『

憶
良
と
虫
麻
呂』

一
九
七
三
年
四
月
、
桜
楓
社
。

初
出
、｢

憶
良

『
令
反
或
情
歌』

と

『

哀
世
間
難
住
歌』｣

一
九
六
八
年
一
二
月)

(

�)

注(

�)

論
文
芳
賀
紀
雄
氏

�川 晶輝：山上憶良 ｢子等を思ふ歌｣ について(二一)



(
�)

�
川
晶
輝｢

山
上
憶
良『

令
反
或
情
歌』

に
つ
い
て｣

(『

美
夫
君
志』

七
五
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月)

(
�)

注(

�)

論
文

(

�)
以
下
の
諸
仏
典
の
引
用
は
、
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会

(

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社

会
系
研
究
科
次
世
代
人
文
学
開
発
セ
ン
タ
ー)

の

｢

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス｣

(
h

ttp
://2

1
d

zk
.l.u

-to
k

y
o
.ac.jp

/S
A

T
/)

に
拠
る
。

(

�)

本
稿
は
、
本
稿
末
尾
の
付
記
に
も
記
し
た
と
お
り
、
第
六
十
一
回
萬
葉
学
会
全
国
大
会
研
究
発
表
会

に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
そ
の
質
疑
応
答
の
折
り
、｢

そ
れ
ぞ
れ
の
仏
典
の
本
邦
へ
の

将
来
に
つ
い
て
は
い
か
よ
う
か
。｣

と
い
う
主
旨
の
御
質
問
を
廣
岡
義
隆
氏
よ
り
い
た
だ
い
た
。
本
稿

は
、
仏
説
お
よ
び
仏
典
に
お
け
る

｢

愛｣

の
あ
り
方
の
一
般
を
知
ろ
う
と
努
め
た
も
の
で
あ
り
、
も
と

よ
り
、
本
邦
へ
の
将
来
を
条
件
と
す
る

｢

出
典
論｣

を
展
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
御
質
問
に
お
応
え
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
典
の
本
邦
へ
の
将
来
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
こ
と
と

す
る
。
こ
の

『

佛
本
行
集
経』

は
、
石
田
茂
作
氏

｢

奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録｣

(『

写
経
よ
り

見
た
る
奈
良

朝
仏
教
の
研
究』

一
九
三
〇
年
五
月
、
東
洋
文
庫)

を
参
照
し
た
う
え
で
、『

大
日
本
古
文
書

巻
之

七

(

追
加
一)』

(

一
九
〇
七
年
一
〇
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛)

を
閲
覧
す
れ
ば
、

天
平
九
年
三
月
十
二
日
の

｢

高
屋
赤
麻
呂
写
経
請
本
注
文｣

の
中
に

｢

仏
本
行
集
経
第
一
帙｣

と
あ
る

こ
と
を
確
か
め
得
る
。
ま
た
、
奈
良
国
立
博
物
館
編

『
奈
良
朝
写
経』
(

一
九
八
三
年
四
月
、
東
京
美

術)

に
は
、
天
平
十
二
年
五
月
一
日
以
前
書
写
の

『

佛
本
行
集
経』

巻
第
三
十
三

(

東
京

根
津
美
術

館
蔵)

の
影
印
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

一
九
一
九
年
七
月
、
国
民
文
庫
刊
行
会
。
引
用
は
一
九
二
八
年
四
月
の
再
版
に
拠
る
。

(

	)

一
九
一
八
年
一
〇
月
、
国
民
文
庫
刊
行
会
。
引
用
は
一
九
二
七
年
七
月
の
三
版
に
拠
る
。

(


)

注(

�)

に
同
じ
。

(

�)
｢

方
廣
大
莊
嚴
経
解
題｣

(『

国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部

本
縁
部

九』

一
九
三
〇
年
一
一
月
、
大

東
出
版
社)

お
よ
び

『

仏
書
解
説
大
辞
典

第
九
巻』

(

一
九
三
五
年
四
月
、
大
東
出
版
社)

。
本
稿
が

｢

出
典
論｣

を
目
指
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
注(

�)

に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
父
母

が
子
ど
も
を
い
と
お
し
く
思
い
愛
す
る
心
が
世
尊
釈
�
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
讃
え
ら
れ
て
い
る
き
わ

め
て
重
要
な
例
で
あ
る
の
で
、
山
上
憶
良
在
唐
当
時
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
仏
書
・
仏
典
の

｢
愛｣

の
あ
り
方
一
般
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
お
く
た
め
に
記
し
て
お
い
た
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
山
上
憶

良
の
在
唐
期
間
は
、
大
宝
二
年

(

七
〇
二)

か
ら
慶
雲
元
年

(

七
〇
四)

も
し
く
は
慶
雲
四
年

(

七
〇

七)

ま
で
で
あ
る
。
中
西
進
氏

｢

渡
唐｣

(『

山
上
憶
良』

一
九
七
三
年
六
月
、
河
出
書
房
新
社
。
初
出
、

｢

憶
良
の
渡
唐｣

一
九
六
九
年
一
一
月)

を
参
照
の
こ
と
。
�
川
晶
輝

｢

山
上
憶
良
作
漢
文
中
の

『

再

見』

小
考｣
(『

甲
南
大
学
紀
要

文
学
編

日
本
語
日
本
文
学
特
集』

一
四
八
、
二
〇
〇
七
年
三
月)

も
参
照
願
い
た
い
。

(

)

こ
の
注
を
設
け
る
主
旨
に
つ
い
て
は
、
注(

�)

を
参
照
の
こ
と
。
石
田
茂
作
氏

｢

奈
良
朝
現
在
一
切

経
疏
目
録｣

(

前
掲)

を
参
照
し
た
う
え
で
、『

大
日
本
古
文
書

巻
之
四』

(

一
九
〇
三
年
三
月
、
東

京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛)

を
閲
覧
す
れ
ば
、
天
平
宝
字
五
年
三
月
二
十
二
日
の

｢

奉
写
一

切
経
所
解｣

の
中
に

｢

方
廣
大
莊
嚴
経
十
二
巻｣

と
あ
る
こ
と
を
確
か
め
得
る
。

(

�)

一
九
三
〇
年
一
一
月
、
大
東
出
版
社
。
引
用
は
一
九
八
四
年
二
月
の
改
訂
二
刷
に
拠
る
。

(

�)

中
村
元
氏

｢『

愛』

の
理
想
と
現
実｣

(『

仏
教
思
想
１

愛』

一
九
七
五
年
六
月
、
平
楽
寺
書
店)

(

�)

藤
田
宏
達
氏

｢

初
期
大
乗
経
典
に
あ
ら
わ
れ
た
愛｣

(『

仏
教
思
想
１

愛』

一
九
七
五
年
六
月
、
平

楽
寺
書
店)

(

�)

こ
の
注
を
設
け
る
主
旨
に
つ
い
て
は
、
注(

�)

を
参
照
の
こ
と
。
石
田
茂
作
氏

｢

奈
良
朝
現
在
一
切

経
疏
目
録｣

(

前
掲)

を
参
照
し
た
う
え
で
、『

大
日
本
古
文
書

巻
之
八

(

追
加
二)』

(

一
九
一
二
年

一
一
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛)

を
閲
覧
す
れ
ば
、
天
平
十
四
年
八
月
二
十
九
日
の

｢

道
守
豊
足
写
経
手
実
案｣

の
中
に

｢

僧
伽
羅
刹
経
三
巻｣

と
あ
る
こ
と
を
確
か
め
得
る
。
な
お
、
石

田
茂
作
氏

｢

奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録｣

(

前
掲)

は
こ
の

｢

僧
伽
羅
刹
経｣

を

｢

僧
伽
羅
刹
所
集

経｣

と
同
じ
と
認
定
し
て
い
る
。
ま
た
、『

大
日
本
古
文
書

巻
之
十
七

(

追
加
十
一)』

(

一
九
二
七

年
一
二
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛)

を
閲
覧
す
れ
ば
、
神
護
景
雲
二
年
五
月
二
十
九
日

の

｢

奉
写
一
切
経
司
牒｣

の
中
に

｢

僧
伽
羅
刹
所
集
三
巻｣

と
あ
る
こ
と
を
確
か
め
得
る
。
な
お
、
石

田
茂
作
氏

｢

奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録｣

(

前
掲)

は
こ
の

｢

僧
伽
羅
刹
所
集｣

を

｢

僧
伽
羅
刹
所

集
経｣

と
同
じ
と
認
定
し
て
い
る
。

(

�)

注(

�)

に
同
じ
。

(

�)

こ
の
注
を
設
け
る
主
旨
に
つ
い
て
は
、
注(

�)

を
参
照
の
こ
と
。
石
田
茂
作
氏

｢

奈
良
朝
現
在
一
切

経
疏
目
録｣

(

前
掲)

を
参
照
し
た
う
え
で
、『

大
日
本
古
文
書

巻
之
七

(

追
加
一)』

(

前
掲)

を
閲

覧
す
れ
ば
、
天
平
九
年
二
月
二
十
日
の｢

高
屋
赤
麻
呂
写
経
請
本
注
文｣

の
中
に｢

増
一
阿
含
経
一
巻｣

と
あ
る
こ
と
を
確
か
め
得
る
。
な
お
、
こ
の
部
分
は
幸
い
に
も
写
真
版
も
付
さ
れ
て
お
り
、
写
真
に
て

も
確
か
め
得
る
。
ま
た
、
田
中
塊
堂
氏

『

古
写
経
綜
鑒』

(

一
九
四
二
年
九
月
、
鵤
故
郷
舎
出
版
部)

を
参
照
す
れ
ば
、
天
平
宝
字
六
年
に
僧
光
覚
を
願
主
と
し
て
淳
仁
天
皇
と
皇
后
に
奉
ら
れ
る
た
め
に
写

経
さ
れ
た

｢

僧
光
覚
知
識
経｣

(

村
山
龍
平
氏
蔵)

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に

｢

増
壱
阿
含
経

巻
第
十｣

と
い
う
よ
う
に
こ
の
経
典
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
同
氏

『

日
本
写
経
綜

鑒』
(

一
九
五
三
年
八
月
、
三
明
社)

、
同
氏
編

『

日
本
古
写
経
現
存
目
録』

(

一
九
七
三
年
七
月
、
思

文
閣)

を
参
照
す
れ
ば
、
こ
の
経
典
が
奈
良
時
代
に
多
く
書
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
ま
た
、

『

奈
良
朝
写
経』

(

前
掲)

に
は
、
天
平
宝
字
三
年
書
写
の

『

増
壱
阿
含
経』

巻
第
二
十
九

(

京
都

智

積
院
蔵)

の
影
印
、
天
平
宝
字
三
年
書
写
の

『

増
壱
阿
含
経』

巻
第
五
十

(

奈
良

薬
師
寺
蔵)

の
影

印
、
そ
の
他
の
影
印
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
�)
一
九
二
九
年
一
一
月
、
大
東
出
版
社
。
引
用
は
一
九
八
六
年
七
月
の
改
訂
六
刷
に
拠
る
。

(

�)
一
九
二
九
年
一
〇
月
、
大
東
出
版
社
。
引
用
は
一
九
八
六
年
七
月
の
改
訂
六
刷
に
拠
る
。

(

�)

松
下
貞
三
氏

『

漢
語

｢

愛｣

と
そ
の
複
合
語
・
思
想
か
ら
見
た
国
語
史』

(

一
九
八
二
年
九
月
、
あ

ぽ
ろ
ん
社)
。
な
お
、
こ
の
松
下
氏
著
は
、
第
六
十
一
回
萬
葉
学
会
全
国
大
会
研
究
発
表
会
に
お
け
る

口
頭
発
表
の
直
後
、
蜂
矢
真
郷
氏
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

(

�)

引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

日
本
書
紀』

(

小
学
館)

に
拠
る
が
、
訓
読
に
つ
い
て
は
、
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蜂
矢
真
郷
氏
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

日
本
書
紀』

(

岩
波
書
店)

の
訓
読
も
併
せ
て
記
す
。

(

�)
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

古
事
記』

(

小
学
館)

に
拠
る
。

(

�)
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

日
本
霊
異
記』

(

岩
波
書
店)

に
拠
る
が
、
訓
読
に
つ
い
て
は
、

蜂
矢
真
郷
氏
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
版

『

日
本
霊
異
記』

の
訓
読
も

併
せ
て
記
す
。

(

�)

引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版

『

続
日
本
紀』

(

岩
波
書
店)

に
拠
る
。

(

�)

以
下
、
訓
読
の
併
記
に
お
い
て
、
大
系
と
略
す
。

(

�)

以
下
、
訓
読
の
併
記
に
お
い
て
、
集
成
と
略
す
。

(

�)

注(

�)

著
書

(

	)

引
用
は
、『

高
山
寺
古
辞
書
資
料
第
一』

(

東
京
大
学
出
版
会)

に
拠
り
、
影
印
を
翻
字
し
た
。

(


)

森
本
治
吉
氏

『

萬
葉
精
粹
の
鑑
賞

上
巻』

(

一
九
四
二
年
五
月
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
。
引
用

は
一
九
四
二
年
一
一
月
の
二
版
に
拠
る)

(

�)

諸
注
釈
書
の
う
ち
、『

万
葉
集
略
解』

、『

万
葉
集
攷
証』

、『

万
葉
集
新
考』

、『

万
葉
集
全
釈』

、
佐
佐

木
信
綱
氏

『

評
釈
万
葉
集』

、『

万
葉
集
注
釈』

、
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

万
葉
集』

、
新
潮
日
本
古
典

集
成
版

『

万
葉
集』

、『

万
葉
集
全
注』

、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版

『

万
葉
集』

、『

万
葉
集
釈
注』

、

『

万
葉
集
全
歌
講
義』

が
因
縁
・
宿
縁
説
で
理
解
し
、
森
本
治
吉
氏

『

万
葉
集
総
釈』

、
窪
田
空
穂
氏

『

万
葉
集
評
釈』

、
新
日
本
文
学
大
系
版

『

万
葉
集』

が
面
影
説
で
理
解
し
て
い
る
。

(

�)


田
賢
�
氏

｢『

見
る
・
見
ゆ』

と

『

思
ふ
・
思
ほ
ゆ』

―『

萬
葉
集』

に
お
け
る
そ
の
相
関
―｣

(『

萬
葉』

一
一
五
、
一
九
八
三
年
一
〇
月)

。

田
賢
�
氏

｢

動
詞
シ
ノ
フ
の
用
法
と
訓
詁｣

(『

上
代

日
本
語
表
現
と
訓
詁』

二
〇
〇
五
年
九
月
、
塙
書
房
。
初
出
、｢

上
代
語
シ
ノ
フ
の
意
味
と
用
法｣

一

九
九
〇
年
二
月)

(

�)
｢

動
詞
シ
ノ
フ
の
用
法
と
訓
詁｣

(

前
掲)

(

�)

注(

�)

に
同
じ
。

(

�)

伊
藤
益
氏

｢

非
在
の
構
図
―『

萬
葉
集』

巻
十
九
、
四
二
九
二
の
論
―｣

(『

淑
徳
大
学
研
究
紀
要』

二
八
、
一
九
九
四
年
三
月)

(

�)
｢『

見
る
・
見
ゆ』

と

『

思
ふ
・
思
ほ
ゆ』

―『

萬
葉
集』

に
お
け
る
そ
の
相
関
―｣

(

前
掲)

(

�)

山
田
孝
雄
氏

｢『

母
等
奈』

考｣
(『

萬
葉
集
考
叢』

一
九
五
五
年
五
月
、
宝
文
館
。
初
出
、
一
九
二

七
年
一
〇
月)

(

�)
『

万
葉
集
全
注

巻
第
五』

(

一
九
八
四
年
六
月
、
有
斐
閣)

(

�)

一
九
一
八
年
六
月
、
国
民
文
庫
刊
行
会
。
引
用
は
一
九
二
七
年
九
月
の
三
版
に
拠
る
。

(

�)

こ
の
注
を
設
け
る
主
旨
に
つ
い
て
は
、
注(

�)

を
参
照
の
こ
と
。
石
田
茂
作
氏

｢

奈
良
朝
現
在
一
切

経
疏
目
録｣

(

前
掲)

を
参
照
し
た
う
え
で
、『

大
日
本
古
文
書

巻
之
七

(

追
加
一)』

(

前
掲)

を
閲

覧
す
れ
ば
、
天
平
三
年
八
月
十
日
の

｢

写
経
目
録｣

の
中
に

｢

雑
阿
含
経
五
帙
五
十
巻｣

と
あ
る
こ
と

を
確
か
め
得
る
。

(

�)

一
九
三
五
年
八
月
、
大
東
出
版
社
。
引
用
は
一
九
八
七
年
四
月
の
改
訂
六
刷
に
拠
る
。

(

�)

注(

�)

論
文

(

�)

引
用
は
、『

三
国
志』

魏
書

(

中
華
書
局)

に
拠
る
。

(

�)

左
側
の
傍
線
、
お
よ
び
、
左
側
の
波
傍
線
、
引
用
テ
キ
ス
ト
の
原
文
の
と
お
り
。
以
下
、
同
じ
。

(

�)

引
用
は
、『

北
斉
書』

(

中
華
書
局)

に
拠
る
。

(

�)

引
用
は
、
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
版

『�

子
山
集
注』

(

中
華
書
局)

に
拠
る
。

(

�)

注(

�)

書

[

付
記
１]

本
稿
は
、
第
六
十
一
回
萬
葉
学
会
全
国
大
会
研
究
発
表
会

(

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
九
日
、
於

皇
學
館
大
学)

に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
そ
の
質
疑
応
答
の
折
り
、
ま
た
直
後
に
、
諸
先

生
方
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
お
導
き
を
賜
わ
り
ま
し
た
こ
と
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

[

付
記
２]

本
稿
の
成
稿

(

二
〇
〇
九
年
一
月
三
一
日)

の
後
、
大
浦
誠
士
氏

｢

山
上
憶
良

『

思
子
等
歌』

の
構
造
と
主
題｣

(『

萬
葉
集
研
究
第
三
十
二
集』

二
〇
一
一
年
一
〇
月
、
塙
書
房)

に
触
れ
た
。
当
該

作
品
を

｢

全
体
が
一
つ
の
統
一
的
な
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
括
ら
れ
る
作
品
で
は
な｣

い
と
す
る
大
浦
氏
論
の

論
述
と
本
稿
と
は
一
部
重
な
る
点
も
あ
る
が
、
本
稿
の
調
査
お
よ
び
論
述
に
独
自
性
が
あ
る
の
で
本
稿
を

そ
の
ま
ま
と
し
、
こ
の
付
記
に
て
大
浦
氏
論
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
留
め
た
。

 川 晶輝：山上憶良 ｢子等を思ふ歌｣ について(二三)


