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京
都
は
四
条
通
り
の
西
端
の
地
、
桂
川
を
は
さ
ん
で
松
尾
と
対
す
る
梅
津
は
風
光
明
媚
な
 
 

田
園
で
、
そ
こ
に
平
安
時
代
頃
か
ら
貴
族
達
の
山
荘
が
営
ま
れ
た
。
 
 
 

和
琴
都
曲
の
名
手
で
、
か
つ
歌
人
で
も
あ
っ
た
源
師
賢
の
山
荘
も
梅
津
に
あ
り
、
そ
こ
が
 
 

詩
歌
管
絃
の
交
友
の
場
と
な
っ
て
い
た
。
 
 
 

「
後
拾
遺
集
」
に
は
「
師
賢
朝
臣
梅
津
の
山
庄
に
て
田
家
秋
風
と
い
ふ
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
」
 
 

の
詞
書
で
、
源
頼
家
の
．
、
 
 

（
1
）
 
 
や
ど
ち
か
き
山
だ
の
ひ
た
に
て
も
か
け
で
ふ
く
秋
風
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
秋
上
・
三
六
九
）
 
 

の
歌
が
入
集
す
る
。
こ
の
歌
会
に
当
代
の
歌
壇
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
源
経
信
が
参
加
し
て
い
 
 

た
こ
と
は
、
「
経
信
集
」
に
、
 
 

師
賢
朝
臣
の
梅
津
の
山
里
に
人
々
ま
か
り
て
、
田
家
秋
風
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る
 
 

（
2
）
 
 
 

夕
さ
れ
ば
門
田
の
い
な
ば
音
づ
れ
て
芦
の
丸
や
に
秋
風
ぞ
ふ
く
（
五
五
）
 
 

と
み
え
る
こ
と
で
確
認
で
き
る
 
（
こ
の
歌
は
「
金
莱
集
」
に
も
入
集
）
。
 
 
 

お
そ
ら
く
、
あ
る
年
の
秋
の
頃
、
師
賢
主
催
の
梅
津
の
山
荘
で
の
歌
会
に
、
経
信
・
頼
家
 
 

な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
歌
人
達
が
集
い
、
そ
の
場
と
季
節
に
相
応
し
い
 
「
田
家
秋
風
」
 
の
歌
 
 

題
詠
を
提
出
し
、
静
寂
な
環
境
の
な
か
で
、
心
に
染
み
る
風
流
韻
事
の
時
を
過
ご
し
た
で
あ
 
 

K
e
く
W
O
r
d
s
‖
隠
遁
・
和
歌
・
措
辞
・
自
然
・
系
譜
 
 

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
系
譜
 
 

－
隠
遁
的
行
為
と
措
辞
－
 
 

稲
田
 
利
徳
 
 

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
を
有
す
る
和
歌
の
発
想
は
、
当
初
は
、
多
様
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
「
後
拾
遺
集
」
時
代
の
歌
人
を
経
て
、
や
が
て
 
 

「
堀
河
百
首
」
 
の
頃
に
な
る
と
、
こ
の
措
辞
に
作
中
人
物
の
隠
遁
的
行
為
や
精
神
を
潜
在
さ
せ
た
歌
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
 
 

の
措
辞
を
取
り
込
ん
だ
歌
の
発
想
を
分
析
し
、
や
が
て
そ
こ
に
隠
遁
的
行
為
や
心
情
を
付
与
す
る
ま
で
の
系
譜
を
跡
付
け
て
み
た
。
 
 

ろ
、
つ
。
 
 

で
ん
か
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
会
で
の
歌
題
「
田
家
秋
風
」
 
の
 
「
田
家
」
と
は
、
田
舎
、
田
園
に
あ
 
 

る
住
居
の
意
で
、
漢
詩
で
は
屏
風
の
題
画
辞
と
し
て
、
早
く
こ
の
題
が
見
え
、
「
和
漢
朗
詠
 
 

集
」
 
（
巻
下
）
 
に
も
「
田
家
」
の
項
の
も
と
に
漠
詩
四
篇
と
和
歌
三
首
が
掲
載
さ
れ
る
。
が
、
 
 

和
歌
の
歌
題
と
し
て
は
、
先
の
師
賢
の
山
荘
歌
会
の
 
「
田
家
秋
風
」
な
ど
が
早
い
例
で
、
以
 
 

後
「
田
家
 
－
 
」
 
の
結
題
は
、
「
山
家
1
」
題
と
と
も
に
盛
ん
に
登
場
し
て
く
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
頼
家
歌
の
未
旬
の
 
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
と
い
う
 
 

措
辞
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
こ
の
歌
の
作
中
人
物
と
そ
の
心
の
あ
り
よ
う
に
触
れ
て
お
き
 
 

た
い
。
 
 
 

頼
家
の
和
歌
は
、
住
居
に
近
い
山
田
に
は
秋
風
が
吹
き
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
引
板
に
手
も
 
 

か
け
な
い
で
、
た
だ
秋
風
が
そ
れ
を
鳴
ら
す
の
に
任
せ
て
い
る
状
態
を
詠
じ
て
い
る
が
、
 
 

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
作
中
主
体
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 
 

ろ
う
か
。
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（1）  



稲田 利徳   

こ
の
歌
は
歌
題
詠
で
あ
る
か
ら
、
詠
歌
主
体
 
（
頼
家
）
＝
作
中
主
体
で
な
く
て
も
よ
い
。
 
 

ま
た
、
作
中
人
物
は
、
稲
田
に
近
づ
く
鳥
や
鹿
な
ど
を
追
い
払
う
た
め
の
「
引
板
」
を
引
き
 
 

鳴
ら
す
役
目
に
就
い
て
い
る
田
守
で
あ
る
と
、
一
応
想
定
さ
れ
る
。
作
者
頼
家
は
田
守
の
立
 
 

場
に
な
り
代
っ
て
詠
じ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
の
場
合
、
詞
書
や
歌
会
の
場
を
考
慮
す
る
と
、
作
中
人
物
を
田
守
と
 
 

み
る
の
は
相
応
し
く
な
く
、
師
賢
の
山
荘
で
の
嘱
目
の
光
景
を
題
詠
形
式
に
仕
立
て
る
こ
と
 
 

を
試
み
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
久
保
田
淳
氏
は
こ
の
立
場
で
あ
り
、
「
山
田
の
引
板
は
 
 

（
3
）
 
 

半
ば
山
荘
の
興
趣
を
添
え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
」
と
す
る
が
、
こ
の
見
方
が
 
 

適
切
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
作
中
人
物
は
、
山
田
の
近
く
の
山
荘
に
住
む
 
 

主
人
と
い
う
設
定
と
な
り
、
山
荘
の
近
く
に
あ
る
山
田
の
引
板
が
手
も
か
け
な
い
の
に
秋
風
 
に
吹
か
れ
る
ま
ま
に
鳴
っ
て
い
る
光
景
を
眺
望
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
作
中
人
物
の
二
つ
の
想
定
は
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
 
「
み
る
」
 
の
理
解
と
も
か
 
 

か
わ
っ
て
く
る
。
即
ち
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
 
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
 
（
久
保
田
淳
・
平
田
 
 

書
信
校
注
）
 
の
よ
う
に
「
引
彼
の
音
を
 
『
聞
く
』
 
の
で
は
な
く
、
秋
風
の
吹
き
つ
の
る
さ
ま
 
 

を
 
『
見
る
』
泳
者
の
姿
勢
を
歌
う
」
 
の
よ
う
に
「
見
る
」
と
み
て
、
視
覚
的
な
意
味
を
強
調
 
 

す
る
立
場
と
、
「
秋
風
が
そ
れ
を
な
ら
す
の
に
ま
か
せ
て
い
る
こ
と
だ
」
と
「
試
み
る
」
意
 
 

（
4
）
 
 

と
す
る
立
場
に
別
れ
る
。
 
 
 

そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
作
者
頼
家
は
、
こ
の
作
中
人
物
を
ど
の
よ
う
な
精
神
の
持
主
と
 
 

し
て
造
型
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
っ
た
作
中
人
物
の
心
の
あ
り
よ
 
 

う
に
は
無
関
心
で
、
山
田
に
は
秋
風
が
吹
い
て
引
板
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
任
せ
 
 

た
ま
ま
に
し
、
手
を
か
け
る
必
要
も
な
い
と
い
う
、
一
種
の
因
果
関
係
に
興
趣
を
催
し
て
詠
 
 

歌
し
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
に
射
し
、
『
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
上
蓋
 
（
犬
養
廉
・
 
 

平
野
由
紀
子
・
い
さ
ら
会
著
）
 
で
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
 
 
 

自
分
で
は
手
を
出
さ
ず
自
然
の
現
象
に
任
せ
て
み
る
と
い
う
意
。
引
板
は
人
間
が
ひ
く
も
 
 
 

の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
秋
風
に
ま
か
せ
て
み
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
 
 

（
マ
マ
）
 
 
 

な
詠
み
ぶ
り
は
 
『
兼
盛
集
』
 
の
 
「
こ
ぬ
人
を
よ
ひ
に
は
や
ら
ず
我
が
や
ど
は
ま
ね
く
尾
花
 
 
 

5
 
 

に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
（
一
八
六
）
 
あ
た
り
か
ら
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 

確
か
に
「
ふ
く
秋
風
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
と
、
こ
と
さ
ら
に
「
ま
か
せ
る
」
立
場
を
強
調
 
 

す
る
表
現
、
そ
こ
に
は
、
本
来
人
間
が
手
で
引
く
引
板
を
、
折
り
よ
く
吹
い
て
き
た
秋
風
に
 
 

任
せ
、
人
為
的
な
行
為
を
選
び
と
ら
ず
、
敢
え
て
自
然
の
現
象
に
任
せ
る
と
い
う
、
作
中
人
 
 

物
の
精
神
の
一
面
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者
頼
家
は
、
自
身
に
内
在
す
る
、
 
 

（
）
 
 

あ
る
種
の
心
の
あ
り
よ
う
を
、
作
中
人
物
に
付
与
し
て
い
る
と
み
た
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
後
拾
遺
集
」
に
は
、
梅
津
の
山
荘
の
主
人
で
あ
る
師
賢
の
次
の
歌
が
入
集
す
る
。
 
 

船
中
月
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
け
る
 
 
 

み
な
れ
ざ
を
と
ら
で
ぞ
く
だ
す
た
か
せ
ぶ
ね
月
の
ひ
か
り
の
さ
す
に
ま
か
せ
て
 
 

（
雄
一
・
八
三
五
）
 
 

こ
の
歌
は
第
五
旬
が
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
で
は
な
い
が
、
川
を
漕
ぎ
下
る
の
に
使
用
す
る
 
 

水
馴
れ
樟
を
取
る
こ
と
も
な
く
、
月
光
の
射
す
の
に
任
せ
て
高
瀬
舟
を
進
め
て
行
く
と
い
う
 
 

状
況
を
詠
じ
た
点
で
、
先
の
頼
家
歌
と
発
想
及
び
表
現
が
類
似
す
る
。
こ
の
歌
は
、
ま
ず
は
 
 

「
さ
す
」
に
「
射
す
」
と
「
（
樟
を
）
 
挿
す
」
を
掛
詞
に
し
た
と
こ
ろ
に
興
じ
て
い
る
が
、
単
 
 

に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
舟
の
梓
を
取
る
作
中
人
物
の
心
も
背
後
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
即
 
 

ち
、
梓
を
敢
え
て
取
ら
な
か
っ
た
の
は
、
川
面
に
美
し
く
照
る
月
光
を
乱
し
た
く
な
か
っ
た
 
 

と
い
う
思
惑
に
よ
る
。
北
村
季
吟
が
「
月
の
さ
す
を
、
舟
さ
す
に
そ
へ
て
月
に
乗
じ
て
、
竿
 
 

も
と
ら
ざ
る
さ
ま
、
優
な
る
に
や
」
 
（
八
代
集
抄
）
 
と
評
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
辺
を
鋭
く
 
 

読
み
解
い
て
い
る
。
作
者
師
資
は
、
作
中
人
物
に
風
雅
な
心
を
も
映
し
出
そ
う
と
企
図
し
て
 
 

い
る
。
こ
れ
は
同
じ
歌
仲
間
の
詠
歌
と
し
て
、
頼
家
歌
の
理
解
に
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
。
 
 
 

頼
家
は
和
歌
六
人
党
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
「
後
拾
遺
集
」
入
集
歌
に
も
、
 
 

禅
林
寺
に
人
人
ま
か
り
て
山
家
秋
晩
と
い
ふ
心
を
よ
み
は
べ
り
け
る
 
 
 

く
れ
ゆ
け
ば
あ
さ
ぢ
が
は
ら
の
む
し
の
ね
も
を
の
へ
の
し
か
も
こ
ゑ
た
て
つ
な
り
 
 

（
秋
上
二
一
八
一
）
 
 

（
道
雅
三
位
の
八
条
の
い
へ
の
さ
う
じ
に
山
ざ
と
の
ゆ
き
の
あ
し
た
ま
ら
う
ど
か
ど
に
 
 

あ
る
と
こ
ろ
を
よ
め
る
）
 
 
 

山
ざ
と
は
ゆ
き
こ
そ
ふ
か
く
な
り
に
け
れ
と
は
で
も
と
し
の
く
れ
に
け
る
か
な
 
 

（
冬
・
四
一
二
）
 
 

の
よ
う
に
、
歌
題
詠
や
障
子
絵
の
画
中
の
人
物
の
立
場
で
は
あ
る
が
、
山
家
、
閑
居
の
風
情
 
 

を
詠
じ
た
歌
が
あ
り
、
そ
こ
に
彼
の
田
園
趣
味
、
隠
逸
思
慕
も
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

と
同
時
に
そ
れ
は
、
六
人
党
を
は
じ
め
、
当
代
の
風
流
歌
人
達
の
共
通
し
た
精
神
的
な
基
盤
 
 

（
8
）
 
 

を
な
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
歌
や
先
の
師
賢
歌
も
絡
め
、
改
め
て
冒
頭
に
か
か
げ
た
頼
家
の
歌
を
味
読
す
る
 
 

と
き
、
人
為
的
な
行
為
を
排
し
、
自
然
の
現
象
に
任
せ
た
ま
ま
に
眺
め
る
と
い
う
作
中
人
物
 
 

の
心
の
あ
り
よ
う
、
い
わ
ば
都
の
喧
騒
を
逃
れ
、
山
里
や
田
園
に
住
居
を
構
え
、
心
ゆ
く
ま
 
 

で
自
然
の
な
か
に
融
和
し
ょ
う
と
す
る
隠
逸
志
向
も
透
視
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 

か
。
現
に
先
掲
の
、
同
時
詠
の
経
信
歌
も
、
作
中
主
体
を
山
里
の
粗
末
な
「
芦
の
丸
屋
」
に
 
 

（2）   



「まかせてぞみる」の系譜  

住
ま
せ
、
粛
条
た
る
秋
風
に
聞
き
入
っ
て
い
る
人
物
に
仕
立
て
い
る
の
も
傍
証
と
な
ろ
う
。
 
 
 

こ
れ
は
、
た
と
え
作
中
人
物
を
田
守
と
す
る
見
方
に
立
つ
場
合
で
も
、
的
は
ず
れ
で
は
な
 
 

か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
遁
世
者
の
先
達
と
し
て
著
名
な
玄
賓
僧
都
に
は
、
 
 
 

山
田
も
る
僧
都
の
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
秋
は
て
ぬ
れ
ば
間
ふ
人
も
な
し
 
 
 

此
れ
も
、
彼
の
玄
敏
の
歌
と
申
し
侍
り
。
雲
風
の
如
く
さ
す
ら
へ
行
き
け
れ
ば
、
田
な
ど
 
 

（
7
）
 
 
守
る
時
も
有
り
け
る
に
こ
そ
。
（
発
心
集
）
 
 

と
い
う
伝
承
も
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
購
家
の
歌
は
発
想
も
奇
抜
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
も
印
象
深
い
こ
と
も
あ
 
 

っ
て
、
こ
れ
以
降
の
歌
人
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
 
 

鳥
羽
殿
に
て
、
山
家
秋
の
心
を
 
 
 

あ
き
く
れ
ば
あ
さ
け
の
か
ぜ
の
て
も
さ
む
み
や
ま
だ
の
ひ
た
を
ま
か
せ
て
ぞ
き
く
 
 

（
江
帥
集
・
八
三
）
 
 

こ
の
匡
房
の
歌
は
「
新
古
今
集
」
 
（
秋
下
・
四
五
五
）
 
に
も
採
歌
さ
れ
て
著
名
な
も
の
だ
が
、
 
 

明
ら
か
に
頼
家
歌
を
模
倣
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
引
板
に
手
を
か
け
な
い
で
風
に
任
せ
て
聞
 
 

く
の
は
、
朝
風
が
寒
い
か
ら
だ
と
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
い
る
点
が
相
違
す
る
。
こ
う
な
 
 

る
と
作
中
人
物
は
、
山
田
を
守
る
膿
の
身
と
な
り
、
労
働
の
辛
苦
の
さ
ま
が
表
面
化
し
、
そ
 
 

こ
に
作
中
人
物
の
隠
逸
的
な
行
為
と
し
て
の
心
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
 
 

五
月
雨
の
心
を
よ
め
る
 
 
 

さ
み
だ
れ
は
を
だ
の
み
な
く
ち
て
も
か
け
で
み
づ
の
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
 
 

（
金
葉
集
・
夏
・
左
兵
衛
督
実
能
・
一
三
九
）
 
 

の
歌
も
、
山
田
の
引
彼
の
場
面
で
は
な
い
が
、
「
て
も
か
け
で
」
と
「
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
」
 
 

の
措
辞
の
一
致
か
ら
み
て
、
頼
家
歌
の
影
響
下
に
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
 
 

歌
は
、
「
み
な
く
ち
 
（
水
口
）
」
 
の
緑
で
「
ま
か
せ
て
」
に
水
を
「
引
き
入
れ
る
」
意
を
き
か
 
 

せ
て
変
奏
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
実
家
の
、
 
 

田
家
秋
風
 
 
 

か
ぜ
そ
よ
ぐ
を
だ
の
か
り
い
ほ
を
き
て
み
れ
ば
ひ
か
ぬ
な
る
こ
に
と
り
も
た
つ
め
り
 
 

（
実
家
集
・
一
〇
四
）
 
 

の
歌
も
、
鳴
子
を
引
か
な
い
の
に
鳥
が
飛
び
立
つ
の
は
、
秋
風
が
引
板
を
鳴
ら
し
て
い
る
背
 
 

景
が
あ
り
、
「
田
家
秋
風
」
 
の
歌
題
も
一
致
す
る
な
ど
、
頼
家
歌
を
ど
こ
か
で
意
識
し
て
い
 
 

る
だ
ろ
う
。
 
 
 

頼
家
歌
は
さ
ら
に
下
っ
て
、
次
の
新
古
今
時
代
の
歌
人
に
も
受
容
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
和
歌
所
歌
合
に
、
田
家
月
を
）
 
 
 

い
な
ば
吹
く
風
に
ま
か
せ
て
す
む
い
ほ
は
月
ぞ
ま
こ
と
に
も
り
あ
か
し
け
る
 
 

（
新
古
今
集
・
秋
上
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女
・
四
二
八
）
 
 

こ
の
歌
は
従
来
、
例
え
ば
「
稲
葉
を
吹
き
渡
る
風
に
、
吹
き
放
題
に
荒
ら
さ
せ
て
住
ん
で
い
 
 

る
番
小
屋
は
、
人
は
眠
っ
て
い
る
が
、
月
が
漏
り
込
ん
で
、
一
晩
中
真
に
稲
田
の
番
を
し
て
 
 

（
8
）
 
い
る
よ
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
「
も
り
あ
か
し
け
れ
」
 
の
 
「
も
り
」
に
「
漏
り
」
 
 

と
「
守
り
」
を
掛
け
た
と
こ
ろ
に
趣
向
が
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
「
ま
こ
と
に
」
 
の
旬
に
は
「
本
当
に
」
と
と
も
に
、
伊
勢
大
輔
の
 
「
あ
き
の
 
 

よ
は
山
だ
の
い
ほ
に
い
な
づ
ま
の
ひ
か
り
の
み
こ
そ
も
り
あ
か
し
け
れ
」
 
（
後
拾
遺
集
・
秋
 
 

【
9
）
 
 

下
二
二
六
八
）
を
暗
に
承
け
て
い
る
と
の
見
解
が
提
出
さ
れ
た
。
 
 
 

さ
ら
に
近
年
刊
行
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
新
古
今
和
歌
集
』
 
（
田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
 
 

校
注
）
 
は
、
「
ま
こ
と
に
」
は
伊
勢
大
輔
の
歌
を
踏
ま
え
る
と
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
「
風
に
 
 

ま
か
せ
て
」
も
「
引
板
を
吹
き
鳴
ら
す
ま
ま
に
し
て
」
と
ら
え
、
「
稲
葉
を
わ
た
る
風
に
引
 
 

板
を
あ
ず
け
て
泊
っ
て
い
る
庵
で
は
、
主
の
代
り
に
月
が
古
人
も
詠
ん
だ
通
り
に
夜
通
し
漏
 
 

れ
入
り
、
田
守
を
勤
め
て
い
る
こ
と
だ
」
と
、
従
前
と
は
か
な
り
相
違
し
た
解
釈
を
示
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

確
か
に
俊
成
女
の
歌
に
「
引
板
」
は
出
て
こ
な
い
の
で
、
表
現
の
次
元
で
は
「
風
に
ま
か
 
 

せ
て
」
や
「
ま
こ
と
に
」
は
従
来
の
理
解
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
作
者
は
、
や
は
り
 
 

「
後
拾
遺
集
」
 
で
並
ん
で
入
集
し
て
い
る
伊
勢
大
輔
歌
と
頼
家
歌
と
を
背
後
に
絡
め
、
歌
に
 
 

奥
行
き
を
与
え
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

以
上
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
頼
家
歌
の
発
想
は
、
そ
れ
に
続
く
歌
人
連
に
も
鮮
烈
な
印
象
 
 

を
も
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
と
い
う
措
辞
の
醸
し
出
 
 

す
雰
囲
気
も
、
そ
れ
に
一
役
か
っ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

や
ど
ち
か
き
山
だ
の
ひ
た
に
て
も
か
け
で
ふ
く
秋
風
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
三
六
九
）
 
 

と
い
う
頼
家
歌
の
発
想
や
T
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
と
い
う
措
辞
に
着
目
し
、
そ
こ
に
は
作
中
 
 

人
物
の
、
都
の
喧
騒
を
逃
れ
て
山
里
や
田
園
の
自
然
に
融
和
し
ょ
う
と
す
る
心
も
込
め
ら
れ
 
 

て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
同
時
代
の
田
園
趣
味
や
隠
逸
志
向
と
も
脈
絡
を
も
っ
て
く
る
こ
と
を
 
 
 

こ
れ
ま
で
、
 
 

（3）  



稲田 利徳  

論
じ
、
さ
ら
に
頼
家
歌
の
影
響
の
跡
を
追
っ
て
き
た
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
こ
れ
を
前
提
に
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
の
系
譜
、
あ
る
い
は
そ
の
 
 

用
法
・
発
想
の
様
相
と
い
っ
た
も
の
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
「
ま
か
せ
 
 

て
ぞ
み
る
」
 
の
 
「
ま
か
す
 
（
任
す
）
」
 
の
語
が
、
和
歌
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
 
 

そ
の
一
端
を
素
描
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
 
 
 

「
万
葉
集
」
 
に
は
「
ま
か
す
」
と
い
う
語
が
単
独
で
使
用
さ
れ
た
和
歌
は
一
首
も
み
え
な
 
 

（
1
0
）
 
 

い
。
三
代
集
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
を
取
り
込
ん
だ
歌
は
出
現
 
 

し
な
い
が
、
「
任
す
」
は
「
古
今
集
」
 
に
三
首
、
「
後
撰
集
」
 
に
七
首
、
「
拾
遺
集
」
に
五
首
 
 

と
、
あ
わ
せ
て
十
五
首
見
出
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
れ
ら
を
、
何
に
「
任
せ
る
」
 
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
と
、
一
つ
の
類
型
が
あ
 
 

り
、
「
風
に
任
せ
る
」
発
想
が
一
番
多
い
。
 
 

あ
さ
ま
だ
き
ふ
き
く
る
風
に
ま
か
す
れ
ば
か
た
よ
り
し
け
り
あ
を
や
ぎ
の
い
と
 
 

（
金
菓
集
・
春
・
春
宮
大
夫
公
英
二
一
四
）
 
 

と
、
舟
・
鷺
・
柳
の
糸
と
い
っ
た
も
の
に
も
拡
大
し
、
や
が
て
先
掲
し
た
頼
家
・
匡
房
の
歌
 
 

の
よ
う
に
引
板
を
風
に
任
せ
て
み
る
発
想
と
関
連
を
も
っ
て
く
る
。
 
 
 

次
に
は
「
ま
か
す
」
を
掛
詞
・
縁
語
と
し
て
使
用
、
そ
れ
を
趣
向
に
据
え
た
歌
が
散
在
す
 
 

る
。
 
 
 

も
み
ぢ
ば
を
風
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
も
は
か
な
き
物
は
い
の
ち
な
り
け
り
 
 

（
古
今
集
・
哀
傷
・
大
江
千
里
・
八
五
九
）
 
 

こ
の
よ
う
に
、
桜
や
紅
葉
と
い
っ
た
美
的
な
対
象
を
吹
き
散
ら
す
風
に
任
す
か
任
さ
ぬ
か
と
 
 

い
っ
た
発
想
を
と
る
。
さ
ら
に
風
に
任
す
対
象
は
、
桜
や
紅
葉
だ
け
で
な
く
、
 
 
 

う
し
ろ
め
た
い
か
で
か
へ
ら
ん
山
ざ
く
ら
あ
か
ぬ
に
ほ
ひ
を
風
に
ま
か
せ
て
 
 

（
拾
遺
集
・
雑
春
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
一
〇
五
三
）
 
 

今
よ
り
は
風
に
ま
か
せ
む
桜
花
ち
る
こ
の
も
と
に
君
と
ま
り
け
り
 
 

（
後
撰
集
・
春
下
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
一
〇
五
）
 
 

春
の
田
を
人
に
ま
か
せ
て
我
は
た
だ
花
に
心
を
つ
く
る
こ
ろ
か
な
 
 
 

鷺
の
す
は
う
ご
け
ど
も
ぬ
し
も
な
し
風
に
ま
か
せ
て
い
づ
ち
い
ぬ
ら
ん
 
 

（
拾
遺
集
・
物
名
・
輔
相
・
三
七
四
）
 
 
 

吹
く
風
に
ま
か
す
る
舟
や
秋
の
よ
の
月
の
う
へ
よ
り
け
ふ
は
こ
ぐ
ら
ん
 
 

（
後
撰
集
・
秋
下
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
四
三
七
）
 
 

お
ほ
ぞ
ら
に
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
が
な
春
さ
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ
 
 

（
後
撰
集
・
春
中
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
六
四
）
 
 
 

（
拾
遺
集
・
春
・
斎
宮
内
侍
・
四
七
）
 
 

こ
の
歌
は
 
「
和
漢
朗
詠
集
」
 
の
・
「
田
家
」
 
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
も
い
る
。
「
ま
か
す
」
 
に
 
 

「
任
す
」
と
と
も
に
、
「
春
の
田
」
 
の
縁
語
で
、
種
を
「
蒔
か
す
」
、
あ
る
い
は
田
に
 
「
水
を
 
 

引
く
」
意
を
掛
け
、
さ
ら
に
「
つ
く
る
」
に
「
付
く
る
」
と
「
作
る
」
を
掛
け
る
。
田
作
り
 
 

（
‖
）
 
 

は
他
人
に
任
せ
、
専
ら
桜
の
花
に
夢
中
に
な
る
風
雅
な
人
を
描
い
て
い
る
。
 
 
 

は
る
く
れ
ば
山
田
の
氷
打
ち
と
け
て
人
の
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り
 
 

（
拾
遺
集
・
春
・
在
原
元
方
・
四
六
）
 
 

こ
の
歌
も
「
山
田
」
と
の
関
連
で
、
「
ま
か
す
」
 
に
「
水
を
引
く
」
意
を
縁
語
と
す
る
。
ま
 
 

た
源
経
信
の
、
 
 

と
も
す
れ
ば
よ
も
の
山
べ
に
あ
く
が
れ
し
心
に
身
を
も
ま
か
せ
つ
る
か
な
 
 

（
後
拾
遺
集
・
雑
三
・
一
〇
二
〇
）
 
 

の
歌
は
、
山
辺
に
あ
こ
が
れ
る
心
に
身
を
任
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
出
家
に
際
し
て
の
決
意
表
 
 

明
を
、
紫
式
部
の
、
 
 

い
な
ば
吹
く
風
に
ま
か
せ
て
す
む
い
ほ
は
月
ぞ
ま
こ
と
に
も
り
あ
か
し
け
る
 
 

（
新
古
今
集
・
秋
上
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女
・
四
二
八
）
 
 

と
い
っ
た
和
歌
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

ま
た
、
「
任
す
」
は
詠
歌
主
体
の
 
「
身
」
と
 
「
心
」
 
の
関
係
を
凝
視
し
た
歌
に
も
使
用
さ
 
 

れ
る
。
増
基
法
師
の
、
 
 

す
む
人
も
あ
る
か
な
き
か
の
や
ど
な
ら
し
あ
し
ま
の
月
の
も
る
に
ま
か
せ
て
 
 

（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
五
三
〇
）
 
 

と
、
月
光
と
の
か
か
わ
り
で
 
「
も
る
」
に
「
漏
る
」
「
守
る
」
を
掛
け
た
「
も
る
に
ま
か
せ
 
 

る
」
と
い
う
措
辞
を
発
生
さ
せ
、
や
が
て
、
 
 

あ
ら
を
だ
に
ほ
そ
た
に
が
は
を
ま
か
す
れ
ば
ひ
く
し
め
な
は
に
も
り
つ
つ
ぞ
ゆ
く
 
 

（
金
葉
集
・
春
・
七
三
）
 
 

の
歌
の
「
ま
か
す
」
は
、
「
水
を
引
く
」
意
だ
け
で
、
掛
詞
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
か
 
 

わ
り
、
第
五
句
の
「
も
り
」
が
「
漏
り
」
と
「
守
る
」
を
掛
け
る
。
 
 

こ
の
歌
に
み
え
る
「
ま
か
す
」
と
 
「
も
る
」
と
の
対
応
関
係
は
、
経
信
自
身
、
 
 

か
ず
な
ら
で
心
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
ど
身
に
し
た
が
ふ
は
心
な
り
け
り
 
 

（
千
載
集
・
雑
中
・
一
〇
九
六
）
 
 

の
歌
は
、
逆
に
身
に
従
っ
て
し
ま
う
心
を
詠
じ
、
自
己
の
意
志
に
反
し
、
境
遇
に
押
し
流
さ
 
 
 

あ
ふ
さ
か
の
せ
き
の
す
ぎ
は
ら
し
た
は
れ
て
月
の
も
る
に
ぞ
ま
か
せ
た
り
け
る
 
 

（
詞
花
集
・
雑
上
・
大
蔵
卿
匡
房
・
三
〇
七
）
 
 

（4）  



「まかせてぞみる」の系譜  

（
後
拾
遺
集
・
岡
旅
・
増
基
法
師
・
五
〇
八
）
 
 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
韓
非
子
」
 
（
説
林
上
）
 
に
み
え
る
「
老
馬
之
智
可
レ
用
也
。
乃
叔
竜
馬
】
 
 

（
1
2
）
 
 

而
随
－
乏
、
遂
得
レ
道
」
 
の
故
事
を
背
景
と
す
る
が
、
能
因
や
増
基
の
歌
に
は
詠
歌
主
体
の
遁
 
 

世
、
漂
泊
の
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
明
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
く
る
」
「
ま
か
せ
て
ぞ
ゆ
く
」
 
 

の
措
辞
は
、
「
ま
か
す
」
を
「
ぞ
」
 
の
係
助
詞
で
強
調
す
る
点
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
 
 

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
と
み
な
し
て
よ
い
。
 
 
 

以
上
、
「
ま
か
す
」
を
使
用
す
る
和
歌
の
発
想
を
、
八
代
集
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
 
 

他
に
も
若
干
の
異
相
も
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
で
留
め
た
い
。
 
 
 

こ
こ
で
引
用
し
た
和
歌
の
発
想
は
、
次
に
吟
味
を
加
え
る
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
 
 

を
有
す
る
歌
と
脈
絡
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
作
中
人
物
の
田
園
趣
味
、
自
然
と
の
融
和
、
あ
る
い
は
隠
逸
志
向
と
の
 
 

関
連
で
、
特
に
留
意
す
べ
き
も
の
は
、
「
和
漢
朗
詠
集
」
 
の
 
「
田
家
」
 
の
項
に
引
用
の
、
田
 
 

作
り
は
人
に
任
せ
、
専
ら
花
に
眺
め
入
る
歌
と
か
、
住
居
や
関
屋
に
月
が
洩
れ
て
く
る
の
に
 
 

任
せ
る
歌
、
我
が
身
を
心
や
駒
の
行
く
の
に
任
せ
る
と
い
っ
た
一
連
の
歌
で
あ
る
。
 
 
 

れ
て
行
く
我
が
身
の
不
如
意
な
さ
ま
を
嘆
息
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
、
「
任
す
」
を
取
り
込
ん
だ
も
の
に
、
次
の
よ
う
な
「
駒
に
ま
か
す
」
と
い
う
 
 

一
連
の
歌
が
あ
る
。
 
 

こ
こ
で
漸
く
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
の
系
譜
に
触
れ
る
段
階
に
な
っ
た
。
 
 
 

「
ま
か
す
」
を
係
助
詞
「
ぞ
」
 
で
受
け
て
強
調
す
る
措
辞
に
は
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
 
 

ほ
か
に
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
き
く
」
「
ま
か
せ
て
ぞ
ゆ
く
」
「
ま
か
せ
て
ぞ
ひ
く
」
「
ま
か
せ
て
ぞ
 
 

や
る
」
と
い
っ
た
類
似
の
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
措
辞
も
一
連
の
も
の
と
認
 
 

定
し
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
と
し
て
一
括
し
て
調
査
対
象
と
す
る
。
 
 
 

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
の
早
い
用
例
は
、
次
の
兼
盛
や
能
宣
あ
た
り
の
歌
で
あ
ろ
 
 

、
つ
か
。
 
 

あ
し
の
や
の
こ
や
の
わ
た
り
に
ひ
は
く
れ
ぬ
い
づ
ち
ゆ
く
ら
ん
こ
ま
に
ま
か
せ
て
 
 

（
後
拾
遺
集
・
帝
旅
・
能
国
法
師
・
五
〇
七
）
 
 

ゆ
ふ
や
み
は
道
も
見
え
ね
ど
旧
里
は
本
こ
し
駒
に
ま
か
せ
て
ぞ
く
る
 
 

（
後
撰
集
・
恋
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
九
七
八
）
 
 

み
や
こ
の
み
か
へ
り
み
ら
れ
て
あ
づ
ま
ぢ
を
こ
ま
の
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
ゆ
く
 
 

ま
こ
も
お
ふ
る
な
つ
の
の
ぬ
ま
の
う
き
ぬ
な
は
く
る
人
な
み
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
能
宣
集
二
二
六
一
）
 
 

兼
盛
歌
は
、
詞
書
と
分
離
す
る
と
、
自
分
の
宿
に
や
っ
て
来
な
い
人
を
敢
え
て
呼
び
に
や
ら
 
 

ず
、
た
だ
尾
花
の
招
く
の
に
任
せ
て
み
る
と
な
り
、
人
が
訪
れ
な
い
閑
居
の
さ
ま
に
も
と
れ
 
 

る
。
が
、
詞
書
に
よ
る
と
薄
の
あ
る
所
に
男
が
来
て
い
る
屏
風
絵
を
見
て
の
詠
歌
と
み
な
さ
 
 

れ
る
の
で
、
尾
花
が
人
を
招
き
寄
せ
た
と
み
な
し
た
と
こ
ろ
に
趣
向
を
も
た
せ
た
の
で
あ
ろ
 
 

、
つ
〇
 
 

一
方
、
能
宣
歌
は
、
「
う
き
ぬ
な
は
 
（
浮
草
）
」
 
の
関
連
で
 
「
く
る
ひ
と
」
 
に
「
来
る
」
と
 
 

「
繰
る
」
を
掛
け
て
い
る
。
そ
の
点
、
こ
の
両
首
は
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
行
為
の
背
景
 
 

に
「
こ
ぬ
人
」
「
来
る
人
な
み
」
と
人
間
の
存
在
の
有
無
の
問
題
も
込
め
て
い
る
。
 
 
 

そ
こ
に
は
ま
だ
作
中
人
物
の
閑
居
、
あ
る
い
は
隠
遁
的
な
心
の
潜
在
を
読
み
と
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
歌
と
脈
絡
を
も
っ
て
く
る
こ
と
は
留
意
し
て
よ
い
。
 
 

い
へ
の
さ
く
ら
の
ち
り
て
み
づ
に
な
が
る
る
を
よ
め
る
 
 

を
し
め
ど
も
す
ぎ
ゆ
く
秋
は
を
れ
か
へ
り
ま
ね
く
を
ば
な
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
 
 

（
肥
後
集
・
一
二
四
）
 
 

最
初
の
嘉
言
の
歌
は
「
寡
言
集
」
（
二
五
）
に
も
み
え
、
第
五
旬
が
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
と
 
 

な
っ
て
い
る
。
自
宅
に
咲
く
桜
を
見
に
来
な
い
人
に
、
散
っ
た
花
び
ら
を
水
に
任
せ
て
下
流
 
 

に
流
す
作
中
主
体
の
心
に
は
、
そ
の
川
面
の
花
び
ら
を
見
て
、
人
の
訪
れ
る
こ
と
を
希
求
す
 
 

る
思
惑
も
あ
ろ
う
。
同
様
に
長
方
歌
は
、
歌
題
「
梅
花
招
客
」
か
ら
判
断
し
て
も
、
梅
香
を
 
 
 

こ
ぬ
人
を
よ
び
に
は
や
ら
ず
我
が
や
ど
は
ま
ね
く
尾
花
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
（
1
3
）
 
 

（
兼
盛
集
・
一
八
六
）
 
 

か
は
ら
に
ま
か
り
あ
り
く
に
、
ふ
か
き
の
の
な
か
に
、
ぬ
ま
の
ほ
ど
に
て
 
 

君
ま
せ
と
い
ひ
に
は
や
ら
で
梅
が
か
を
風
の
た
よ
り
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
長
方
集
・
一
八
）
 
 

二
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、
も
の
い
ふ
人
の
も
と
に
、
 
 

こ
こ
に
こ
ぬ
人
も
み
よ
と
て
さ
く
ら
ば
な
水
の
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
や
る
 
 

（
後
拾
遺
集
・
春
下
・
大
江
嘉
言
・
一
四
五
）
 
 

梅
花
招
客
 
 

〔
と
ふ
〕
人
も
な
き
わ
が
や
ど
の
さ
く
ら
ば
な
か
ぜ
の
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
道
済
軋
・
‖
〉
二
三
三
）
 
 

九
月
つ
ご
も
り
の
ひ
 
 

す
す
き
あ
る
所
に
を
と
こ
き
た
り
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稲田 利徳  

風
に
任
せ
て
遣
っ
た
こ
と
で
、
呼
び
に
遣
ら
な
く
て
も
、
人
の
訪
れ
を
期
待
し
て
い
る
心
情
 
 

が
明
瞭
で
あ
る
。
道
演
歌
も
一
首
独
立
す
る
と
、
自
分
の
家
の
桜
花
を
、
散
ろ
う
と
散
る
ま
 
 

い
と
、
す
べ
て
風
に
任
せ
て
見
て
い
る
と
い
う
諦
観
的
な
心
も
あ
る
が
、
詞
書
の
「
も
の
い
 
 

ふ
人
の
も
と
に
」
か
ら
み
て
贈
歌
な
の
で
、
や
は
り
人
の
訪
れ
を
か
す
か
に
望
ん
で
い
る
。
 
 

最
後
の
肥
後
歌
の
下
旬
は
、
先
掲
の
兼
盛
歌
と
全
く
一
致
す
る
。
が
、
こ
の
方
は
人
の
訪
れ
 
 

で
は
な
く
、
「
九
月
つ
ご
も
り
の
ひ
」
の
詞
書
か
ら
み
て
、
去
り
行
く
秋
へ
の
惜
別
の
情
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

以
上
列
挙
し
た
歌
に
は
、
任
せ
る
も
の
を
風
や
水
や
尾
花
に
向
け
て
い
る
が
、
そ
こ
に
 
 

「
我
が
宿
」
に
来
な
い
人
を
人
為
的
に
強
く
呼
び
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
現
象
に
任
 
 

せ
、
静
か
に
来
訪
を
待
つ
心
、
あ
る
い
は
去
り
行
く
季
節
を
自
然
と
と
も
に
惜
別
す
る
心
情
 
 

な
ど
が
背
後
に
揺
曳
し
て
い
る
。
そ
の
心
の
あ
り
よ
う
は
、
隠
遁
的
な
精
神
に
強
く
裏
打
ち
 
 

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
ど
こ
か
遠
く
で
そ
れ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
含
み
込
ん
で
い
る
の
 
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

一
方
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
の
歌
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
人
間
の
意
志
や
 
 

営
為
を
超
越
し
た
神
仏
に
任
せ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 
 

ま
た
た
の
む
か
た
こ
そ
な
け
れ
世
の
中
よ
た
の
め
ば
神
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
槍
玉
集
・
二
六
四
五
）
 
 

こ
れ
ら
は
、
人
間
界
の
種
々
な
俗
事
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
包
み
込
ん
だ
世
間
の
行
末
を
、
す
 
 

べ
て
神
仏
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
強
い
信
仰
心
の
表
白
を
も
企
図
し
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
「
ま
か
す
」
に
「
水
を
引
く
」
意
を
掛
け
た
歌
の
あ
る
こ
と
は
、
単
独
で
「
ま
か
 
 

す
」
を
使
用
し
た
歌
の
考
察
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
が
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
歌
 
 

で
も
、
そ
の
種
の
発
想
歌
は
次
の
よ
う
に
散
見
さ
れ
る
。
 
 

か
す
が
山
ふ
も
と
の
を
の
に
ね
の
び
し
て
か
ご
と
を
か
み
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
散
木
春
歌
集
・
二
一
）
 
 

な
に
し
お
へ
ば
う
き
世
の
人
の
い
つ
は
り
を
た
だ
す
の
宮
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
槍
玉
集
二
二
八
六
四
）
 
 

い
つ
は
り
の
ち
か
ひ
な
ら
ね
ば
君
が
代
を
お
ほ
た
ら
し
め
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
散
木
奇
歌
集
・
八
四
八
）
 
 

た
ね
ま
け
る
な
は
し
ろ
み
づ
を
せ
き
あ
げ
て
と
み
た
の
里
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
経
衡
集
・
九
六
）
 
 

わ
が
や
ど
の
か
ど
た
の
早
苗
う
ゑ
し
よ
り
い
さ
ら
を
が
は
を
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
為
患
家
初
皮
宙
首
・
息
成
二
九
六
）
 
 
 

小
山
田
の
な
ほ
し
ろ
水
も
せ
き
わ
け
ず
ゆ
た
か
な
る
世
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

こ
こ
に
列
挙
し
た
歌
は
、
い
ず
れ
も
山
田
の
「
苗
代
」
や
「
早
苗
」
が
素
材
と
な
り
、
「
ま
 
 

（
新
千
載
集
・
春
下
・
前
大
納
言
為
世
二
七
二
）
 
 
 

か
せ
て
ぞ
み
る
」
に
「
水
を
引
く
」
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
た
だ
し
、
 
 

「
任
せ
て
ぞ
見
る
」
の
意
が
中
心
で
、
「
水
を
引
く
」
意
は
縁
語
的
に
付
加
し
た
だ
け
の
も
の
 
 

や
、
逆
に
「
水
を
引
く
」
意
の
方
が
主
意
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
必
ず
し
も
一
様
で
 
 

は
な
い
。
作
中
主
体
も
農
夫
の
立
場
で
詠
歌
し
た
も
の
、
農
夫
の
行
為
を
別
の
視
点
か
ら
客
 
 

観
的
に
堀
写
し
た
も
の
な
ど
の
据
幅
が
あ
る
。
 
 
 

こ
の
他
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
歌
に
は
、
こ
こ
で
中
心
的
に
取
り
扱
い
た
い
作
 
 

中
人
物
の
隠
逸
的
な
心
の
あ
り
よ
う
を
明
確
に
詠
じ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
例
歌
 
 

は
後
に
一
括
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
あ
と
一
つ
「
柳
」
を
素
材
に
し
た
も
の
が
幾
首
 
 

か
散
見
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
 
 

や
な
ぎ
い
け
の
み
づ
を
は
ら
ふ
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
 
 

さ
ほ
姫
の
柳
の
え
だ
に
ひ
く
糸
を
吹
来
る
風
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
 
 

（
久
安
百
首
・
実
情
・
七
一
〇
）
 
 

こ
れ
ら
の
歌
は
「
柳
」
を
取
り
込
ん
で
い
る
が
、
柳
は
枝
が
細
く
垂
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
 
 

を
糸
や
等
に
比
喩
し
て
い
る
。
 
 
 

最
初
の
経
衡
歌
は
、
柳
の
下
枝
を
帯
の
よ
う
に
見
立
て
た
趣
向
を
、
次
の
崇
徳
院
の
歌
は
、
 
 

嵐
が
吹
き
つ
け
る
水
に
浸
っ
た
柳
の
下
枝
を
浪
に
任
せ
て
機
を
織
る
さ
ま
に
み
な
し
て
い
 
 

る
。
最
後
の
英
清
歌
の
、
柳
の
糸
を
風
の
吹
く
の
に
任
せ
て
い
る
の
も
「
さ
ほ
姫
」
と
の
関
 
 

連
で
機
を
織
る
発
想
と
か
か
わ
ら
せ
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
「
柳
」
を
取
り
込
ん
だ
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
歌
は
、
ま
さ
に
、
 
 

風
に
吹
か
れ
る
柳
の
下
枝
を
糸
や
欝
に
見
立
て
る
と
こ
ろ
に
興
趣
を
見
出
し
て
お
り
、
人
為
 
 
 

し
つ
の
を
が
な
は
し
ろ
水
も
ひ
き
や
ら
で
ふ
る
は
る
さ
め
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
関
谷
集
・
一
〇
七
）
 
 

山
ざ
と
は
離
の
を
田
の
苗
代
に
か
け
ひ
の
水
を
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

あ
ら
し
吹
く
㌢
し
の
柳
の
い
な
む
し
ろ
お
り
し
く
浪
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
新
古
今
集
・
春
上
・
崇
徳
院
・
七
一
）
 
 

い
け
み
づ
の
み
く
さ
も
と
ら
で
あ
を
や
ぎ
の
は
ら
ふ
し
つ
え
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
藤
原
経
衡
・
七
五
）
 
 

（
壬
二
集
・
一
一
五
）
 
 

（6）  



「まかせてぞみる」の系譜  

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
に
は
、
自
分
で
は
敢
え
て
手
を
出
さ
ず
、
自
然
の
現
 
 

象
に
任
せ
て
み
る
と
い
う
意
も
包
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
措
辞
を
取
り
 
 

込
む
際
に
、
作
中
人
物
に
無
為
自
然
と
い
っ
た
精
神
の
持
主
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
も
通
 
 

、
つ
0
 
 
 山

田
の
引
板
に
手
を
か
け
な
い
で
、
吹
く
秋
風
に
任
せ
て
み
る
と
い
う
源
頼
家
の
歌
の
作
 
 

中
人
物
に
は
、
そ
う
い
っ
た
心
も
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
 
 

論
考
の
努
頭
で
推
論
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
、
頼
家
歌
や
そ
の
影
響
下
に
な
っ
た
歌
に
は
、
必
ず
し
も
、
そ
う
い
っ
た
心
情
が
明
 
 

確
化
さ
れ
て
い
な
い
し
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
歌
の
作
中
人
物
が
、
す
べ
て
そ
の
 
 

よ
う
な
心
情
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
例
歌
を
挙
げ
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
種
々
 
 

な
様
相
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
作
者
が
作
中
人
物
に
隠
遁
的
な
心
情
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
取
り
ま
 
 

く
境
遇
に
閑
居
の
雰
囲
気
を
鮮
明
に
し
て
い
る
歌
を
対
象
に
取
り
上
げ
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
 
 

る
」
系
列
の
措
辞
を
有
す
る
歌
の
一
面
を
と
ら
え
か
え
し
て
み
た
い
。
 
 
 

作
中
人
物
を
隠
遁
者
と
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
歌
で
、
何
に
「
任
せ
る
」
 
の
か
の
視
 
 

点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
「
風
」
や
「
嵐
」
 
で
あ
る
。
た
だ
「
任
せ
る
」
対
象
は
、
桜
や
紅
 
 

葉
と
い
っ
た
美
的
な
も
の
で
は
な
く
、
落
葉
や
草
庵
に
変
っ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
 
 

例
え
ば
、
「
高
遠
集
」
 
の
次
の
歌
な
ど
は
、
そ
の
種
の
歌
の
先
樅
と
み
な
し
て
よ
い
。
 
 

（
仙
彷
）
 
 宮

葉
柄
階
紅
不
掃
 
 
 

的
な
行
為
と
自
然
に
任
せ
る
こ
と
と
の
対
応
関
係
は
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
に
表
面
化
し
て
い
な
 
 

ヽ
 
0
 
 

、
∨
 
 お

ち
つ
も
る
木
の
は
木
の
は
は
お
の
づ
か
ら
あ
ら
し
の
か
ぜ
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
二
八
五
）
 
 

こ
の
歌
の
句
題
は
、
白
楽
天
の
 
「
長
恨
歌
」
か
ら
「
あ
は
れ
な
る
事
」
に
着
目
し
て
選
択
し
 
 

た
詩
句
で
あ
る
。
こ
の
漢
詩
の
場
面
は
、
宮
殿
の
階
に
降
り
積
っ
て
い
る
落
葉
を
誰
も
掃
き
 
 

と
る
も
の
も
い
な
い
寂
参
さ
を
描
い
て
い
る
が
、
、
和
歌
の
世
界
で
は
、
そ
の
落
葉
を
嵐
が
吹
 
 

き
払
う
の
に
任
せ
た
ま
ま
に
し
て
い
る
状
況
に
展
開
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
作
中
人
物
が
隠
 
 

遁
者
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
発
想
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
歌
に
脈
絡
を
も
っ
て
 
 

く
る
。
 
 
 

木
の
葉
の
み
ち
り
つ
も
り
ぬ
る
柴
の
庵
は
嶺
の
嵐
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
堀
河
百
首
・
河
内
・
一
五
〇
四
）
 
 

こ
の
歌
は
「
山
家
」
と
い
う
歌
題
、
「
柴
の
庵
」
か
ら
み
て
、
作
中
人
物
は
草
庵
に
龍
る
隠
 
 

遁
者
で
あ
る
。
一
首
の
歌
か
ら
、
庵
室
の
屋
根
や
庭
に
降
り
積
っ
た
落
葉
を
嵐
が
吹
き
払
う
 
 

の
に
任
せ
た
き
り
、
そ
の
寂
々
た
る
音
や
動
き
を
見
聞
き
し
て
い
る
人
物
の
姿
態
や
心
情
が
 
 

透
視
さ
れ
て
く
る
。
 
 

嵐
 
 
 

く
る
人
も
な
き
あ
し
の
や
の
柴
の
戸
は
み
ね
の
嵐
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
永
久
百
首
・
伸
実
・
二
六
八
）
 
 

こ
の
歌
の
下
旬
は
、
先
の
「
堀
河
百
首
」
 
の
歌
と
一
致
す
る
が
、
嵐
の
吹
く
の
に
任
せ
て
い
 
 

る
対
象
を
「
柴
の
戸
」
に
変
奏
し
、
「
く
る
人
 
（
来
る
人
）
」
 
の
「
く
る
」
を
「
戸
」
 
の
縁
語
 
 

と
す
る
。
誰
一
人
訪
れ
る
者
も
い
な
い
芦
の
屋
、
そ
の
租
未
な
扉
を
嵐
の
吹
く
の
に
任
す
こ
 
 

と
は
、
あ
た
か
も
人
が
来
た
か
の
よ
う
に
戸
が
開
閉
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
に
隠
遁
 
 

者
と
し
て
の
孤
寂
な
心
境
も
浮
上
し
て
く
る
。
 
 

山
家
夕
 

の
歌
は
」
第
四
旬
の
本
文
に
不
審
が
あ
る
も
の
の
、
歌
題
 
 

人
物
は
隠
遁
着
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
落
葉
を
嵐
や
風
に
任
せ
る
と
い
う
、
 
 

は
か
な
さ
の
命
に
ま
さ
る
紅
葉
葉
を
今
年
も
風
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
竹
風
和
歌
抄
・
九
六
二
）
 
 

な
ど
の
歌
の
作
中
人
物
も
同
様
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
 
 
 

さ
ら
に
、
 
 

お
の
づ
か
ら
は
ら
ふ
人
な
き
古
郷
の
庭
は
あ
ら
し
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
続
千
載
集
・
雑
中
・
広
義
門
院
・
一
八
三
〇
）
 
 

の
両
歌
は
、
下
旬
が
全
く
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
払
う
人
の
い
な
い
庭
に
積
っ
た
落
葉
を
 
 
 

も
み
ぢ
ば
に
秋
よ
り
か
ね
て
村
時
雨
今
は
あ
ら
し
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
拾
玉
集
二
二
一
二
三
）
 
 

く
れ
ぬ
と
て
峰
 
 

木
の
は
か
く
ひ
と
も
な
け
れ
ば
山
ざ
と
の
に
は
は
あ
ら
し
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
忠
盛
集
・
五
三
）
 
 

山
家
 
 

（
マ
マ
）
 
 

よ
り
お
ろ
す
山
か
ぜ
に
竹
の
さ
け
と
を
引
 
 

（
宗
良
親
王
千
首
・
八
七
五
）
 
 

「
山
家
夕
」
か
ら
み
て
も
、
作
中
 
 

か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（7）  



稲田 利徳  

う
ち
た
え
て
人
も
は
ら
は
ぬ
わ
が
い
ほ
は
な
び
く
や
な
ぎ
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
為
家
千
首
・
七
八
）
 
 

の
歌
は
、
嵐
で
は
な
く
柳
に
払
わ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
掲
の
 
「
後
拾
遺
集
」
 
の
柳
を
等
 
 

に
見
立
て
た
経
衡
歌
の
発
想
な
ど
を
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
を
摂
取
し
た
歌
の
系
譜
を
辿
っ
て
く
る
 
 

と
、
作
中
人
物
を
隠
遁
者
に
明
確
に
造
型
し
た
歌
は
、
ど
う
や
ら
「
堀
河
百
首
」
 
の
頃
か
ら
 
 

散
見
さ
れ
始
め
る
が
、
．
次
の
歌
も
「
掘
河
百
首
」
の
歌
で
あ
る
。
 
 

山
家
 
 

対
象
と
す
る
な
ど
、
酷
似
し
た
発
想
を
駆
使
す
る
。
と
も
に
嵐
に
落
葉
が
吹
き
払
わ
れ
る
の
 
 

に
任
せ
た
ま
ま
、
じ
つ
と
庭
を
眺
め
る
隠
遁
者
の
孤
独
な
面
影
が
鮮
明
で
あ
る
。
 
 
 

次
の
為
家
の
、
 
 

最
後
に
、
任
せ
て
み
る
行
為
を
と
る
作
中
人
物
が
、
果
し
て
隠
逸
的
な
精
神
状
況
に
あ
る
 
 

か
ど
う
か
、
判
断
に
ゆ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
心
」
に
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
 
 

歌
を
吟
味
す
る
。
 
 
 

「
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
歌
に
は
、
す
で
に
「
水
の
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
」
と
か
 
 

「
風
の
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
」
 
の
所
で
も
触
れ
た
が
、
そ
こ
で
の
「
心
」
は
作
中
人
物
自
 
 

身
の
 
「
心
」
 
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
次
の
例
歌
の
よ
う
に
作
中
人
物
 
 

の
「
心
」
 
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
 
 

聖
護
院
二
品
親
王
家
五
十
首
、
見
花
 
 
 

日
ぐ
ら
し
の
声
ば
か
り
す
る
柴
の
戸
は
入
日
の
さ
す
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
掘
河
百
首
・
顕
季
・
一
四
九
三
）
 
 

こ
の
歌
は
「
金
葉
集
」
 
（
雑
上
・
一
三
九
）
 
に
も
入
集
す
る
が
、
「
さ
す
」
 
に
「
射
す
」
と
 
 

「
鎖
す
」
を
掛
け
る
修
辞
を
駆
使
し
て
い
る
。
「
山
家
」
 
の
歌
題
か
ら
み
て
、
山
里
の
柴
の
庵
 
 

で
、
人
の
訪
れ
も
な
い
ま
ま
、
ひ
ぐ
ら
し
の
声
や
夕
日
を
眺
め
て
い
る
孤
寂
な
人
物
の
心
が
 
 

背
後
に
揺
曳
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
な
が
ら
列
挙
し
た
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
和
歌
 
 

の
作
中
人
物
は
、
隠
逸
的
な
精
神
の
持
主
で
あ
る
こ
と
が
、
か
な
り
明
確
に
造
型
さ
れ
て
い
 
 

る
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

を
し
か
ら
ぬ
身
を
い
た
づ
ら
に
捨
て
し
よ
り
花
は
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
草
庵
集
・
一
五
五
）
 
 

こ
の
歌
は
 
「
頓
阿
五
十
首
」
 
（
八
）
 
か
ら
採
歌
し
た
も
の
で
、
相
互
に
異
文
関
係
は
な
い
。
 
 
 

出
家
し
て
か
ら
、
な
ぜ
花
を
心
に
任
せ
て
見
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
 
 

（
1
5
）
 
 

の
点
に
閲
し
、
「
草
庵
集
蒙
求
諺
解
」
は
「
捨
は
て
ゝ
用
な
き
身
に
て
あ
れ
ば
、
心
に
ま
か
 
 

せ
て
毎
日
所
々
の
花
を
み
る
也
。
心
に
一
粘
の
塵
な
く
、
花
に
の
み
身
を
な
す
事
殊
勝
な
り
」
 
 

と
解
釈
す
る
。
即
ち
、
出
家
し
て
俗
事
に
か
か
わ
る
多
忙
さ
か
ら
逃
れ
、
時
間
的
な
余
裕
が
 
 

出
来
た
の
で
、
毎
日
、
花
を
心
ゆ
く
ま
で
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
た
め
と
す
る
。
が
、
 
 

主
眼
は
そ
こ
に
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
諺
解
」
が
次
に
解
説
す
る
よ
う
に
、
出
家
に
よ
っ
て
、
 
 

心
が
清
澄
に
な
り
、
花
と
一
如
と
な
っ
て
眺
め
う
る
諦
観
的
な
心
の
獲
得
を
詠
じ
て
い
る
の
 
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
、
作
中
人
物
は
遁
世
者
で
あ
る
。
 
 
 

次
の
俊
成
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

家
に
十
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
月
を
 
 

世
を
う
し
と
な
に
思
ひ
け
ん
秋
ご
と
に
月
は
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
 
 

（
玉
葉
集
・
秋
下
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
・
六
九
三
）
 
 

こ
の
歌
は
「
長
秋
詠
藻
」
 
（
二
五
一
）
 
か
ら
の
採
歌
で
、
相
互
に
異
文
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
 
 

世
の
中
を
憂
く
辛
い
と
思
っ
て
来
た
過
去
の
自
身
の
心
情
に
不
審
を
提
示
、
今
は
秋
が
来
る
 
 

ご
と
に
月
を
心
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
の
出
来
る
感
慨
を
詠
じ
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
 
 

な
心
境
に
な
っ
た
の
か
は
、
先
の
頓
阿
の
歌
の
よ
う
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
 
 

つ
い
て
 
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
』
 
（
岩
佐
美
代
子
著
）
 
は
、
「
こ
の
世
を
辛
い
、
い
や
だ
と
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

一
体
何
で
思
っ
た
り
し
た
の
だ
ろ
う
。
生
き
て
い
れ
ば
こ
そ
、
秋
ご
と
に
月
を
心
の
ま
ま
に
 
 

見
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
」
 
（
傍
点
稲
田
）
 
と
解
釈
し
て
い
る
。
即
ち
、
 
 

外
部
事
情
で
な
く
生
命
の
尊
さ
の
確
認
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
川
村
晃
生
民
は
「
上
 
 

旬
の
不
遇
感
と
下
旬
の
満
足
感
か
ら
し
て
、
任
官
時
な
ど
の
折
の
詠
か
」
 
（
和
歌
文
学
大
系
 
 

『
長
秋
詠
藻
』
校
注
）
と
外
部
事
情
に
よ
る
か
と
推
測
す
る
。
 
 
 

確
か
に
こ
の
歌
は
、
理
解
が
分
れ
る
よ
う
に
、
心
境
の
変
化
の
原
因
が
一
首
の
う
ち
に
明
 
 

示
さ
れ
ず
曖
昧
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
牒
た
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
和
歌
 
 

の
発
想
や
、
「
長
秋
詠
藻
」
で
、
こ
の
歌
が
「
山
居
月
」
「
田
家
月
」
と
い
っ
た
遁
世
者
が
月
 
 

を
見
る
発
想
歌
の
次
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
す
る
と
、
作
中
人
物
が
、
月
を
 
 

「
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
」
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
漸
く
隠
逸
的
な
精
神
を
深
化
さ
せ
て
い
 
 

っ
た
た
め
と
い
う
理
解
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 
（
俊
成
が
実
際
に
こ
の
時
出
家
し
て
 
 

い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
。
 
 
 

俊
成
歌
の
下
旬
と
全
く
一
致
す
る
二
条
良
基
の
次
の
歌
も
あ
る
。
 
 

お
も
ひ
い
で
の
な
き
に
は
な
さ
じ
雲
の
上
の
月
は
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
後
普
光
固
院
百
首
・
四
五
）
 
 
 

（8）  



「まかせてぞみる」の系譜  

銭
塘
貴
国
三
千
里
 
一
道
風
光
任
意
看
 
 

（
巻
下
・
慶
賀
・
七
六
七
）
 
 

前
者
の
「
春
の
風
に
任
せ
た
り
」
は
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
和
歌
に
圧
倒
的
に
多
 
 

こ
こ
ろ
 

み
 
か
っ
た
、
風
や
嵐
の
吹
く
の
に
任
せ
る
の
に
、
ま
た
、
後
者
の
「
意
に
任
せ
て
看
る
」
も
、
 
 

先
述
の
「
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
」
に
、
各
々
通
う
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
形
成
に
、
こ
う
い
っ
た
漢
詩
文
と
の
影
響
関
係
を
想
定
し
 
 

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
深
い
水
脈
で
は
、
中
国
の
隠
逸
思
想
や
無
為
自
然
の
精
神
と
脈
 
 

絡
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
歌
は
、
後
に
「
延
文
百
首
」
 
（
一
〇
四
六
）
 
に
繰
り
入
れ
ら
れ
、
上
旬
を
「
お
も
ひ
出
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

で
の
な
し
と
は
い
は
じ
」
と
改
作
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
な
ぜ
月
を
心
に
任
せ
て
見
る
の
か
、
 
 

作
中
人
物
の
心
境
は
曖
昧
で
あ
る
。
「
雲
の
上
の
月
」
が
禁
裏
・
仙
洞
の
月
を
も
指
す
こ
と
 
 

（
1
6
）
 
 

か
ら
、
「
寵
臣
・
摂
関
家
と
し
て
の
得
意
の
情
の
作
か
」
と
推
測
す
る
む
き
も
あ
る
。
 
 
 

上
の
良
基
歌
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
西
行
の
次
の
歌
で
あ
る
。
 
 

大
み
ね
の
し
ん
せ
ん
と
申
す
所
に
て
、
月
を
み
て
よ
み
け
る
 
 
 

ふ
か
き
山
に
す
み
け
る
月
を
見
ざ
り
せ
ば
思
出
も
な
き
我
が
身
な
ら
ま
し
 
 

（
山
家
集
・
一
一
〇
四
）
 
 

良
基
の
歌
の
作
中
人
物
は
、
出
家
し
て
深
山
に
龍
っ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
禁
中
の
雲
の
上
 
 

の
月
を
心
ゆ
く
ま
で
見
る
こ
と
、
そ
れ
を
現
世
の
思
い
出
に
し
た
い
と
い
う
心
が
み
て
と
れ
 
 

る
の
で
は
な
い
か
。
上
旬
に
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
容
易
に
な
ら
な
い
素
乱
の
世
に
対
す
 
 

る
焦
燥
感
が
、
下
旬
に
は
冴
え
わ
た
る
月
光
と
一
如
と
な
り
、
清
澄
な
心
と
な
る
こ
と
を
希
 
 

求
し
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
、
心
に
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
の
系
列
の
歌
は
、
措
辞
は
同
じ
で
も
、
こ
れ
ま
で
例
 
 

示
し
て
き
た
も
の
の
よ
う
に
、
自
身
の
外
部
に
あ
る
自
然
の
な
す
が
ま
ま
に
任
せ
て
み
よ
う
 
 

と
す
る
も
の
と
、
必
ず
し
も
同
発
想
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
、
対
象
を
任
せ
て
み
る
 
 

作
中
人
物
の
心
境
に
到
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
巡
り
、
い
さ
さ
か
曖
昧
さ
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
 
 

1
つ
0
 
 
 

そ
も
そ
も
、
人
為
的
な
行
為
を
敢
え
て
抑
え
、
自
然
の
な
す
が
ま
ま
に
ま
か
す
「
任
」
 
の
 
 

世
界
は
、
漢
詩
文
に
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
多
く
の
用
例
を
列
挙
す
る
余
裕
は
な
 
 

（
1
7
）
 
 

い
が
、
例
え
ば
、
和
歌
に
も
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
「
和
漢
朗
詠
集
」
の
漢
詩
文
に
も
、
次
 
 

の
用
例
が
あ
る
。
 
 

織
自
何
綿
唯
暮
雨
 
 
裁
無
走
様
任
春
風
 
 

（
巻
上
・
花
・
菅
三
晶
）
 
 

以
前
、
中
世
和
歌
に
み
え
る
「
軒
端
の
山
」
と
い
う
措
辞
に
着
目
し
、
そ
こ
に
中
世
歌
人
 
 

（
1
8
）
 
 

に
よ
る
隠
遁
的
措
辞
の
形
成
過
程
と
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
軒
端
 
 

の
山
」
と
は
、
山
が
住
居
の
近
く
に
接
近
し
て
い
る
環
境
を
凝
縮
し
た
措
辞
で
あ
る
こ
と
、
 
 

そ
れ
が
大
枠
と
し
て
は
、
山
里
、
探
山
に
場
所
を
占
め
る
住
居
と
、
そ
こ
に
住
む
人
物
の
隠
 
 

遁
的
心
情
を
も
象
徴
す
る
措
辞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
及
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
軒
端
 
 

の
山
」
系
列
の
措
辞
は
、
隠
遁
、
閑
居
生
活
を
希
求
す
る
歌
人
達
が
、
短
詩
型
文
学
の
宿
命
 
 

と
格
闘
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
措
辞
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
対
象
に
し
た
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
は
、
必
ず
し
も
 
 

形
成
当
初
か
ら
作
中
人
物
の
隠
遁
的
行
為
や
精
神
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
 
 

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

後
拾
遺
集
時
代
の
歌
人
の
歌
の
な
か
に
は
、
そ
う
い
っ
た
心
情
を
背
後
に
潜
在
さ
せ
た
も
 
 

の
も
あ
っ
た
が
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
歌
の
発
想
は
、
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
 
 

多
彩
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
漸
く
「
堀
河
百
首
」
 
の
頃
に
な
る
と
、
「
山
家
」
と
い
う
歌
題
歌
の
な
か
に
、
 
 

こ
の
措
辞
が
摂
取
さ
れ
、
作
中
人
物
の
隠
遁
的
行
為
と
明
確
に
関
連
し
て
詠
出
さ
れ
た
歌
が
 
 

登
場
し
て
く
る
。
 
 
 

そ
こ
に
は
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
と
い
う
措
辞
自
体
に
内
在
す
る
、
自
分
は
手
を
出
さ
 
 

ず
、
自
然
の
現
象
に
任
せ
て
み
る
と
い
う
一
面
に
、
隠
遁
的
な
行
為
・
精
神
に
通
う
も
の
を
 
 

感
知
し
、
そ
れ
を
隠
遁
者
を
作
中
人
物
と
す
る
和
歌
に
摂
取
し
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
透
 
 

視
で
き
る
。
 
 
 

「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
系
列
の
措
辞
は
、
早
く
は
兼
盛
や
能
宣
の
和
歌
に
見
え
、
や
が
て
 
 

「
後
拾
遺
集
」
時
代
の
歌
人
間
に
流
行
を
み
せ
、
多
様
な
振
幅
を
伴
い
な
が
ら
、
院
政
期
、
 
 

鎌
倉
時
代
の
和
歌
に
も
散
見
さ
れ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
一
万
一
千
余
首
の
彪
大
な
家
集
「
草
根
集
」
に
「
ま
 
 

か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
が
一
首
も
み
え
な
い
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
漸
次
、
減
少
し
 
 

て
ゆ
く
。
 
 
 

勿
論
、
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
室
町
期
で
も
、
 
 

谷
の
戸
の
な
か
ば
は
雲
を
あ
る
じ
に
て
と
ぢ
は
つ
る
を
も
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
 
 

（
雪
玉
集
二
ニ
〇
三
五
）
 
 
 

山
里
は
つ
く
ら
ぬ
庭
の
滝
殿
を
岩
ね
・
の
水
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る
 
 

（
卑
懐
集
・
六
一
四
）
 
 

（9）  
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と
基
綱
や
実
隆
の
歌
な
ど
に
残
存
し
て
い
る
。
こ
の
両
歌
は
と
も
に
作
中
人
物
を
隠
遁
・
閑
 
 

居
の
人
と
し
て
設
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
」
 
の
措
辞
も
、
そ
の
表
象
性
 
 

を
増
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
措
辞
が
も
は
や
歌
人
間
に
新
鮮
な
感
懐
を
も
っ
て
 
 

受
け
と
め
ら
れ
ず
、
や
や
形
骸
化
し
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
『
新
編
国
歌
大
観
』
 
に
よ
る
。
以
下
、
特
記
し
な
い
和
歌
本
文
と
歌
番
号
は
同
書
に
よ
 
 

る
。
 
 

（
2
）
 
『
私
家
集
大
成
』
所
収
本
に
よ
る
。
歌
番
号
も
同
書
に
よ
る
。
 
 

（
3
）
 
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
。
 
 

（
4
）
 
『
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
』
 
（
犬
養
廉
・
平
野
由
紀
子
・
い
さ
ら
会
著
）
 
 

（
5
）
こ
の
注
釈
書
の
出
版
以
前
に
、
川
村
晃
生
民
も
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
 
（
和
泉
古
典
叢
書
）
 
 
 

で
、
頼
家
の
下
旬
が
「
当
時
流
行
の
詠
風
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
措
辞
は
『
兼
盛
集
』
 
 
 

あ
た
り
が
古
い
こ
と
、
お
よ
び
頼
家
歌
の
模
倣
歌
二
首
も
補
注
で
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

（
6
）
 
川
村
晃
生
著
 
『
摂
関
期
和
歌
史
の
研
究
』
 
の
第
二
章
第
二
節
五
の
 
「
新
風
へ
の
道
」
、
 
 
 

相
木
由
夫
氏
「
後
拾
遺
和
歌
集
」
（
和
歌
文
学
講
座
、
第
五
巻
『
王
朝
の
和
歌
』
所
収
）
、
 
 
 

高
重
久
美
氏
「
『
落
葉
』
 
の
昔
－
源
頼
実
の
歌
を
通
し
て
－
」
 
（
「
文
学
史
研
究
」
 
3
9
、
 
 
 

一
九
九
八
年
十
二
月
）
 
な
ど
参
照
。
 
 

（
7
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
方
丈
記
・
発
心
集
』
 
（
三
木
紀
入
校
注
）
。
 
 

（
8
）
 
石
田
舌
貞
著
『
新
古
今
和
歌
集
全
註
解
』
。
 
 

（
9
）
注
 
（
3
）
 
に
同
じ
。
 
 

ま
か
 
 

（
1
0
）
 
「
取
り
委
す
る
」
 
（
巻
二
二
一
一
三
）
 
と
複
合
動
詞
と
し
て
一
首
み
え
る
が
、
任
せ
る
 
 

意
で
は
な
い
。
 
 

（
1
1
）
 
因
み
に
「
拾
遺
集
」
 
（
雑
下
・
東
三
条
太
政
大
臣
・
五
七
四
）
 
の
長
歌
「
を
山
田
を
 
 

人
に
ま
か
せ
て
 
我
は
た
だ
 
た
も
と
そ
ほ
つ
に
 
身
を
な
し
て
…
」
も
、
「
ま
か
せ
 
 

て
」
に
「
水
を
引
く
」
意
を
縁
語
と
し
て
い
る
。
 
 

（
1
2
）
新
釈
漢
文
大
系
『
韓
非
子
上
』
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
3
）
 
『
新
編
国
歌
大
観
』
は
、
歌
本
文
を
「
こ
ぬ
人
を
よ
ひ
に
は
」
と
す
る
が
「
よ
び
」
と
 
 
 

濁
点
を
付
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
は
「
よ
び
」
と
し
て
引
用
し
た
。
 
 

（
1
4
）
 
『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
の
歌
の
初
旬
は
「
い
ふ
人
も
」
と
あ
る
が
、
紙
撚
切
を
参
照
 
 

し
て
「
と
ふ
人
も
」
と
し
て
引
用
し
た
。
 
 

（
1
5
）
 
『
草
庵
集
蒙
求
諺
解
 
本
文
と
索
引
』
 
（
笹
川
祥
生
・
上
野
洋
三
編
）
 
に
よ
る
。
 
 
 

（
1
6
）
 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
中
世
和
歌
集
 
室
町
藍
所
収
「
後
普
光
園
院
殿
御
百
首
」
 
 

（
伊
藤
敬
校
注
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
7
）
 
日
本
古
典
文
学
大
系
『
和
漢
朗
詠
集
』
 
（
川
口
久
雄
校
注
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
8
）
 
拙
稿
「
『
軒
端
の
山
』
考
－
中
世
和
歌
の
隠
遁
的
措
辞
の
形
成
－
」
 
（
国
語
国
文
、
平
 
 
 

成
十
二
年
八
月
）
。
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