
の
ど
と
き
風
体
論
が
展
開
さ
れ
る
。
傍
点
し
た
名
目
の
外
、
「
ノ
キ
タ
ル
様
」

に
墟
付
の
観
点
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
駆
使
L
C
上
手
と
下
手
の
風
体
の
比
較

を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
例
把
過
ぎ
な
い
が
、
上
述
の
分
析
的
認
識
に
よ
っ

か
に
し
、
か
つ
分
煩
整
理
を
試
み
た
が
、
言
及
不
足
は
随
所
に
残
さ
れ
て
い

る
㍗
後
日
を
期
し
た
い
。

1
広
島
大
学
文
学
部
教
授
1
1

続
飛
花
落
葉
　
の
文
学

1
－
狂
　
言
　
綺
　
語
　
観
　
の
　
展
　
開

は

　

じ

　

め

　

に

桐
描
　
「
飛
花
箔
斑
の
文
学
」
　
で
は
、
「
こ
こ
ろ
」
　
「
ま
こ
と
」
　
「
こ
と
わ

り
」
の
≡
点
に
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
歌
人
た
ち
の

約
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ば
観
想
的
と
も
言
う
べ
き
面
で
認
識
さ

れ
る
こ
れ
ら
≡
点
に
つ
い
て
の
等
質
性
の
諭
の
ほ
か
に
、
行
的
と
も
言
う
べ
き

面
で
仕
接
さ
れ
る
「
澄
心
」
に
つ
い
て
も
等
質
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

‖
目
し
た
。
故
人
の
諭
に
よ
れ
ば
、
「
せ
こ
と
」
は
澄
め
る
心
、
心
を
澄
ま
せ

ば
お
の
ず
か
ら
「
．
こ
と
わ
り
」
が
叡
じ
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
観
想

的
と
言
い
行
的
と
言
う
の
・
も
所
詮
は
裏
罫
一
体
を
な
す
も
の
に
は
か
な
ら
な

ヽ

　

°

．
．
∨

中

　

川

　

徳

　

之

　

助

本
稿
は
、
は
じ
め
に
「
渾
心
」
の
論
に
つ
い
て
考
え
、
つ
い
で
、
「
飛
花
落

葉
の
文
学
」
に
つ
い
三
て
三
の
間
道
を
補
説
し
た
。
引
用
す
る
歌
論
は
、
注

す
る
以
外
、
日
本
歌
学
大
系
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

I
　
「
澄
　
　
心
」

「
潜
心
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
心
を
澄
ま
す
」
の
意
味
に
も
「
澄
む
心
」

の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
。
前
者
は
行
為
と
し
て
の
「
澄
心
」
、
後
者
は
状
態

と
し
て
の
「
澄
心
」
で
あ
る
が
、
敬
人
た
ち
は
こ
の
両
者
を
こ
と
さ
ら
に
区
別

し
て
ほ
語
っ
て
い
な
い
。

和
歌
が
心
を
澄
ま
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
歌
人
に
よ
っ
で
し
ば
し
ば
語
ら

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
軍
心
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
体
験
で
れ
る
か
、
ま
た
、
・
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ど
の
よ
う
な
体
険
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
き

ら
か
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
体
験
さ
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
和
歌
の
創
作
に

お
け
る
場
合
と
享
受
に
お
け
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
試
別
し

て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

歌
人
た
ち
の
野
心
に
つ
い
て
の
自
覚
が
浅
い
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

琵
心
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
「
澄
心
」
は
主
体
の
精

神
活
動
に
よ
る
行
為
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
か
も
し
出
さ
れ
る

心
の
状
態
で
あ
る
が
、
「
摺
こ
と
い
ぅ
体
験
そ
の
む
の
は
場
合
に
応
じ
て
体
険

内
容
が
異
な
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
し
か
も
、
い
か
な
る
状
態
を

「
槽
こ
と
い
ぅ
こ
と
ば
で
表
現
す
る
か
と
い
う
基
本
的
な
問
誠
に
つ
い
て
は
、

自
明
の
こ
と
と
し
て
歌
人
た
ち
は
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
野
心
が

何
を
対
象
と
し
て
体
険
さ
れ
て
い
る
か
ー
対
象
は
和
歌
に
は
か
な
ら
な
い
に

し
て
も
、
和
歌
の
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
澄
心
が
体
験
さ
れ
て
い
る
か
を
、
例
を

あ
げ
つ
つ
考
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
人
た
ち
は
一
般
に
い
か
な
る

状
態
を
「
澄
」
と
呼
ん
で
い
る
か
、
ま
た
、
仏
教
と
の
等
質
性
を
「
野
心
」
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
あ
き
ち
か
に
し
た
い
と
思
う
。

糾
毎
月
抄
に
、

詩
は
心
を
け
だ
か
く
す
ま
す
物
に
て
供
。
尤
歌
よ
ま
む
と
き
、
貴
人
の
御
前

な
ど
な
ら
ば
、
心
中
に
ひ
そ
か
に
吟
じ
、
さ
ら
ぬ
命
席
な
ら
ば
高
吟
も
す
べ

し
。
歌
に
は
ま
づ
心
を
よ
く
す
ま
す
は
、
一
の
習
に
て
侍
る
な
り
。

と
あ
る
。
愚
見
抄
に
も
「
常
に
よ
き
詩
を
吟
じ
て
、
心
を
す
ま
す
べ
き
也
。
詩

は
心
を
た
か
く
す
ま
す
も
の
に
て
侍
る
か
ら
、
蘭
省
花
時
錦
瞳
下
、
底
山
雨
夜

茸
府
中
、
此
詩
を
ぞ
亡
父
卿
は
詠
ぜ
ら
れ
し
。
故
郷
有
母
秋
風
浜
、
旅
館
無
人

暮
雨
魂
、
こ
れ
又
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
に
て
、
感
を
動
す
た
ぐ
ひ
な
り
。
」
と
あ

な
が
る
。
「
心
を
け
だ
か
く
す
ま
す
　
（
心
を
た
か
く
す
ま
す
）
」
　
と
あ
る
の

は
、
詩
境
の
清
高
が
心
を
澄
ま
せ
歌
心
を
と
と
の
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
定
家
は

有
心
体
の
詠
法
に
つ
い
て
、

と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
て
ほ
っ
や
7
1
つ
づ
け
ら
る
べ
か
ら
す
。
よ
く
7
＼
心

を
す
ま
し
て
、
そ
の
一
境
に
入
ふ
L
で
こ
し
そ
稀
に
も
よ
ま
る
る
事
仕
侍
れ
。

と
も
、
「
但
、
す
べ
て
此
体
の
よ
ま
れ
ぬ
時
の
侍
る
な
。
。
投
気
さ
し
て
心

底
み
だ
。
が
は
し
き
折
は
、
い
か
に
よ
ま
む
と
案
ず
れ
ど
も
、
看
心
体
出
来

ず
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
堅
前
の
事
象
を
写
契
的
に
詠
ず
る
よ
り
も
、
観
念

の
裡
に
形
象
さ
れ
た
世
界
の
情
趣
を
象
徴
的
に
詠
じ
ょ
う
と
す
る
歌
人
の
創
作

事
情
を
考
え
る
要
が
あ
る
。
「
そ
の
一
境
に
入
ふ
し
て
」
と
あ
る
か
ら
、
観
念

桂
に
形
象
さ
れ
た
世
界
に
没
入
七
、
そ
の
世
界
の
人
と
な
り
き
る
と
こ
ろ
に
こ
創

作
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
発
さ
せ
る
、
そ
の
よ
う
な
没
入
状
態
に
澄
、
心
が
体
験
さ

れ
て
い
る
。
浜
詩
の
享
受
に
よ
る
澄
心
が
そ
の
ま
ま
和
歌
の
創
作
に
お
け
る
澄

心
に
つ
な
が
。
得
る
の
も
、
ま
た
秀
歌
に
つ
い
て
「
詠
吟
革
き
は
ま
り
、
案
性

す
み
わ
た
れ
る
中
よ
り
、
今
と
か
く
も
て
あ
つ
か
ふ
風
情
に
て
は
な
く
て
、
に

は
か
に
か
た
は
ら
上
り
や
す
7
＼
と
し
て
、
よ
み
い
だ
し
た
る
中
に
、
い
か
に

も
秀
逸
は
侍
る
べ
し
。
」
（
毎
月
抄
）
と
あ
る
の
も
、
研
念
裸
に
形
象
さ
れ
た

世
界
へ
の
没
入
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
歌
風
を
も
つ
歌
人
に
あ
っ
て
は
、
こ
と
ば
に
か
か
る
比
重
が
大
き

い
た
め
に
、
仏
教
と
の
等
質
性
を
兄
い
だ
す
の
が
困
難
な
よ
う
で
あ
る
が
、
観

念
裡
に
形
象
さ
れ
る
世
界
そ
の
も
の
が
宗
教
的
情
趣
を
た
だ
よ
あ
せ
る
場
合
、

言
う
と
こ
ろ
の
寧
心
も
仏
教
と
の
つ
な
が
り
を
有
し
て
く
る
。
愚
見
抄
の
記
事

を
信
す
れ
ば
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
詩
句
は
、
「
あ
は
れ
」
　
の
感
情
に

つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
的
想
念
に
近
い
も
の
を
戒
し
て
い
る
。
仏
教
的

－148－

る
0
漢
詩
の
事
受
に
よ
る
澄
心
が
そ
の
ま
ま

和
歌
の
創
作
に
お
け
る
澄
心
に
つ

怨
念
の
匠
流
下
「
あ
ほ
七
．
の
感
情
や
見
そ
し
と
彗
用
木
文
学
華
一
腰
に
行
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な
わ
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
。
そ
の
見
解
に
開
放
は
ぁ
る
が
、
今
は
触
れ
な

ヽ
　
°

－
V似

夜
の
田
に
、

先
づ
歌
を
よ
ま
む
人
は
・
．
轟
に
ふ
れ
て
情
を
先
と
し
て
物
の
あ
は
れ
を
し

り
、
常
に
心
を
す
ま
し
て
、
花
の
散
り
、
木
の
葉
の
落
る
を
も
、
露
、
時
雨

色
か
は
る
折
節
を
も
・
日
に
も
心
に
も
と
ど
め
て
、
歌
の
風
情
を
た
ち
ゐ
に

つ
け
て
心
に
か
く
べ
き
に
て
ぞ
伏
ら
む
。

と
あ
る
。
創
作
に
お
け
る
軍
心
と
諾
っ
て
よ
か
ろ
う
。
属
目
眼
前
の
轟
故
を
日

に
も
心
に
も
と
ど
め
る
状
態
と
し
て
軍
l
U
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
花

の
散
り
、
木
の
葉
の
落
る
を
も
、
花
、
時
雨
色
か
は
る
折
節
を
も
、
」
と
あ
る

に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
「
こ
と
わ
り
」
を
損
じ
う
る
状
態
に
は
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
仏
教
者
の
澄
心
と
も
呼
び
絹
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
間
m
は
こ
う
し
た

澄
心
が
歌
の
風
情
を
つ
ち
か
う
と
さ
れ
て
い
る
高
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
阿

仏
尼
は
そ
の
点
に
は
触
れ
な
い
。
仏
教
と
の
特
損
性
黒
‥
時
㍑
す
る
こ
と
が
、
お

・
の
す
か
ら
こ
う
し
た
態
匿
を
と
ら
し
め
て
い
る
と
準
え
ら
れ
る
。

定
家
の
言
う
ど
と
き
澄
心
に
お
い
て
も
、
「
m
非
刺
欣
之
先
導
時
節
之
景

気
、
苗
之
盛
衰
、
為
知
物
由
、
自
氏
丈
宗
一
竺
帆
嘗
超
翫
。
誓
心
和

。
」
　
（
詠
歌
大
概
）
と
い
う
こ
と
ば
の
陰
に
、
眼
前
の
印
象
に
対
す
る
澄
心
が

存
し
た
こ
と
を
察
し
得
る
し
、
明
月
記
の
叙
述
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

同
日
堅
前
の
事
象
に
「
こ
と
わ
り
」
を
観
ず
る
場
合
、
夜
の
鶴
に
「
串
に
ふ

れ
て
情
を
先
と
し
て
物
の
あ
は
れ
を
し
り
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
と
わ

り
」
が
「
物
の
あ
は
れ
」
と
深
く
つ
な
が
る
方
向
に
求
め
ら
れ
、
情
感
に
さ
さ

え
ら
れ
て
「
こ
と
わ
り
」
を
観
ず
る
と
こ
ろ
に
和
歌
の
風
情
が
兄
い
だ
さ
れ
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

風
雲
草
木
の
時
に
付
て
か
ほ
る
姿
を
思
ひ
て
、
風
情
を
も
と
め
よ
む
上
と

は
、
誰
も
同
じ
こ
受
な
れ
ど
、
心
中
い
た
る
と
い
た
ら
ざ
る
と
な
り
。
、
軍

票
御
抄
）

俊
鼓
弓
恕
政
禦
イ
ミ
ジ
カ
リ
シ
歌
仙
也
。
心
ノ
底
マ
デ
歌
ニ
ナ
リ
カ
ヘ
リ

テ
、
常
1
；
レ
ヲ
ワ
ス
レ
ズ
・
、
心
ニ
カ
・
ケ
ツ
ツ
鳥
ノ
一
声
ナ
キ
、
風
ノ
ソ
ソ

ト
フ
ク
ニ
言
、
マ
シ
テ
ハ
ナ
ノ
チ
リ
、
月
ノ
イ
デ
イ
リ
、
雨
雲
ナ
ド
ノ
フ
ル

ニ
ツ
ケ
チ
タ
チ
ヰ
オ
キ
フ
シ
ニ
、
風
情
ヲ
メ
グ
ラ
サ
ズ
ト
云
串
ナ
シ
。
寸
コ

ト
ニ
秀
句
ノ
イ
テ
ク
ル
モ
コ
ト
ワ
リ
ト
オ
．
ポ
エ
侍
シ
。
（
長
明
無
名
抄
）

唯
寝
食
を
わ
す
れ
、
萱
を
忘
却
し
て
朝
夕
の
風
の
こ
ゑ
に
心
を
す
ま

し
、
雲
の
色
に
な
が
め
を
こ
ら
し
て
、
ち
り
の
ま
の
あ
だ
ご
と
に
心
を
み
だ

ら
ず
、
一
大
串
を
心
に
か
け
た
る
人
の
、
い
つ
も
胸
中
に
大
疑
団
の
あ
る
が

ど
と
く
に
て
、
あ
か
し
く
ら
せ
ば
自
然
に
歌
に
こ
こ
ろ
う
か
み
た
る
時
も
、

又
歌
の
む
し
ろ
に
の
ぞ
き
、
題
に
と
り
む
か
ひ
た
る
時
も
、
そ
の
折
ふ
し

み
ゆ
る
空
の
け
し
き
、
雲
の
た
た
す
ま
ひ
、
そ
の
時
に
聞
き
し
鼠
の
声
、
羽

の
お
と
な
ど
の
、
ふ
と
心
に
う
か
び
て
ふ
し
ぎ
な
る
風
情
、
あ
た
ら
し
き
心

ね
な
ど
の
よ
み
い
だ
さ
る
る
な
り
。
・
（
群
雲
口
伝
）

な
ど
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
眼
前
の
事
象
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
事
象
に
触

れ
て
の
情
感
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
物
の
あ
は
れ
」
と
つ
な
が
る

方
向
で
受
け
と
め
る
と
こ
ろ
に
澄
心
が
老
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
と
の

等
質
性
を
考
え
さ
せ
．
る
。

㈱
八
雲
口
伝
に
、

和
歌
は
な
が
め
て
き
く
に
上
き
歌
は
、
し
み
′
（
と
き
こ
ゆ
る
よ
し
申
し
お

き
て
侍
る
め
り
。

と
あ
る
。
「
し
み
ふ
＼
と
き
こ
ゆ
る
」
と
は
、
和
歌
の
享
受
に
お
い
て
、
感
動

が
心
を
澄
ま
せ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
場
合
、
和
歌
の
韻
律
効
果
も

見
の
が
せ
な
い
が
、
表
現
内
容
と
し
て
の
「
こ
こ
ろ
」
の
作
用
が
大
き
い
。
沙

＿149－・



石
集
に
、
心
を
澄
ま
し
て
和
歌
を
訊
ず
る
を
事
と
す
る
児
僧
が
月
冴
え
て
も
の

静
か
な
深
更
に
「
手
に
む
す
ぷ
水
に
や
ど
れ
る
月
影
の
あ
る
か
な
き
か
の
世
に

も
す
む
か
な
」
と
藷
ず
る
を
聞
い
て
恵
心
が
感
動
し
た
話
を
叙
し
て
、

僧
都
こ
れ
を
き
き
て
、
折
節
と
い
ひ
、
歌
の
砧
と
い
ひ
、
心
肝
に
そ
み
て
あ

は
れ
な
り
け
れ
は
、
歌
は
道
心
の
し
ろ
ペ
に
も
な
り
ぬ
べ
き
も
の
な
り
と

く
、
此
児
を
も
留
め
て
、
其
後
歌
を
よ
み
給
ひ
け
り
。
（
沙
石
集
・
岩
波
文

雄
）

と
あ
る
。
享
受
に
お
け
る
感
動
は
開
く
者
の
心
位
に
上
っ
て
異
な
る
が
、
「
歌

の
鉢
」
に
も
あ
る
方
向
が
予
想
さ
れ
る
。
袋
草
紙
に
「
ゆ
ふ
さ
れ
ば
を
の
の
は

ぎ
ほ
ら
ふ
く
風
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
し
か
の
な
く
ら
む
」
　
の
歌
を
評
し
て

「
聞
人
こ
そ
心
す
み
、
さ
び
し
き
心
地
も
せ
め
。
し
か
の
心
に
は
な
に
か
さ
び

し
く
も
あ
ら
む
。
」
と
い
う
こ
と
ば
を
載
せ
て
い
る
。
称
賛
の
評
言
で
な
い
だ

け
に
、
か
え
っ
て
、
一
般
に
濯
心
を
み
ち
び
く
和
歌
の
　
「
こ
こ
ろ
」
　
の
方
向

1
－
「
あ
は
れ
」
と
の
つ
な
が
り
を
概
念
的
に
示
し
得
て
い
る
。
和
詔
は
観
念

の
助
緑
で
あ
る
と
い
う
悪
心
の
こ
と
ば
（
袋
草
紙
）
も
、
「
世
の
中
を
な
に
に

た
と
へ
ん
朝
ぼ
ら
け
こ
ぎ
行
く
ふ
わ
の
跡
の
白
波
」
の
歌
を
聞
い
て
歌
遠
に
心

を
寄
せ
た
と
い
う
話
へ
抄
石
賃
）
を
思
い
あ
わ
せ
れ
ば
、
「
あ
は
れ
」
の
感
情

に
よ
る
澄
心
を
電
ん
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
沙
石
其
に
、
「
是
等
の

歌
は
よ
の
つ
ね
に
、
人
毎
に
ロ
に
付
き
た
れ
ど
も
、
静
か
に
詠
ず
る
時
、
畠
縁

恭
く
忘
れ
、
一
心
漸
く
静
か
な
る
も
の
を
や
。
」
と
し
て
掲
げ
て
い
る
歌
を
見

て
も
、
言
う
と
こ
ろ
の
澄
心
は
「
あ
は
れ
」
に
決
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
「
あ
は
れ
」
が
「
無
常
転
変
の
こ
と
わ
り
」
に
む
す
ぴ
つ
い
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。

聞
沙
石
環
に
、

肯
き
歌
を
見
．
る
に
、
作
者
の
心
讃
有
り
て
、
思
を
の
べ
た
る
襟
は
、
遠
か
濫

ソ
、
卜
H
た
い
け
h
h
r
l
、
H
F
ト
一
ト
ハ
り
－
，
1
．
．
　
．
C
I
F
l
1
．
．
．
－
、
．

伝
へ
聞
き
て
訊
ず
る
に
、
哉
心
も
す
み
侍
る
を
や
。
ま
し
て
其
身
に
あ
た
り

て
、
さ
こ
そ
は
と
恩
ひ
つ
づ
く
れ
ば
、
げ
に
哀
れ
に
侍
り
。

と
あ
る
。
和
訳
の
事
受
に
お
け
る
澄
心
で
あ
る
。
「
作
者
の
心
訳
有
り
て
、
恩

を
の
べ
た
る
歌
」
が
燈
心
を
み
ち
び
く
と
し
て
い
る
。
こ
の
前
文
に
は
、

和
歌
を
統
語
と
い
へ
る
事
は
、
由
な
き
こ
と
を
い
へ
る
な
る
を
、
或
は
燕
汗

心
に
よ
り
て
、
恩
は
ぬ
事
を
も
い
へ
る
は
実
に
失
な
る
べ
し
。
離
別
哀
情
の

恩
ひ
切
な
る
に
付
き
て
、
心
の
中
の
恩
ひ
を
あ
り
の
ま
ま
に
云
ひ
の
べ
て
高

級
を
わ
す
れ
、
此
一
事
に
心
す
み
恩
ひ
静
か
な
れ
ば
、
道
に
入
る
方
便
な
る

べ
し
。

と
あ
っ
て
、
創
作
に
お
け
る
澄
心
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
「
心
の
中
の

恩
ひ
を
あ
り
の
ま
ま
に
云
ひ
の
べ
て
云
云
。
」
と
、
「
ま
こ
と
」
の
内
在
が
澄

心
に
か
か
わ
る
と
し
て
い
る
。
創
作
に
お
け
る
と
享
受
に
お
け
る
と
を
問
わ

ず
、
澄
心
を
も
た
ら
す
所
以
が
和
歌
に
内
在
す
る
「
ま
こ
と
」
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
和
歌
の
一
道
（
イ
徳
）
を
恩
ひ
解
く
に
、
散
乱
題
動

の
心
を
や
め
て
寂
然
閑
静
の
徳
あ
り
。
又
言
す
く
な
く
し
て
心
を
含
め
り
。
惣

持
の
義
あ
る
べ
し
。
」
　
（
沙
石
集
）
と
あ
る
こ
と
ば
も
、
そ
の
点
で
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
（
無
住
が
「
心
を
澄
ま
す
」
と
い
う
表
現
よ
り
も
「
心
澄
む
」

と
い
上
表
現
を
好
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
見
の
が
せ
な
い
。
）
。

「
ま
こ
と
」
1
こ
い
う
こ
と
ば
の
異
体
は
曖
紐
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
こ
と
わ

り
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
物
の
あ
は
れ
」
に
も
つ
な
が
ゎ
得
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
前
稿
に
指
摘
し
た
。
た
だ
、
無
住
の
言
う
「
ま
こ
と
」
は
い
ち

じ
る
し
く
仏
教
的
に
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
、
言
う
と
こ
ろ
の
澄

心
も
仏
教
に
説
く
「
苧
巴
に
近
い
。
（
望
月
信
亨
氏
の
仏
教
大
辞
典
に
上
れ

ば
、
「
声
心
」
の
項
に
、
大
毘
婆
沙
論
第
百
九
十
「
定
心
と
は
謂
は
く
誓
心
な

－150－

再
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l

▼l

染
心
止
り
。
敬
動
と
相
応
す
る
が
故
な
。
。
琵
心
と
は
謁
や
首
心
な
り
。
随

く
彼
を
治
す
る
が
故
な
り
。
」
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
）
。

以
上
、
四
の
例
を
あ
げ
て
、
歌
人
の
亭
う
寧
心
に
つ
い
て
考
え
た
。
澄
心
に

つ
い
て
の
歌
人
た
ち
の
こ
と
ば
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
の
和
歌
観
の
上
に
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
澄
心
の
体
験
内
容
は
把
塩
す
る
に
困
難
で
あ
る
。

し
か
七
、
歌
人
た
ち
が
準
吋
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
そ
こ
に
は
す
で
に
前
提
と

し
て
仏
教
と
の
等
質
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
点
、
澄
心
と

い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
具
体
的
な
体
験
で
あ
る
が
、
澄
心
と
い
う
こ
と
は
は
き
・

わ
め
く
観
念
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

撰
柴
抄
に
、
歌
は
学
問
の
さ
ま
た
け
に
あ
ら
ず
や
と
問
わ
れ
て
、
西
行
が

「
な
じ
か
は
し
か
あ
ら
ん
。
改
心
ぞ
す
み
侍
ら
聖
恋
慕
哀
傷
の
風
情
を
も
詠

み
て
は
。
皆
我
が
心
に
帰
す
れ
ば
。
唯
誠
の
悟
こ
こ
に
閃
か
れ
聖
も
と
心
の

外
に
法
な
し
。
貝
心
の
い
つ
は
れ
る
な
り
。
お
の
が
心
を
さ
は
が
し
て
。
な
に

と
竹
中
問
の
軌
と
は
の
給
は
す
る
ぞ
。
い
と
ど
無
下
に
侍
る
。
」
（
冨
山
房
名
著
文

雄
）
と
竿
え
た
と
い
う
嵩
が
あ
る
。
西
行
の
こ
と
ば
の
真
実
を
伝
え
て
い
る
か

ど
う
か
は
問
m
が
あ
る
に
し
て
も
、
万
象
が
心
銃
に
映
ず
る
と
こ
ろ
、
お
の
ず

か
ら
班
が
観
じ
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
心
の
状
態
が
こ
こ
に
言
う
澄
心
で
あ
ろ

う
。
対
自
然
の
関
係
に
限
っ
て
見
て
も
、
定
家
の
言
う
．
こ
と
き
澄
心
と
は
、
そ

の
対
象
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
三
五
記
党
未
に
は
、
そ
う
し
た
・

両
者
の
澄
心
に
見
ら
れ
る
差
異
に
は
触
れ
ず
、

西
行
上
人
の
云
、
歌
は
、
是
禅
定
の
修
行
な
り
と
い
へ
り
。
骨
に
も
心
を
一

庭
に
制
せ
ず
し
て
は
か
つ
て
上
ま
れ
ぬ
な
る
べ
し
。
散
乱
の
心
を
や
む
る

事
、
是
に
担
ぐ
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
C
三
恵
記
の
こ
の
部
分
の
叙
述
は
、
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
を
強
く

説
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
う
し
た
観
点
か
ら
み
る
と
、
西
行
の
寧
心

も
定
家
の
泣
心
も
、
さ
ら
に
は
そ
の
．
表
現
か
．
ら
喝
し
て
、
無
仕
の
澄
心
も
、
ひ
．
、

．

．

．

・

・

・

－

．

．

－
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・

‥

　

．

－
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・

・

－

・

1

．
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．

－

】

．

I

I

I

．

、

」

l

J

と
し
く
重
な
り
払
う
も
の
か
し
て
受
酢
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ウ
て
㌔
琵
心
と
∵
∵
イ
志

い
う
こ
と
ば
が
き
わ
め
て
観
念
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
た
の
は
、
こ
の

点
で
あ
る
。
・

そ
れ
で
は
、
き
わ
め
て
観
念
的
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
澄
心
と
い
う
こ
と
ば

は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
同
い
ら
れ
る
か
。
無
住
が
和
歌
に
つ
い
て
、
「
聖
教
の

理
を
も
の
べ
、
雷
円
の
心
を
も
り
ら
ぬ
て
、
世
緑
俗
念
を
う
す
く
し
、
名
利
惜

執
も
忘
れ
云
云
。
」
「
是
を
案
ず
れ
ば
世
務
を
ぅ
す
く
し
、
是
を
零
れ
は
名

利
を
わ
す
る
。
」
（
沙
石
集
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
ば
に
見
ら
れ
る
、
俗
念
世

緑
を
去
る
1
1
そ
れ
が
甲
山
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

の
捨
俗
性
に
お
い
て
、
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
が
兄
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
本
稿
の
は
じ
め
に
、
歌
人
た
ち
は
蒜
に
い
か
な
る
状
態
を
「
澄
」
と

い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
、
い
る
の
か
と
い
う
閏
を
拉
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
間
虹
こ
つ
い
て
言
え
ば
、
「
鐙
」
に
つ
い
て
の
歌
人
た
ち
の
考
え
は
仏
教
的
世

界
観
に
よ
り
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
「
澄
」
を
和
歌
の
上
で
捨
俗
性
と
し
て
踵

め
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

西
行
上
人
談
抄
に
、

昔
上
人
云
、
和
歌
は
常
に
心
す
む
故
に
悪
念
な
く
て
、
後
世
を
恩
ふ
も
そ
の

心
を
す
す
む
る
な
り
と
い
は
れ
し
、
比
等
宍
な
り
。
齢
滞
六
十
に
く
、
餃
命

な
し
と
恩
ひ
て
世
を
遅
れ
て
l
向
浄
土
を
求
む
る
に
、
和
歌
好
み
し
心
に
て

道
心
を
好
め
ば
、
き
し
と
に
心
ち
ら
ず
、
や
す
か
り
け
．
る
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
了
佼
一
子
伝
に
は
「
風
雅
集
の
時
冷
泉
為
秀
卿
、
玄

誓
僧
な
ど
可
執
申
之
由
申
さ
れ
し
か
ど
も
、
そ
れ
は
此
遠
の
名
聞
な
る
べ
し
。

某
は
た
だ
心
を
や
し
な
ふ
ま
で
也
。
人
は
思
ふ
と
お
も
ふ
事
の
悪
念
な
ら
ざ
る

ほ
少
也
。
歌
も
よ
く
よ
ま
む
上
た
し
な
ま
は
、
悪
念
に
可
成
、
西
行
の
歌
も
さ

吏
お
も
む
け
て
数
寄
け
ろ
が
、
熟
及
問
撰
歌
の
望
な
く
供
也
。
」
と
紀
し
て
い

・一151－



る
。
丁
俊
一
子
伝
に
「
歌
も
よ
く
よ
ま
む
と
た
し
な
ま
は
云
云
。
」
と
あ
る
の

は
、
和
歌
に
つ
い
て
の
彫
弦
の
心
づ
か
い
を
指
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
彫
族
の
か

げ
に
ひ
そ
む
名
聞
に
お
も
ね
る
心
の
う
．
こ
き
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
澄

心
が
俗
念
　
－
　
私
心
我
執
を
去
る
と
こ
ろ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で

に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、
「
悪
念
」
と
い
う
こ
と
ば
は
い
ち
じ
る
し
く
仏

教
的
で
あ
る
。
ま
た
、
愚
問
だ
注
に
、

い
か
に
し
て
道
の
佳
境
に
い
た
り
、
絶
妙
の
秀
歌
を
も
よ
ま
む
と
恩
ひ
た
ら

ん
人
は
、
三
昧
に
入
る
ど
と
く
に
、
心
を
面
影
の
か
す
か
な
る
所
に
と
ど
め

て
、
人
の
ふ
る
さ
ぬ
と
こ
ろ
を
琴
す
べ
し
。
た
や
す
く
難
出
来
け
れ
ば
、
不

可
不
沈
恩
。

と
あ
る
。
　
「
人
の
ふ
る
さ
ぬ
と
こ
ろ
」
　
を
案
ず
右
と
い
う
彫
班
の
心
づ
か
い

と
、
心
を
「
面
影
の
か
す
か
な
る
所
」
に
と
ど
め
る
撃
心
と
が
ど
の
よ
う
に
併

在
し
得
る
か
に
問
題
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
三
昧
に
入
る
ご
と
く
に
」
と
の

表
現
に
注
目
す
る
。
近
菜
風
体
に
も
「
歌
よ
み
に
二
の
様
あ
り
。
遠
を
ふ
か
く

執
す
る
人
は
、
三
昧
に
人
が
ご
と
く
心
を
し
づ
め
て
、
幽
玄
の
さ
か
ひ
に
入
り

て
人
の
ふ
る
さ
ぬ
所
を
案
す
べ
し
。
云
云
」
と
あ
る
。
西
行
の
言
と
伝
え
ら
れ

る
、
「
歌
は
、
是
禅
定
の
修
行
な
り
。
」
　
（
三
五
記
盈
未
1
－
さ
さ
め
ご
と
）

の
こ
と
ば
も
こ
こ
に
考
え
ら
れ
る
が
、
澄
心
を
三
昧
境
に
な
ぞ
ら
え
言
う
と
こ

ろ
、
仏
教
と
の
等
質
性
の
意
識
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。

和
歌
の
創
作
に
お
け
る
と
享
受
に
お
け
る
と
を
問
わ
ず
、
歌
人
の
言
う
と
こ

ろ
の
寧
心
は
、
「
あ
は
れ
」
　
「
物
の
あ
は
れ
」
の
感
情
情
趣
に
つ
な
が
る
が
故

に
、
ま
た
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
捨
俗
性
の
故
に
、
仏
教
と
の
等
質
性
が
兄
い

だ
さ
れ
、
確
め
ら
れ
、
そ
う
し
た
等
質
性
の
意
識
を
ふ
ま
え
て
、
「
心
を
澄
ま

す
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
意
味
で
の
澄
心
が
可
能
で

あ
る
た
め
に
は
ノ
「
ま
こ
と
し
の
内
在
、
「
こ
と
わ
り
」
の
叡
憩
が
考
え
ら
れ
、

r
仕
り
は
げ
〃
許
い
汁
r
J
h
H
h
h
．
1
▼
ち
パ
い
．
ト
′
・
．
P
．
L
－
F
l
一
．
I
r
r
l
一
．

そ
こ
に
前
稿
に
述
べ
た
「
こ
こ
ろ
」
　
「
ま
こ
と
」
　
「
こ
と
あ
り
」
の
観
想
と
深

く
結
び
つ
く
。

以
上
、
前
稿
の
論
を
う
け
て
、
「
こ
こ
ろ
」
　
「
ま
こ
と
」
　
「
こ
と
わ
り
」
、

さ
ら
に
「
澄
心
」
の
四
点
に
つ
い
て
、
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
に
つ
い
て
の

歌
人
の
諭
を
考
え
た
。
歌
人
た
ち
が
両
者
の
等
質
性
を
深
く
思
惟
し
、
追
求
し

て
い
っ
た
結
果
、
狂
言
綺
語
敏
の
呪
縛
か
ら
は
ま
ぬ
か
れ
得
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
し
か
し
他
方
、
和
歌
の
性
格
は
仏
教
の
規
制
を
受
け
て
文
芸
と
し
て
の

自
由
さ
が
せ
ば
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
否
圧
し
が
た
い
と
こ
と
で
あ

る
。

Ⅱ
　
飛
花
落
票
　
の
　
文
学

仏
教
と
の
等
質
性
に
つ
い
て
の
諭
に
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
文
学
は
、
い
ち
じ

る
し
く
仏
教
思
想
の
規
制
を
う
け
る
。
こ
う
し
た
規
制
を
受
け
た
文
学
を
、

今
、
飛
花
落
葉
の
文
学
と
い
う
こ
と
ば
で
呼
ぶ
。
和
歌
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

と
し
て
の
画
を
看
す
る
。
か
か
る
飛
花
落
葉
の
文
学
が
ど
の
よ
う
な
姿
相
を

示
す
か
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
拙
論
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、

た
と
え
ば
、
開
放
の
文
学
、
老
寂
の
文
学
、
諦
観
の
文
学
な
ど
の
徴
表
を
あ
げ

て
論
す
る
こ
と
も
で
き
上
う
。
こ
こ
で
は
、
単
に
断
想
的
に
二
、
三
の
点
に
つ

い
て
考
え
る
に
と
ど
め
る
。

○
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と
あ
る
。
生
き
る
世
の
は
か
な
さ
、
あ
わ
れ
さ
に
思
い
を
ひ
そ
め
る
こ
と
は
、
．

単
に
仏
教
の
み
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
人
の
性
格

の
中
に
お
の
ず
か
ら
仏
教
的
観
照
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
仏
教
に
よ

っ
て
開
顕
し
て
飛
花
落
葉
の
文
学
を
形
成
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
も
知
れ

な
い
。
今
、
和
歌
に
つ
い
三
日
え
ば
、
飛
花
落
嘉
の
場
に
こ
と
わ
り
を
観
じ
、

寧
心
を
草
笑
そ
こ
に
詠
歌
の
場
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
狂
言
綺
語

観
を
媒
介
と
し
て
の
仏
教
∴
の
対
決
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
中
世
に
入
っ
て
こ

け
傾
向
は
い
ち
じ
る
し
い
。
す
で
に
引
用
し
た
長
明
無
名
抄
や
夜
の
鶴
の
こ
と

ば
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
、

飛
花
を
み
て
は
無
常
の
風
の
逼
れ
が
た
き
こ
と
を
し
り
、
郎
月
を
な
が
め
く

は
、
煩
悩
の
雲
の
覆
ひ
や
す
き
こ
と
を
塀
ま
ふ
べ
し
。
（
沙
石
集
）

聖
教
の
理
を
も
の
・
へ
、
無
常
の
心
を
も
つ
ら
ね
て
、
世
縁
俗
念
を
ぅ
す
く

し
、
名
利
情
執
も
忘
れ
、
風
花
を
見
て
世
上
の
あ
だ
な
る
等
を
知
り
、
雪
月

を
詠
じ
て
、
心
中
の
瀾
き
理
を
も
さ
と
ら
は
、
仏
道
に
入
る
輿
法
門
を
悟

る
便
り
な
る
べ
し
。
（
同
上
）

月
氏
の
仏
の
み
の
り
、
霞
且
の
孔
子
老
子
の
通
を
う
つ
し
な
ず
ら
へ
、
上
三

通
よ
り
下
万
民
に
至
る
ま
で
、
心
を
の
ペ
、
呑
さ
り
秋
く
れ
、
花
散
り
葉
お

っ
。
是
み
な
有
為
転
変
の
こ
と
わ
り
と
無
常
心
を
観
じ
、
何
事
に
も
我
と
す

る
事
を
と
ど
め
1
心
の
邪
を
さ
け
、
欲
情
賛
着
を
離
れ
、
一
心
の
円
鏡
に
向

ふ
時
、
と
も
す
れ
ば
う
か
げ
来
る
薫
き
世
の
く
さ
′
仲
～
の
事
を
心
の
た
ね
と

し
て
、
言
の
葉
に
い
ひ
輿
つ
る
を
、
吾
朝
の
歌
と
名
づ
く
る
也
。
こ
れ
一
心

の
う
へ
の
妄
想
を
は
ら
ひ
て
、
本
来
の
失
地
に
い
た
る
直
路
な
れ
ば
、
天
地

も
感
動
し
、
風
神
も
納
受
す
と
見
え
た
り
。
（
か
り
ね
の
す
さ
み
）

．
飛
花
落
葉
（
紅
栄
苛
蕗
イ
）
を
見
t
も
生
死
の
理
を
叡
ず
れ
ば
。
心
中
の
兄

．
′

神
も
や
ほ
ら
ぎ
で
本
覚
衷
如
の
こ

許
容
類
従
）

心
も
ち
肝
要
に
て
侯
。
常
に
飛
花
清
雄
を
見
て
も
草
木
の
露
を
な
が
め
く

も
。
此
世
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
心
を
息
ひ
と
り
。
ふ
る
ま
ひ
を
や
さ
し
く
。
幽

玄
に
心
を
と
め
よ
。
（
心
根
佃
郡
庭
訓
・
統
群
書
煩
従
）

な
ど
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
飛
花
話
栗
に
無
常
の
理
を
観
じ
、
そ
こ
に
詠
歌
の
功

を
求
む
べ
き
こ
と
を
説
く
。
ひ
と
し
く
詠
歌
の
場
を
説
い
て
　
「
風
琴
草
木
の

興
」
を
詠
ず
る
に
あ
り
と
す
る
こ
と
ば
（
本
朝
統
文
粋
・
愚
問
賢
注
・
八
雲
御

抄
・
撰
集
抄
参
看
）
に
く
ら
べ
て
、
い
か
に
も
哀
感
が
ま
さ
る
。
そ
し
て
、

歌
を
よ
ま
む
に
は
ま
づ
題
を
ま
く
恩
ひ
と
き
心
う
べ
し
。
花
を
よ
ま
む
に
は

花
の
面
白
く
覚
え
む
ず
る
事
、
月
を
詠
ぜ
む
に
は
月
の
あ
か
ず
見
ゆ
る
心
を

恩
ひ
っ
づ
け
て
を
か
し
く
取
り
な
し
て
古
き
詞
の
や
さ
し
か
ら
む
を
遊
び
て

な
び
や
か
に
つ
づ
く
べ
き
也
。
（
和
歌
初
学
抄
）

落
花
落
葉
題
に
は
、
花
は
木
の
下
に
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ひ
、
も
み
ぢ
は
庭
の
上

に
い
ろ
さ
か
．
り
な
右
は
勝
た
り
。
．
ち
り
し
ぼ
む
と
い
ふ
ほ
お
と
ろ
ふ
れ
ば
劣

な
り
。
（
和
歌
色
葉
）
　
　
　
　
　
　
、

と
い
う
こ
と
ば
と
く
ら
．
へ
て
も
、
歌
人
の
心
位
の
う
つ
り
を
考
え
さ
せ
ら
れ
よ

く

ノ

0

か
く
し
て
、
飛
花
落
葉
の
哀
感
は
次
第
に
歌
人
で
l
U
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
く

の
で
あ
っ
て
、
和
歌
無
底
抄
に
見
る
人
丸
琴
行
念
謁
次
第
に
は
、
人
丸
の
影
像

一153　－

に
歌
よ
み
と
な
ら
ん
こ
と
を
祈
誓
す
る
に
あ
た
り
、

次
に
右
の
手
に
花
を
一
枝
も
て
、
其
内
を
加
持
せ
よ
。

桜
ち
る
木
の
し
た
風
を
詠
ぜ
よ
。
但
、
人
の
心
に
可
随
。
・

と
あ
る
。
飛
花
落
莫
の
観
想
が
和
歌
心
の
象
徴
の
よ
う
に
さ
れ
て

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

しヽ

六二

証
で



さ
ら
に
、
愚
秘
抄
纏
本
に
、

又
飛
花
、
落
葉
を
見
て
世
の
無
常
を
悟
り
、
は
か
な
き
な
ら
ひ
を
夢
に
な
ず

ら
へ
ん
遠
心
者
な
ど
は
、
さ
る
た
め
し
も
侍
り
な
ん
。
其
心
も
な
く
又
世
の

薫
へ
も
な
か
ら
ん
た
ぐ
ひ
の
、
さ
様
に
よ
ま
ん
轟
は
、
堅
固
の
偽
り
に
て
侍

れ
ば
、
恩
ひ
や
り
た
る
程
ま
で
は
あ
る
ま
じ
き
歌
様
に
こ
そ
。

と
し
る
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
飛
花
落
葬
の
哀
感
を
詠
ず
る
を
こ
と
と
し
た

歌
人
の
多
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
和
歌
観
が
時
代
の
歌
人
の
一

般
の
風
潮
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
馴
れ
る
と
い
う
こ

と
は
何
か
に
つ
け
て
わ
れ
わ
れ
を
に
ぷ
く
さ
せ
る
。
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性

の
諭
に
馴
れ
て
は
、
今
さ
ら
に
和
歌
を
か
え
り
み
、
仏
教
を
思
い
、
そ
の
相
魁

に
心
を
痛
め
る
ま
で
も
な
い
。
愚
秘
抄
が
難
デ
る
歌
人
は
そ
う
し
た
翌
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
愚
秘
抄
の
言
う
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
に
信
ず
れ
ば
、
無
常
の
観

想
の
切
儀
な
体
感
が
追
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
歌
人
と
仏
教
者
と
の
心
位
は
ま
す

ま
す
相
近
い
も
の
と
な
ろ
う
。

○

和
歌
に
お
い
て
こ
と
ば
の
占
め
る
位
置
の
重
要
さ
に
つ
い
て
は
多
く
の
歌
人

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
∴
」
と
は
が
自
由
に
形
象
す
る
世
界

の
存
在
を
認
め
る
こ
七
で
も
あ
る
。
ま
た
、
人
の
心
は
さ
ま
さ
ま
で
あ
り
、
心

の
動
き
も
多
様
で
あ
る
。
飛
花
落
葉
の
哀
感
の
み
に
眼
を
む
け
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
で
も
な
い
。
「
古
の
歌
人
は
述
懐
無
常
か
む
ね
と
し
侍
り
。
」
と
も
「
此

道
は
無
常
述
懐
を
心
こ
と
ば
の
む
ね
と
し
て
、
」
　
（
さ
さ
め
ど
と
）
と
も
心
敬

は
言
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
た
と
え
ば
戯
咲
歌
、
俳
讃
歌
の
ど
と
き
こ
と
ば

の
た
わ
む
れ
に
す
ぎ
な
い
上
う
な
も
の
も
、
文
芸
と
し
て
の
和
歌
の
無
視
し
絹

る
こ
と
ば
の
た
わ
む
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
か
、
こ
れ
は

一
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
間
題
は
、
よ
り
根
本
的
に
は
和
歌
と
仏
教
と
の
等
賀

性
の
諭
の
限
界
如
何
と
い
う
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
を
い
か
に
追
求
し
て
も
、
こ
と
ば
を
介
在
さ
せ

る
限
り
、
和
歌
と
仏
教
と
が
重
な
り
あ
う
こ
と
も
、
．
蔽
人
が
仏
教
者
と
一
体
と

な
り
き
る
こ
と
も
、
実
現
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
異
質
な
る
が
故
に
等
質
性

が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
な
ら
ば
、
狂
言
綺
語
観

を
挟
介
と
し
て
、
仏
教
的
世
界
観
が
歌
人
の
心
に
つ
よ
く
は
た
ら
き
か
け
、
和

歌
の
性
格
が
仏
教
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
な
お
歌
人

と
し
て
の
主
体
性
、
和
歌
の
独
自
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る

か
、
こ
の
点
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
あ
た
く
し
は
、
二
の
観
点
か
ら

考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

一
は
、
「
す
き
も
の
」
の
形
成
と
い
う
点
で
あ
る
。

夜
の
鶴
に
、

発
心
修
行
に
も
す
す
む
人
あ
ら
ば
、
玉
の
濁
り
の
世
の
未
な
り
と
も
、
な
ど

か
無
上
の
菩
提
を
も
得
ざ
ら
む
。
道
心
あ
る
人
と
、
す
き
た
る
人
と
の
心
心

に
ぞ
よ
る
べ
き
。
法
命
を
つ
ぎ
、
歌
の
道
を
た
す
く
る
串
、
数
な
ら
犯
人
に

は
よ
ら
じ
と
ぞ
覚
ゆ
る
。

と
あ
り
、
教
訓
抄
に
、

ス

キ

モ

ノ

ト

云

ハ

。

慈

悲

ノ

ア

リ

テ

。

ツ

ネ

ニ

ハ

モ

ノ

ノ

ア

ハ

レ

ヲ

シ

リ

テ
。
7
ケ
ク
レ
心
ヲ
ス
了
シ
テ
。
花
ヲ
ミ
。
月
ヲ
ナ
カ
メ
テ
そ
。
ナ
ケ
キ
ア

カ
シ
。
ヲ
モ
ヒ
ク
ラ
シ
テ
。
此
世
ヲ
イ
ト
ビ
。
仏
ニ
ナ
ラ
ン
ト
恩
へ
キ
ナ
リ
。

ナ
ケ
ニ
笛
ヲ
吹
ナ
ラ
シ
テ
モ
。
仏
ニ
タ
チ
マ
ツ
ル
？
法
ヲ
ホ
ム
ル
ト
ヲ
モ
フ

ヘ
シ
。
此
世
ノ
バ
カ
ナ
サ
。
　
ヒ
サ
シ
カ
ラ
ン
ハ
八
十
年
。
イ
カ
ニ
イ
ハ
ム
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と
あ
る
に
見
ら
．
れ
な
よ
う
な
「
す
き
も
玖
」
〝
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
が
考
牟

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
和
歌
に
お
い
で
は
、
「
な
さ
け
あ
る
人
は
す
す
み
な
さ

け
な
き
者
は
す
す
ま
ざ
る
事
か
。
」
（
俊
碩
髄
脳
）
と
あ
る
ど
と
く
、
「
な
さ

け
あ
る
」
こ
と
が
早
く
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
物
の
あ
は
れ
」
を
解

し
、
そ
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
こ
と
あ
り
を
観
ず
る
こ
と
を
尊
ぶ
以
上
、
そ
れ

は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
と
の
等
質
性
を
諭
ず
る
場
合
に
も
、
こ
の
「
な

さ
け
あ
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
が
な
さ
れ
て
い
る
・
そ
う
し
た
考
え
の
上

に
中
世
に
お
け
る
「
す
き
も
の
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
思
え
ば
、

仏
教
的
世
界
観
に
あ
っ
て
、
「
な
さ
け
あ
る
」
こ
と
は
第
一
桑
の
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
歌
人
が
「
な
さ
け
あ
る
」
こ
と
を
重
視
し
た
、
そ
の

言
う
と
こ
ろ
の
「
な
さ
け
」
は
、
仏
教
的
世
界
観
に
お
い
て
説
か
れ
る
「
な
さ

け
」
と
ど
れ
ほ
ど
ま
で
に
等
質
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
「
す
き
も
の
」
が

形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
の
中
に
、
か
え
っ
て
、
仏
教
に
対
し
て
文
学
の
1
－
和

歌
の
独
自
性
、
文
学
者
の
1
1
歌
人
の
主
体
性
が
守
ら
れ
て
い
る
姿
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

二
は
、
「
す
き
も
の
」
と
も
関
連
す
る
が
、
「
閑
」
と
い
う
生
活
態
度
の
確

立
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
つ
て
兼
好
は
、

い
草
だ
誠
の
道
を
し
ら
ず
と
も
縁
を
は
な
れ
て
身
を
閃
か
に
し
こ
と
に
あ
づ

か
ら
す
し
て
心
を
や
す
く
せ
ん
こ
そ
暫
く
た
の
し
ふ
と
も
い
ひ
っ
．
へ
け
れ
。

（
徒
然
草
・
岩
波
文
庫
本
七
五
段
）

と
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
「
閑
」
の
生
沼
態
写
し
そ
、
文
学
的
志
向
と
仏
教
的

志
向
と
の
相
剋
を
や
わ
ら
げ
る
一
境
で
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
飛
花
落
葉

の
祖
に
徴
妙
に
無
常
の
垣
を
観
じ
、
俗
念
世
縁
を
捨
て
る
が
故
に
澄
心
を
得
さ

せ
る
、
こ
の
「
閑
」
の
境
は
、
人
を
し
て
い
ち
じ
る
し
く
仏
教
に
近
づ
け
る

が
、
そ
の
か
け
に
、
文
学
の
独
自
性
の
介
在
を
許
す
ゆ
と
り
が
存
し
て
．
い
る
。

ハ
l
「
す
き
も
の
」
と
言
い
「
閑
」
の
生
活
態
度

的
な
在
り
方
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
彗
轟
語

観
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
和
歌
が
仏
教
と
併
存
す
る
こ
と
は
、
い

か
に
そ
の
等
質
性
を
説
い
て
も
、
和
歌
の
性
格
規
定
と
い
う
対
象
論
的
立
場
に

即
す
る
か
ぎ
り
、
所
詮
あ
。
得
な
い
こ
と
の
ト
号
に
思
わ
れ
る
。
「
結
語
の
矢

を
論
ぜ
ば
矢
は
人
の
染
汗
の
心
に
あ
り
。
云
云
。
」
と
い
う
無
住
の
こ
と
ば

は
、
対
象
論
的
立
場
で
の
和
歌
首
定
か
ら
主
体
的
立
場
で
の
和
歌
首
足
に
む
か

っ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
住
の
・
和
歌
観
は
い
ち

じ
る
し
く
仏
教
的
に
傾
斜
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
「
す
き
も
の
」

「
閑
」
を
重
ん
ず
る
主
体
的
な
立
場
か
ら
、
和
歌
を
も
主
体
諭
的
立
場
で
肯
定

し
よ
う
と
す
る
歌
人
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
狂
言
綺
語
親
の
展
開
を
考
え

る
上
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
こ
う
し
た
観
点
に
た
っ
て
心
敬
を

中
心
に
逗
歌
論
へ
の
展
開
を
な
が
め
た
い
。

付
　
　
　
　
言

窟
藤
先
生
の
古
穐
記
念
論
文
の
特
集
に
「
紀
1
－
」
を
冠
し
た
題
目
を
か
か

げ
る
こ
と
に
は
、
い
さ
さ
か
の
こ
だ
わ
り
を
感
ず
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
L
が

「
瑳
一
這
綺
語
観
の
展
開
」
に
関
す
る
一
連
の
論
文
の
初
稿
を
書
い
た
の
は
、
先

生
が
広
島
大
学
を
お
去
り
に
な
る
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
あ
た
く
し
な
り
の
記

念
の
意
味
を
も
た
せ
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
幾
年
の
歳
月
が
流
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。
初
稿
か
ら
現
在
の
稿
に
い
た
る
ま
で
に
い
く
ぱ
く
の
深
ま
り
が
あ
ろ
う

か
。
先
生
の
お
こ
と
ば
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
こ
と
切
で
あ
る
。

現
在
、
内
地
研
究
員
と
し
て
滞
京
中
で
あ
り
、
放
窓
忽
々
心
と
と
の
わ
ぬ
な

が
ら
、
あ
え
三
寒
雑
な
本
稿
を
掲
載
さ
せ
で
い
た
だ
く
の
も
右
の
よ
う
な
事
情

に
よ
る
の
で
あ
る
。
1
1
枯
れ
葉
ま
い
て
風
天
辺
に
吹
き
と
お
る
r
l
l
（
昭
和

三
六
年
十
二
月
）
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