
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

と
言
語
場
|
表
現
性
を
め
ぐ
る
相
同
性
を
め
ぐ
っ
て
|

は
じ
め
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
(
以
下
、
『
宇
治
拾
遺
』
)
の
表
現
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
初
年
代

か
ら
卯
年
代
に
か
け
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
、
そ
の
成
果
は
現
在
の
『
宇
治
拾
遺
』
研

究
の
大
前
提
と
さ
れ
て
い
る
2

そ
れ
ら
の
成
果
を
承
け
た
『
宇
治
拾
遺
』
研
究
の

現
在
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
説
話
の
解
釈
が
提
出
さ
れ
た
り
、
民

俗
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
『
宇
治
拾
遺
』
が
読
み
解
か
れ
よ
う
と
し
た
り
し

て
い
る
2

し
か
し
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
ι=
守
え
ば
、
そ
れ
ら
は
初
年
代
か
ら
卯
年
代

に
か
け
て
の
『
宇
治
拾
遺
』
論
の
継
承
で
し
か
な
く
、
継
承
し
た
上
で
の
発
展
と
は

成
り
得
て
い
な
い
。

右
の
よ
う
に
『
宇
治
拾
遺
』
研
究
の
現
在
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
『
宇

治
拾
遺
』
の
表
現
性
の
独
自
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

な
か
で
も
そ
う
し
た
『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
を
同
時
代
的
な
言
語
場
勺
か
ら
捉
え

直
す
と
い
う
試
み
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い

2

そ
の
よ
う
な
『
宇
治
拾
遺
』

研
究
の
現
状
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
『
宇
治
拾
遺
』
成
立
期
(
承
久
三
年
〈
一
一
一
一
一
一

〉

3
仁
治
三
年
〈
一
二
四
二
v
、
ま
た
そ
の
前
後
の
期
間
)
に
お
け
る
言
語
場
の
一
局
面
を

う
か
が
わ
せ
る
御
子
左
派
と
反
御
子
左
派
と
の
対
立
、
そ
の
中
で
も
特
に
両
派
の
代

表
的
な
人
物
で
あ
る
藤
原
為
家
と
真
観
(
藤
原
光
俊
)
と
の
対
立
を
と
り
あ
げ
て
、
『
宇

治
拾
遺
』
の
表
現
性
の
位
相
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

為
家
と
真
観
の
表
現
志
向

井

浪

真

吾

御
子
左
派
と
反
御
子
左
派
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
特
に
反
御
子
左
派
に
重
点
を

お
く
形
で
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
P

御
子
左
派
と
反
御
子
左
派
と
が
対
立
す
る

後
嵯
峨
院
時
代
は
王
朝
志
向
の
時
代
で
?
後
嵯
峨
院
が
主
宰
す
る
和
歌
会
が
頻
繁

に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
藤
原
為
家
が
御
子
左
家
を
失
墜
さ
せ
な
い
よ
う
に

と
、
後
嵯
峨
院
歌
壇
の
中
心
人
物
と
し
て
奔
走
す
る
。
そ
し
て
そ
の
最
中
、
為
家
を

中
心
と
し
た
御
子
左
派
と
対
立
す
る
勢
力
が
現
れ
る
。
葉
室
家
出
自
の
真
観
、
六
条

藤
家
出
自
の
藤
原
知
家
(
法
名
は
蓮
性
)
が
中
心
と
な
っ
て
牽
引
し
た
反
御
子
左
派

( 1 ) 

で
あ
る
。

対
立
の
要
因
と
し
て
は
、
「
文
学
理
論
の
対
立
に
根
ざ
す
も
の
」
?
「
「
政
治
的
」

事
件
」

q

の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
文
学
理
論
の
対
立
」
、
つ
ま
り
表
現
志
向

の
異
な
り
に
つ
い
て
は
後
に
具
体
的
に
見
る
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、

今
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
「
「
政
治
的
」
事
件
」
に
は
、
九
条
家
の
失
墜
、
西
国
寺

家
の
権
力
掌
握
の
契
機
と
な
っ
た
「
宮
騒
動
」
が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
?

両
派
対
立
の
タ
l
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
寛
元
四
(
芯
怠
)
年
十
二
月
に

行
わ
れ
た
「
春
日
若
宮
歌
合
」
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
に
は
御
子
左
派
に
属
す
る
人
物

が
一
人
も
参
加
し
て
お
ら
ず
、
反
御
子
左
派
に
属
す
る
人
物
や
中
立
的
な
人
物
の
み

の
参
加
と
な
っ
て
い
る
円
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
反
御
子
左
派
は
御
子
左
派
に
対

す
る
対
抗
意
識
を
顕
著
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

御
子
左
派
か
ら
の
離
脱
を
選
ん
だ
真
観
ら
反
御
子
左
派
で
あ
る
が
、
そ
の
離
脱
の



背
景
を
な
す
両
者
の
表
現
志
向
の
異
な
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
以

下
、
為
家
、
真
観
の
表
現
志
向
の
異
な
り
を
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
論
や
和
歌
の
実
作
、
歌

合
の
判
詞
か
ら
窺
っ
て
み
た
い
。

A
為
家
の
「
幽
玄
」

為
家
は
宝
治
二
年
(
一
二
四
八
)
に
開
催
さ
れ
た
『
院
御
歌
合
』
の
四
十
三
番
「
秋

初
風
題
」
の
判
詞
の
中
で
、
父
定
家
を
努
第
さ
せ
る
よ
う
な
「
幽
玄
」
な
る
語
を
用

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

四
十
三
番

左

権

大

納

言

定

雅

い
ま
は
は
や
あ
づ
ま
の
お
く
に
か
よ
ふ
ら
む
秋
の
し
る
べ
の
西
の
山
か
ぜ

右

勝

権

大

納

言

公

相

け
ふ
は
ま
た
タ
を
わ
き
て
久
堅
の
空
よ
り
す
ぐ
る
秋
の
初
か
ぜ

左
、
「
に
し
の
山
か
ぜ
」
、
ち
か
き
ょ
に
「
月
吹
き
か
へ
せ
」
と
て
、
は
じ
め
て

き
こ
え
侍
る
に
や
。
こ
の
「
い
ま
は
は
や
」
と
侍
る
、
立
秋
の
日
か
ず
に
と
り

て
、
い
つ
程
の
こ
と
に
か
侍
ら
ん
。
金
風
は
ま
こ
と
に
み
ち
の
く
山
に
た
よ
り

侍
ら
め
ど
、
幽
玄
の
す
が
た
に
は
き
き
な
さ
れ
侍
ら
ぬ
に
や
。
右
、
タ
を
わ
き

て
と
い
へ
る
ほ
ど
、
艶
な
る
さ
ま
に
侍
る
を
、
「
空
よ
り
す
ぐ
る
」
と
侍
る
ぞ
、

す
こ
し
荒
涼
な
る
と
こ
ろ
み
え
侍
れ
ど
も
、
「
あ
づ
ま
の
お
く
に
か
よ
ふ
」
「
に

し
の
山
か
ぜ
」
よ
り
は
、
「
秋
の
初
か
ぜ
」
昔
よ
り
名
誉
侍
れ
ば
、
な
ほ
右
勝

に
こ
そ
。
(
傍
線
、
引
用
者
。
以
下
向
。
)

為
家
は
、
左
歌
に
つ
い
て
、
「
金
風
」
と
「
み
ち
の
く
山
」
と
は
縁
が
あ
る
が
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
幽
玄
の
す
が
た
に
は
き
き
な
さ
れ
侍
ら
ぬ
」
歌
と
化
し
て
い
る
と
述

べ
る
。
こ
こ
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
西
の
山
か
ぜ
」
す
な
わ
ち
秋
風
を
「
金
風
」
と
す
る
の
は
五
行
思
想
に
よ
る
。

ま
た
、
『
万
葉
集
』
巻
十
八
・
四

O
九
七
番
、
大
伴
家
持
の
歌
に
陸
奥
を
詠
み
込
ん

だ
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。

す
め
ろ
き
の
御
代
さ
か
え
む
と
あ
づ
ま
な
る
み
ち
の
く
山
に
く
が
ね
花
さ
く

こ
の
歌
は
、
東
大
寺
庫
遮
那
仏
の
鍍
金
に
用
い
る
金
の
不
足
に
聖
武
天
皇
が
悩
ま
さ

れ
て
い
た
時
に
、
陸
奥
田
で
金
が
産
出
さ
れ
た
こ
と
を
賀
す
歌
の
反
歌
と
し
て
読
ま

れ
た
も
の
で
、
天
皇
の
御
代
が
栄
え
る
で
あ
ろ
う
と
陸
奥
山
に
金
の
花
が
咲
い
た
こ

と
だ
と
、
聖
代
を
賀
す
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
窺
え
る
よ
う
に
、
陸
奥
は
“
金

"
と
の
関
連
が
深
い
土
地
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
陸
奥
田
か
ら
都
へ
の

貢
金
(
鎌
倉
時
代
か
ら
は
陸
奥
国
は
鎌
倉
幕
府
に
貢
金
し
、
幕
府
か
ら
朝
廷
へ
と
貢
金
さ
れ

て
い
た
)
と
い
う
史
実
と
も
対
応
し
て
い
る
。

「
金
」
を
介
し
た
「
あ
づ
ま
の
お
く
」
と
「
西
の
山
か
ぜ
」
と
の
縁
語
性
。
し
か

し
、
そ
れ
故
に
左
歌
は
“
金
"
を
め
ぐ
る
機
知
の
勝
っ
た
駄
酒
落
の
一
首
と
為
家
の

眼
に
は
映
っ
た
の
で
あ
る
。
為
家
が
「
幽
玄
の
す
が
た
に
は
き
き
な
さ
れ
侍
ら
ぬ
」

歌
と
評
し
た
の
は
こ
れ
に
よ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
為
家
の
「
幽
玄
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
な

お
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
探
る
手
掛
か
り
は
、
為
家
が
左
歌
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
他
の
批
判
点
に
あ
る
。
為
家
は
左
歌
に
つ
い
て
、

①
「
に
し
の
山
か
ぜ
」
は
、
近
年
「
月
吹
き
か
へ
せ
」
と
連
接
し
て
詠
ん
だ
例
が
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
詠
み
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

②
「
い
ま
は
は
や
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、
東
国
に
吹
く
「
西
の
山
か
ぜ
」
と
な
る
と

立
秋
か
ら
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
経
っ
て
い
る
は
ず
で
、
そ
の
点
が
不
審
。

の
二
点
に
つ
い
て
も
批
判
を
加
え
て
い
る
。

初
め
に
①
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
為
家
の
言
う
「
ち
か
き
ょ
に
「
月
吹
き
か
へ
せ
」

と
て
、
は
じ
め
て
き
こ
え
侍
る
」
歌
は
、
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ

を
為
家
の
錯
誤
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
同
じ
『
院
御
歌
合
』
中
の
十

二
番
「
早
春
霞
題
」
の
左
歌
「
よ
こ
雲
の
霞
に
ま
が
ふ
山
か
づ
ら
暁
か
け
て
春
は
き

に
け
り
」
の
判
詞
で
、
為
家
は
「
左
歌
は
、
「
と
し
を
明
け
ゆ
く
山
か
づ
ら
」
、
「
霞

( 2 ) 



を
か
け
て
春
は
き
に
け
り
」
と
て
、
ち
か
き
ょ
に
見
侍
り
し
に
や
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
ち
か
き
よ
」
の
順
徳
院
の
家
集
『
順
徳
院
御
集
』
七
三

O
番
に
、

あ
ら
玉
の
年
の
明
行
く
山
か
づ
ら
霞
を
か
け
て
春
は
き
に
け
り

と
し
て
見
え
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
物
名
・
四
五
二
番
の
景
式
王
歌
(
題
「
か

は
た
け
」
)
に
は
、

さ
夜
ふ
け
で
な
か
ば
た
け
ゆ
く
久
方
の
月
ふ
き
か
へ
せ
秋
の
山
風

と
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
に
し
の
山
か
ぜ
」
と
「
月
吹
き
か
へ
せ
」
を
詠

み
込
む
歌
が
「
ち
か
き
よ
」
に
詠
ま
れ
た
と
し
て
お
く
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

こ
か
ら
は
、
先
例
を
重
視
す
る
為
家
の
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
②
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
巻
玉
・
秋
歌
下
・
二
五
五
番
、

お
な
じ
枝
を
わ
き
て
木
の
葉
の
移
ろ
ふ
は
西
こ
そ
秋
の
は
じ
め
な
り
け
れ

な
ど
を
ふ
ま
え
た
不
審
だ
ろ
う
。
西
か
ら
訪
れ
る
秋
で
あ
っ
て
み
れ
ば
「
あ
づ
ま
の

お
く
」
の
「
西
の
山
か
ぜ
」
は
立
秋
か
ら
の
日
数
を
経
て
い
る
は
ず
。
そ
れ
を
「
い

ま
は
は
や
」
と
詠
む
の
は
歌
題
「
秋
初
風
」
の
本
意
に
叶
わ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
都
か
ら
の
遠
い
陸
奥
の
秋
の
初
風
を
思
い
や
る
と
こ
ろ
に
興
趣
は
あ
る
が
、

そ
の
機
知
が
勝
っ
て
和
歌
世
界
で
の
題
本
意
を
め
ぐ
る
共
有
知
か
ら
遠
ざ
か
る
難
点

を
、
為
家
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
左
歌
に
対
す
る
為
家
の
批
判
点
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
左
歌
は
、
和
歌
世
界
で
共
有
さ
れ
る
伝
統
を
逸
脱
し
、
先

例
に
あ
る
よ
う
な
詠
み
方
が
為
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
“
金
"
の
駄
酒
落
の
よ
う

な
歌
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
左
歌
は
和
歌
伝
統
に

背
馳
し
た
歌
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
幽
玄
の
す
が
た
に
は
き
き

な
さ
れ
侍
ら
ぬ
に
や
」
と
の
評
は
、
こ
こ
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
左
歌
に
対
す
る
批

判
か
ら
、
為
家
が
志
向
し
て
い
た
「
幽
玄
」
が
窺
え
よ
う
。
そ
れ
は
和
歌
伝
統
の
内

「
幽
玄
」
な
の
で
あ
る
。

な
るこ

の
よ
う
な
為
家
の
表
現
志
向
は
、

為
家
の
唯
一
の
歌
論
書
『
詠
歌
一
体
』
の
次

の
一
節
か
ら
も
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

む
か
し
の
歌
は
時
代
か
は
り
て
、
今
の
世
に
は
か
な
ふ
ま
じ
と
思
へ
り
。
大
方

の
あ
り
さ
ま
ま
こ
と
に
さ
る
事
な
れ
ど
、
よ
く
よ
め
る
歌
ど
も
は
、
寛
平
以
往

の
に
も
い
た
く
勝
劣
な
し
と
申
し
た
り
。
近
代
に
も
、
基
俊
、
俊
頼
、
顕
輔
、

清
輔
、
俊
成
な
ど
は
、
ふ
る
き
姿
を
よ
ま
る
』
よ
し
申
す
め
り
。
其
人
々
こ
そ

上
手
の
き
こ
え
は
侍
り
け
れ
ば
、
猶
そ
の
す
が
た
を
好
み
よ
む
べ
き
に
こ
そ
。

此
ご
ろ
歌
と
て
詞
ば
か
り
か
ざ
り
て
、
さ
せ
る
事
な
き
も
の
あ
り
。
和
歌
は
な

が
め
て
き
く
に
よ
き
歌
は
、
し
み
《
¥
と
き
こ
ゆ
る
よ
し
申
し
お
き
て
侍
る
め

nJ
。

(
「
て
歌
の
す
が
た
の
こ
と
」
)

優
れ
た
歌
人
と
し
て
為
家
は
五
人
の
歌
人
を
挙
げ
る
。
そ
の
五
人
は
、
五
番
目
の
勅

撰
和
歌
集
で
あ
る
『
金
葉
和
歌
集
』
の
撰
者
源
俊
頼
、
彼
と
と
も
に
歌
壇
を
リ
ー
ド

し
て
い
た
藤
原
基
俊
、
御
子
左
派
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
六
条
藤
家
の
藤
原
顕
輔
と

藤
原
清
輔
、
自
身
の
祖
父
に
当
た
る
藤
原
俊
成
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

そ
の
五
人
を
優
れ
た
歌
人
と
し
て
挙
げ
た
後
の
、
自
身
の
見
解
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
!

る
。
彼
ら
は
古
き
姿
を
詠
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
彼
ら
こ
そ
が
秀
逸
な
歌
の
詠
み

手
と
評
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
の
詠
む
歌
の
姿
に
親
し
ん
で
詠
む
の
が
良
い
と
為

家
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

( 3 ) 

こ
の
よ
う
な
為
家
の
態
度
は
、
父
定
家
の
有
名
な
一
節
、
「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
、

心
は
新
し
き
を
求
め
、
及
ば
ぬ
高
き
姿
を
ね
が
ひ
て
、
寛
平
以
往
の
歌
に
な
ら
は
ば
、

自
ら
よ
ろ
し
き
こ
と
も
な
ど
か
侍
ら
ざ
ら
む
」
(
『
近
代
秀
歌
』
)
と
の
関
連
を
窺
わ
せ

る
。
し
か
し
、
定
家
に
は
あ
る
「
心
は
新
し
き
求
め
」
と
い
う
態
度
が
為
家
に
見
ら

れ
な
い
こ
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
尼
ケ
崎
彬
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

定
家
が
「
現
実
を
〈
型
〉
に
凝
結
さ
せ
る
よ
う
な
詩
的
言
語
」
で
あ
る
ご
次
仮
構
」

と
し
て
の
歌
語
を
用
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
現
実
と
直
接
関
ら
ず
、
一
次
仮
構
を

素
材
と
し
」
た
「
二
次
仮
構
」
町
、
つ
ま
り
「
新
し
き
」
心
を
詠
出
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
通
り
為
家
に
そ
の
よ
う
な
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の



こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
『
詠
歌
一
体
』
中
の
次
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

五
句
の
物
を
三
句
と
ら
む
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と
申
す
め
り
。
但
、
そ
れ
も
様

に
よ
る
べ
し
。
{
中
略
口
引
用
者
)
歌
は
心
を
め
ぐ
ら
し
て
案
じ
出
し
て
、
わ
が

物
と
し
つ
べ
し
と
申
せ
ど
、
さ
の
み
あ
た
ら
し
か
ら
む
事
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、

お
な
じ
ふ
る
事
な
れ
ど
、
言
葉
の
つ
Y
き
し
な
し
様
な
ど
の
珍
し
く
き
』
な
さ

る

』

体

を

は

か

ら

ふ

ベ

し

。

(

て

古

歌

を

と

る

こ

と

)

為
家
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
「
沈
思
し
て
、
新
し
い
心
を
持
っ
た
歌
を
詠
む

べ
き
だ
と
は
言
う
も
の
の
、
新
し
い
心
は
詠
み
が
た
い
こ
と
な
の
で
、
詠
み
ふ
る
さ

れ
た
詠
歌
内
容
で
あ
っ
て
も
言
葉
の
続
き
様
、
あ
し
ら
い
方
に
新
し
み
が
感
じ
ら
れ

る
こ
と
を
求
め
て
詠
む
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
定
家
が
追
究
し

て
い
た
「
心
」
の
問
題
に
は
目
を
向
け
ず
、
「
調
の
続
き
様
、
あ
し
ら
い
方
」
と
い

っ
た
「
詞
姿
」
の
問
題
に
全
て
回
収
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
為
家
は
和
歌
伝
統
に
適
っ

た
歌
を
志
向
し
、
和
歌
伝
統
を
墨
守
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

定
家
歌
論
と
関
係
さ
せ
て
述
べ
れ
ば
、
為
家
は
定
家
歌
論
の
形
式
的
な
部
分
だ
け
継

承
し
、
定
家
歌
論
の
要
点
で
あ
る
〈
心
〉
の
問
題
を
棚
上
げ
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
調
は
古
き
を
慕
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
」
の
中
の

の
極
に
偏
向
し
て
い
た
の
が
為
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
古
き
」

B
真
観
の
「
幽
玄
」

真
観
は
そ
の
唯
一
の
歌
論
書
『
簸
河
上
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
ほ
か
た
歌
を
よ
む
べ
き
あ
り
さ
ま
、
こ
の
二
つ
の
ふ
み
(
『
新
撰
髄
脳
』
、
『
俊

頼
髄
脳
』
)
に
も
る
』
と
こ
ろ
あ
ら
じ
と
こ
そ
み
た
ま
ふ
れ
。
あ
ま
た
の
す
が
た

さ
ま
ハ
¥
に
し
る
せ
る
こ
と
な
ー
れ
ど
も
、
た
け
た
か
く
と
ほ
し
ろ
き
第
一
と
ぞ

お
ぼ
え
侍
る
。
又
、
幽
玄
な
る
歌
の
、
身
を
せ
め
、
心
を
く
だ
き
、
詞
を
の
こ

し
、
物
を
思
は
せ
た
る
、
た
と
へ
が
た
き
す
が
た
の
あ
る
な
り
。
さ
る
歌
ぞ
、

心
を
た
ね
と
し
て
よ
め
る
か
と
見
え
て
、
い
と
/
¥
い
み
じ
き
も
の
な
る
。
こ

の
や
う
の
歌
ぞ
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
ま
な
び
が
た
か
る
べ
き
。

真
観
は
「
幽
玄
な
る
歌
」
の
要
素
と
し
て
「
身
を
せ
め
、
心
を
く
だ
き
、
詞
を
の
こ

し
、
物
を
思
は
せ
た
る
、
た
と
へ
が
た
き
す
が
た
」
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和

歌
界
で
醸
成
さ
れ
た
歌
語
の
使
用
知
何
(
「
言
葉
の
つ
ジ
き
し
な
し
様
」
)
よ
り
も
、
深

い
思
索
を
重
ね
て
内
容
(
心
)
を
練
り
、
余
情
を
感
じ
さ
せ
、
詠
者
の
深
く
名
状
し

が
た
い
情
調
に
同
調
さ
せ
る
よ
う
な
歌
を
「
幽
玄
な
る
歌
」
と
認
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
幽
玄
」
の
語
の
用
い
方
は
、
真
観
の
師
で
あ
っ
た
定
家
や
そ

の
父
で
あ
る
俊
成
の
用
い
方
と
似
通
う
。

ま
た
、
真
観
自
身
そ
の
よ
う
な
「
幽
玄
」
な
歌
を
詠
ん
で
い
た
。
『
簸
河
上
』
が

成
る
少
し
前
の
建
長
八
年
ご
二
五
六
)
に
催
さ
れ
た
『
百
首
歌
合
』
の
中
で
、
真

観
は
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

二
百
十
一
番

( 4 ) 

左

入

道

大

納

言

花
さ
そ
ふ
あ
ら
し
や
空
に
か
よ
ふ
ら
ん
に
ほ
ひ
に
く
も
る
春
の
夜
の
月

右

勝

真

観

詞

風
そ
よ
ぐ
あ
し
の
う
ら
ま
の
夜
は
の
月
鏡
を
か
け
し
舟
か
と
ぞ
み
る

右
の
歌
、
「
鏡
を
か
け
し
舟
」
と
侍
る
、
こ
れ
は
日
本
紀
に
侍
る
事
と
か
や
。

本
説
た
し
か
に
て
是
非
に
お
よ
ば
ず
侍
る
う
へ
に
、
歌
の
す
が
た
こ
と
葉
よ
ろ

し
く
侍
り
。
左
う
た
、
「
匂
」
に
月
は
い
か
に
「
く
も
る
」
ベ
き
ゃ
ら
ん
、
お

ぼ
つ
か
な
く
こ
そ
侍
れ
。
い
か
さ
ま
に
も
「
あ
し
の
う
ら
ま
」
の
月
、
お
く
の

え
び
す
も
又
な
び
き
侍
り
ぬ
ベ
く
や
。

判
者
は
、
も
う
一
人
の
反
御
子
左
派
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
知
家
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
真
観
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
「
鏡
を
か
け
し
舟
」
と
い
う
語
に

対
し
て
、
「
日
本
紀
に
侍
る
事
と
か
や
」
と
『
日
本
書
紀
』
に
そ
の
典
拠
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。



安
日
本
武
尊
、
則
従
ニ
上
総
一
転
入
二
陸
奥
田
一
。
時
大
鏡
懸
二
於
王
船
一
、
従
二
海

開
割
削
割
制
1
剖
割
到
淵
1
封
副
刻
刻

1
蝦
夷
賊
首
・
島
津
神
・
国

津
神
等
、
屯
二
於
竹
水
門
-
市
欲
レ
距
。
然
遁
視
ニ
主
船
ヘ
予
怖
二
其
威
勢
一
、
而

心
裏
知
ニ
之
不
一
レ
可
レ
勝
、
悉
捨
二
弓
矢
一
、
望
拝
之
目
、
「
仰
視
ニ
君
容
二
秀
二
於

人
倫
一
。
若
神
之
乎
。
欲
レ
知
二
姓
名
一
」
。
王
対
之
目
、
「
吾
是
現
人
神
之
子
也
」
。

(
巻
第
七
景
行
天
皇
)

著
名
な
日
本
武
尊
東
征
語
の
一
節
で
あ
る
。
日
本
武
尊
が
暴
風
の
せ
い
で
舟
を
出
す

こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
時
に
、
弟
橘
姫
が
進
言
し
自
ら
の
身
を
水
中
に
投
じ
た
と
こ

ろ
、
風
が
止
む
。
そ
こ
で
、
日
本
武
尊
は
「
大
鏡
」
を
「
王
船
」
に
懸
け
、
海
路
よ

り
「
葦
浦
」
に
廻
る
。
こ
の
場
面
を
切
り
取
っ
て
真
観
は
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
所
謂
、
本
説
取
り
の
歌
で
あ
る
。

歌
題
は
排
列
か
ら
見
て
「
秋
月
」
。
真
観
は
、
風
に
「
葦
」
が
そ
よ
ぐ
「
あ
し
の

浦
」
に
浮
か
ぶ
夜
半
の
月
、
そ
れ
を
日
本
武
尊
が
「
あ
し
の
浦
」
で
漂
っ
て
い
た
時

に
乗
っ
た
「
鏡
を
か
け
し
舟
」
か
と
見
た
こ
と
だ
、
と
詠
む
。
「
よ
は
の
月
」
を
「
舟
」

と
見
紛
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
月
は
三
日
月
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

眼
前
の
葦
聞
の
波
に
漂
い
揺
れ
る
三
日
月
に
、
古
の
日
本
武
尊
が
舟
に
乗
り
「
あ
し

の
浦
」
に
漂
っ
て
い
る
場
面
を
幻
想
す
る
詠
歌
主
体
の
心
情
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
一
首
は
、
「
秋
月
」
を
前
に
現
在
世
と
過
去
世
を
往
還
す
る
心
を
こ
そ
主
題

化
し
、
そ
れ
を
、
『
日
本
書
紀
』
に
材
を
求
め
て
「
も
み
も
み
」
円
と
し
た
詠
歌
過
程

を
も
っ
て
言
語
化
し
よ
う
と
し
た
真
観
の
姿
を
よ
く
伝
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
観
は
自
身
が
述
べ
て
い
た
、
俊
成
や
定
家
の
「
幽
玄
」
に
通
じ

る
歌
の
詠
作
を
実
践
し
て
い
た
。
こ
こ
で
も
定
家
歌
論
と
関
係
さ
せ
て
述
べ
れ
ば
、

「
詞
は
古
き
を
慕
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
」
の
「
心
」
の
追
究
の
極
に
立
っ
て
い

た
の
が
真
観
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
為
家
の
表
現
志
向
と
は
対
極

的
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
更
に
は
、
為
家
と
同
様
に
定
家
を
師
と
し
て
い
た
真

観
円
の
方
が
定
家
歌
論
の
要
所
を
継
承
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
看
て
取
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
真
観
は
定
家
「
幽
玄
」
歌
論
の
要
所
を
継
承
し
て
は
い
る
も
の
の
、
定

家
の
方
法
を
踏
襲
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
上
の
真
観
歌
か
ら
も
確
認
で
き
る
こ
と

だ
が
、
『
簸
河
上
』
の
次
の
一
節
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。

又
歌
枕
、
貫
之
が
か
』
る
古
詞
、
日
本
紀
名
所
な
ど
見
る
べ
し
と
あ
る
、
こ
れ

大
き
な
る
歌
の
本
懐
な
り
。
古
き
歌
枕
、
日
本
紀
の
中
よ
り
出
で
来
た
る
名
所

か
と
見
ゆ
る
を
ば
、
今
の
世
に
は
新
名
所
と
名
付
け
ら
れ
た
る
と
か
や
。
日
本

紀
を
見
侍
れ
ば
、
げ
に
も
お
も
し
ろ
き
所
々
あ
り
。
是
に
つ
ぎ
で
は
諸
国
風
土

記
と
い
う
文
あ
り
。
是
又
見
つ
べ
き
文
に
こ
そ
侍
め
れ
。
い
み
じ
き
事
多
く
の

せ
た
る
也
。
山
河
の
名
の
起
り
委
し
く
見
え
た
り
。
そ
の
山
に
は
何
と
い
ふ
木

あ
り
、
此
野
に
は
そ
れ
と
い
ふ
草
生
ひ
た
り
、
あ
る
浦
に
は
塩
焼
き
、
あ
る
島

に
は
め
か
る
と
い
ふ
迄
も
し
る
せ
る
国
も
侍
る
な
り
。
又
国
に
よ
り
て
風
俗
か

は
れ
ば
物
の
異
名
も
見
ゆ
め
り
。
さ
れ
ば
基
俊
と
申
し
』
歌
仙
は
、
歌
合
の
判

に
此
文
を
ひ
き
て
申
し
た
る
事
多
し
。

真
観
は
、
藤
原
公
任
『
新
撰
髄
脳
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
歌
枕
、
貫
之
が
か
』
る

古
詞
、
日
本
紀
名
所
」
を
見
る
こ
と
の
有
意
義
性
を
説
き
、
そ
の
上
で
自
身
の
歌
論

を
展
開
し
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
「
歌
枕
、
貫
之
が
か
』
る
古
詞
、
日
本
紀
名
所
」

の
み
な
ら
ず
、
『
新
撰
髄
脳
』
に
は
見
ら
れ
な
い
「
諸
国
風
土
記
」
も
そ
れ
ら
と
並

ぶ
書
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
特
に
『
日
本
書
紀
』
、
『
風
土
記
』
を
見
る
こ
と
の
有

意
義
性
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
る
。
真
観
は
、
「
日
本
紀
」
に
は
非
常
に
興
味
深

い
所
々
が
記
さ
れ
、
「
諸
国
風
土
記
」
に
は
土
地
の
名
の
起
こ
り
ゃ
土
地
の
詳
細
、

物
の
異
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
故
に
、
「
日
本
紀
」
や
「
諸
国
風
土
記
」
を
見
る
べ

き
で
あ
る
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
『
簸
河
上
』
に
見
ら
れ
る
記
述
か
ら
は
、
定
家
の

「
幽
玄
」
論
を
継
承
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
「
お
も
し
ろ
き
所
々
」
に
材
を
求
め
る
こ

と
で
新
た
な
「
幽
玄
」
歌
を
詠
も
う
と
す
る
真
観
の
態
度
が
窺
え
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ふ
た
た
び
上
に
見
た
真
観
歌
に
戻
っ
て
み
る
と
、
こ
の

( 5 ) 



歌
は
、
眼
前
の
波
間
の
三
日
月
に
日
本
武
尊
の
舟
を
幻
視
す
る
主
体
を
歌
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
秋
月
に
促
さ
れ
る
懐
旧
の
情
、
あ
る
い
は
「
難
波
江
の
葦
聞
に
宿
る
月
み

れ
ば
我
が
身
一
つ
も
沈
ま
ざ
り
け
り
」
(
『
詞
花
和
歌
集
』
巻
九
・
雑
上
・
三
四
七
番
・
顕

輔
・
「
寄
月
述
懐
」
)
の
ご
と
き
人
間
の
存
在
性
へ
の
思
索
を
深
め
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
こ
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
材
を
求
め
つ
つ
「
新
し
き
」
「
心
」
を
探
り
、

定
家
の
「
幽
玄
」
志
向
を
真
観
の
今
に
お
い
て
あ
ら
た
に
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る

意
思
が
強
く
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

真
観
の
和
歌
観
は
、
歌
合
の
判
詞
か
ら
も
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
じ
く
『
百

首
歌
合
』
の
中
で
、
真
観
す
な
わ
ち
藤
原
光
俊
は
次
の
よ
う
な
評
を
下
し
て
い
る
。

後
九
条
内
大
臣

あ
ら
磯
の
つ
づ
き
の
山
は
風
こ
え
て
遠
か
た
人
に
か
へ
る
し
ら
な
み

此
歌
判
者
光
俊
朝
臣
云
、
右
歌
、
す
が
た
た
け
た
か
く
詞
き
ら
き
ら
し
く
こ
そ

み
え
侍
れ
。
但
「
つ
づ
き
の
山
」
を
夏
の
歌
の
中
に
侍
る
、
奇
峰
の
ご
と
く
め

づ
ら
し
き
さ
ま
に
や
侍
ら
ん
。
筒
木
の
岡
、
日
本
紀
に
み
え
侍
れ
ば
、
「
山
」

と
「
岡
」
と
は
ふ
る
く
よ
め
る
こ
と
も
ま
ま
侍
れ
ば
、
さ
も
や
な
ど
た
ど
り
つ

き
侍
る
程
に
、
彼
岡
は
湖
海
の
あ
た
り
と
は
見
え
侍
ら
ぬ
に
や
。
今
歌
只
「
荒

磯
」
に
つ
づ
き
た
る
山
よ
り
風
こ
え
て
遠
方
人
に
波
を
か
け
る
に
こ
そ
、
ま
こ

と
に
蒼
波
路
遠
く
思
ひ
や
ら
れ
て
い
と
を
か
し
か
る
べ
し
。
作
者
の
本
意
に
は

そ
む
き
て
、
名
所
な
ど
を
か
や
う
に
申
し
な
し
侍
ら
ば
、
こ
と
に
は
ば
か
り
お

ほ
く
、
み
ち
の
た
め
あ
さ
く
侍
る
か
な
と
云
云
。

一
首
の
歌
意
は
、
あ
ら
磯
か
ら
「
つ
づ
く
」
「
つ
づ
き
の
山
」
を
風
が
越
え
、
そ
の

風
が
立
た
せ
た
波
が
「
つ
づ
き
の
山
」
の
向
こ
う
の
「
遠
か
た
人
」
に
も
打
ち
寄
せ

る
、
と
い
っ
た
も
の
。
真
観
の
こ
の
歌
へ
の
評
価
は
「
す
が
た
た
け
た
か
く
詞
き
ら

き
ら
し
く
」
と
い
っ
た
概
括
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
以

下
に
続
く
発
言
で
あ
る
。

真
観
は
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
つ
づ
き
の
山
」
に
輿
味
を
持
っ
た
。
真
観
は

歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
つ
づ
き
の
山
」
か
ら
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
「
筒
木
の
岡
」

を
想
起
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
筒
木
の
岡
」
は
湖
海
付
近
に
は
な
く
、
「
つ
づ
き

の
山
は
風
こ
え
て
遠
か
た
人
に
か
へ
る
し
ら
な
み
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
そ

ぐ
わ
な
い
。
こ
こ
で
真
観
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
「
仁
徳

三
十
年
九
月
」
に
見
ら
れ
る
「
更
還
ニ
山
背
一
、
輿
二
宮
室
於
筒
城
阿
南
一
而
居
レ
之
」

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
「
山
背
国
」
と
い
う
字
の
通
り
、
当
然
付
近
に
湖
海
は
無
い
。

こ
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
基
に
す
る
と
、
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る
「
あ
ら
磯
の
つ

づ
き
の
山
」
と
い
う
情
景
は
本
説
に
背
馳
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
真
観
に
は
こ
の
歌
が
「
ま
こ
と
に
蒼
波
路
遠
く

思
ひ
や
ら
れ
て
い
と
を
か
し
か
る
べ
し
」
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
つ
づ
き
の
山
」
は
「
山
背
」
に
あ
る
の
で
、
「
あ
ら
磯
」
は
「
つ

づ
き
の
山
」
の
付
近
に
は
無
く
、
「
あ
ら
磯
」
か
ら
「
つ
づ
き
の
山
」
ま
で
の
距
離

は
か
な
り
の
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
の
「
つ
づ
き
の
山
」
に
『
日
本

書
紀
』
「
筒
木
の
岡
」
を
比
定
す
る
の
は
誤
読
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
え
て
「
筒

木
の
岡
」
を
比
定
す
る
こ
と
で
、
一
首
は
、
「
あ
ら
磯
」
で
立
っ
た
波
が
、
か
な
り

離
れ
て
い
る
「
つ
づ
き
の
山
」
に
打
ち
寄
せ
る
こ
と
に
な
り
、
波
が
「
つ
づ
き
の
山
」

に
打
ち
寄
せ
る
ま
で
の
路
の
遠
さ
が
思
わ
れ
、
壮
大
さ
が
憎
し
た
歌
と
な
る
。
こ
の

過
剰
な
読
み
を
も
っ
て
、
真
観
は
「
ま
こ
と
に
蒼
波
路
遠
く
思
ひ
や
ら
れ
て
い
と
を

か
し
か
る
べ
し
」
と
面
白
が
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
、
自
ら
の
〈
知
v
を
歌
の
解
釈
に
持
ち
込
む
こ
と
で
、
詠
ま

れ
た
歌
の
表
象
世
界
を
深
め
拡
げ
、
そ
れ
を
楽
し
む
と
い
っ
た
真
観
の
態
度
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
こ
で
披
涯
し
て
い
る
真
観
の
解
釈
は
、
歌
を
詠
ん
だ
当
の
本
人
で
あ
る
後

九
条
内
大
臣
の
作
意
か
ら
は
逸
脱
す
る
。
そ
れ
は
真
観
自
身
が
十
分
に
自
覚
し
て
い

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
判
詞
の
末
尾
で
あ
る
。
「
作

者
の
本
意
に
は
そ
む
き
て
名
所
な
ど
を
か
や
う
に
申
し
な
し
侍
ら
ば
、
こ
と
に
は
ば

か
り
お
ほ
く
、
み
ち
の
た
め
あ
さ
く
侍
る
か
な
」
。
し
か
し
、
そ
う
は
述
べ
つ
つ
も
、
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真
観
は
自
分
の
誤
読
に
疑
問
を
抱
い
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
「
み
ち
の
た
め
あ
さ
く

侍
る
か
な
」
の
発
話
に
は
確
信
犯
的
な
声
が
響
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
為
家
流
の

和
歌
観
、
す
な
わ
ち
父
祖
に
縛
ら
れ
、
そ
の
「
幽
玄
」
の
心
と
言
葉
を
墨
守
す
る
表

現
志
向
と
は
異
な
る
、
和
歌
詠
作
の
現
在
に
お
い
て
「
心
」
、
「
幽
玄
」
を
更
新
し
て

い
く
こ
と
、
そ
う
す
る
こ
と
で
和
歌
の
「
道
」
を
形
作
っ
て
い
く
と
い
っ
た
宣
言
が

託
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
話
晦
の
う
ち
に
、
新
た

な
歌
材
、
〈
知
〉
を
持
ち
込
む
こ
と
で
新
た
な
「
心
」
を
詠
ん
だ
り
、
一
詠
ま
れ
た
歌

に
新
た
な
「
幽
玄
」
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
態
度
こ
そ
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
真
観
の
歌
論
や
実
作
、
判
詞
か
ら
真
観
の
表
現
志
向
を
探
っ
て
き
た
。
そ

れ
ら
か
ら
窺
え
た
の
は
、
真
観
が
定
家
の
志
向
し
た
表
現
性
を
確
か
に
継
承
し
て
い

た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
風
土
記
』
な

ど
か
ら
得
た
新
た
な
歌
材
や
〈
知
〉
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
家
の
「
幽
玄
」

を
真
観
の
現
在
に
お
い
て
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
表
現
志
向
で
あ
っ
た
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
位
相

前
節
で
は
『
宇
治
拾
遺
』
成
立
期
の
言
語
場
の
一
局
面
と
し
て
、
御
子
左
派
と
反

御
子
左
派
と
の
対
立
に
注
目
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
窺
え
た
の
は
、
為
家
と
真
観
と

の
対
極
的
な
表
現
志
向
で
あ
っ
た
。
「
古
き
」
詞
、
先
行
歌
の
「
心
」

(
H
本
意
)
を

重
視
し
和
歌
伝
統
を
主
体
化
し
て
再
生
産
に
む
か
う
為
家
。
一
方
、
真
観
は
定
家
「
幽

玄
」
の
本
意
を
こ
そ
継
承
し
、
新
た
な
歌
材
や
〈
知
〉
を
持
ち
込
ん
で
「
心
」
を
見

つ
め
直
し
、
「
幽
玄
」
の
深
化
と
更
新
を
図
る
。
『
宇
治
拾
遺
』
成
立
期
の
言
語
場
で

は
、
表
現
を
め
ぐ
る
知
上
の
事
態
が
出
来
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
『
宇

治
拾
遺
』
の
表
現
位
相
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
以
下
、
『
宇
治
拾
遺
』
の
表

現
志
向
を
点
検
し
て
考
察
を
加
え
た
い
。
先
ず
取
り
上
げ
る
の
は
第
十
六
話
で
あ
る
。

第
十
六
話
は
丹
後
国
の
あ
る
老
尼
を
め
ぐ
る
一
話
で
あ
る
。
「
地
蔵
菩
薩
は
暁
ご

と
に
あ
り
き
給
と
い
ふ
事
」
を
、
「
ほ
の
か
に
聞
」
い
た
尼
は
、
地
蔵
と
の
値
遇
を

求
め
て
暁
ご
と
に
歩
き
回
る
。
尼
が
「
ほ
の
か
に
間
」
い
た
畏
朝
地
蔵
遊
化
と
は
『
延

命
地
蔵
菩
薩
経
』
に
い
う
次
の
一
節
の
こ
と
で
あ
る
。

仏
、
帝
釈
に
告
げ
た
ま
は
く
、
「
一
り
の
菩
薩
有
り
。
名
け
て
延
命
地
蔵
菩
薩

と
日
ふ
。
毎
日
展
朝
に
諸
の
定
に
入
り
、
六
道
に
遊
化
し
て
苦
を
抜
き
楽
を
与

ふ
。
若
し
三
途
に
在
っ
て
此
の
菩
薩
に
於
い
て
体
を
見
、
名
を
聞
け
ば
人
天
に

生
じ
、
或
は
浄
土
に
生
ず
。
(
後
略
ご

こ
う
し
た
地
蔵
畏
朝
遊
化
六
道
世
舟
を
い
ず
れ
か
の
説
法
で
聞
い
た
尼
は
、
「
地

蔵
を
見
奉
ら
ん
」
と
「
ひ
と
世
界
を
ま
ど
ひ
あ
り
く
」
。
そ
こ
に
疑
念
は
な
い
。
し

か
し
、
一
話
は
そ
の
尼
の
信
仰
心
を
試
す
か
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
登
場
す
る
の
は

夜
通
し
「
う
ち
ほ
う
け
て
」
道
ば
た
に
腰
を
お
ろ
す
「
博
打
」
。
信
心
に
於
い
て
尼

の
対
極
に
あ
る
博
打
は
尼
の
所
行
を
聞
い
て
一
計
を
案
じ
、
「
地
蔵
」
の
グ
唱
を
も
っ

童
を
紹
介
し
て
「
我
に
物
を
え
さ
せ
給
へ
。
や
が
て
い
て
奉
ら
ん
」
と
見
返
り
を
請

求
す
る
。
菩
薩
「
地
蔵
」
を
求
め
る
尼
に
人
間
「
地
蔵
」
を
引
き
合
わ
せ
る
と
こ
ろ

に
博
打
ら
し
い
詐
術
が
仕
組
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
も
尼
に
疑
念
は
生
じ
ず
、

「
あ
は
れ
、
う
れ
し
き
事
哉
。
地
蔵
の
あ
り
か
せ
給
は
ん
所
へ
、
我
を
い
て
お
は
せ

よ
」
「
此
き
た
る
衣
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
博
打
に
も
敬
意
を
添
え
て
地
蔵
欽
慕
の
情

を
な
お
募
ら
せ
る
。
そ
し
て
、

尼
、
悦
て
、
い
そ
ぎ
行
に
、
そ
こ
の
子
に
、
地
蔵
と
い
ふ
童
有
け
る
を
、
そ
れ

が
親
を
知
り
た
り
け
る
に
よ
り
て
、
「
地
蔵
は
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、
親
、
「
遊
び

に
い
ぬ
。
今
、
来
な
ん
」
と
い
へ
ば
、
「
く
は
、
こ
』
な
り
。
地
蔵
の
お
は
し

ま
す
所
は
」
と
い
へ
ば
、
尼
、
う
れ
し
く
て
、
つ
む
ぎ
の
き
ぬ
を
ぬ
ぎ
て
、
取

ら
す
れ
ば
、
ば
く
ち
は
い
そ
ぎ
て
、
取
り
て
い
ぬ
。

童
「
地
蔵
」
の
親
の
言
葉
、
「
遊
び
に
い
ぬ
。
今
、
来
な
ん
」
の
「
遊
び
」
は
、
尼

の
耳
に
は
「
遊
行
」
と
聞
こ
え
た
の
だ
ろ
う
。
「
う
れ
し
く
て
、
つ
む
ぎ
の
き
ぬ
を

ぬ
ぎ
て
、
と
ら
す
」
る
尼
と
、
そ
れ
を
「
い
そ
ぎ
て
、
取
り
て
」
逃
げ
去
る
博
打
と
。

そ
こ
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
は
信
者
の
愚
直
と
不
信
心
者
の
悪
徳
の
対
照
だ
が
、
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対
照
が
際
立
て
る
の
は
尼
の
〈
信
〉
の
疑
い
の
な
さ
、
純
粋
性
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
無
垢
な
〈
信
〉
は
、
次
の
よ
う
な
生
身
の
地
蔵
と
の
値
遇
を
も
っ
て
報
わ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

尼
は
、
地
蔵
見
参
ら
せ
ん
と
て
ゐ
た
れ
ば
、
親
ど
も
は
心
得
ず
、
な
ど
こ
の
童

を
見
ん
と
思
ら
ん
と
思
程
に
、
十
ば
か
り
な
る
童
の
来
た
る
を
、
「
く
は
、
地

蔵
よ
」
と
い
へ
ば
、
尼
、
見
る
ま
』
に
、
是
非
も
知
ら
ず
、
ふ
し
ま
ろ
び
て
、

拝
み
入
て
、
土
に
う
つ
ぶ
し
た
り
。
童
、
す
は
へ
を
持
て
、
遊
び
け
る
ま
与
に

来
た
り
け
る
が
、
そ
の
す
は
へ
し
て
、
手
す
さ
み
の
様
に
、
額
を
か
け
ば
、
額

よ
り
顔
の
う
へ
ま
で
さ
け
ぬ
。
さ
け
た
る
中
よ
り
、
え
も
い
は
ず
め
で
た
き
地

蔵
の
御
顔
、
見
え
給
。
尼
、
拝
み
入
て
、
う
ち
見
上
げ
た
れ
ば
、
か
く
て
立
給

へ
れ
ば
、
涙
を
流
し
て
、
拝
み
入
参
ら
せ
て
、
や
が
て
極
楽
へ
参
に
け
り
。

さ
れ
ば
、
心
に
だ
に
も
深
念
じ
つ
れ
ば
仏
も
見
え
給
な
り
け
り
と
信
ず
ベ
し
。

尼
の
〈
信
〉
は
こ
こ
で
も
「
是
非
も
知
ら
ず
、
ふ
し
ま
ろ
び
て
、
拝
み
入
て
、
土
に

う
つ
ぶ
し
た
り
」
「
涙
を
流
し
て
、
拝
み
入
参
ら
せ
て
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の

尼
を
地
蔵
は
「
極
楽
」
へ
と
引
接
す
る
。
親
も
知
ら
な
い
童
「
地
蔵
」
の
本
体
は
囚

わ
れ
の
な
い
愚
直
な
〈
信
〉
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
尼
に
だ
け
開
示
さ
れ
、
抜
苦
与
楽
の

功
徳
も
実
現
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
う
し
て
、
第
十
六
話
で
語
ら
れ
る
の
は
、
「
ほ
の
か
に
聞
」
い
て
「
心
」
に
「
深

(
く
)
念
」
じ
、
世
間
知
を
超
越
し
て
愚
直
に
地
蔵
を
求
め
続
け
る
〈
信
〉
の
在
り

方
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
尼
の
行
状
が
『
延
命
地
蔵
菩
薩
経
』
が
説
く
「
抜

苦
与
楽
」
「
生
人
天
」
「
生
浄
土
」
を
求
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
極

楽
」
往
生
は
、
生
身
の
地
蔵
と
の
値
遇
を
こ
そ
一
途
に
求
め
た
、
そ
の
結
果
と
し
て

あ
る
の
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
多
く
の
地
蔵

説
話
が
前
者
を
語
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
2

値
遇
へ
の
一
途
な
願
い
が
自
ず
か
ら

『
大
方
広
十
論
経
』
第
一
・
序
品
に
説
か
れ
る
地
蔵
誓
願
中
の
「
称
地
蔵
菩
薩
名
号
、

一
心
帰
依
」
を
行
為
せ
し
め
、
そ
れ
が
「
生
浄
土
」
の
功
徳
を
も
た
ら
し
た
、
と
い

う
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
言
説
中
の
地
蔵
菩
薩
感
応
霊
験
語
の
ご
と
く
「
生
浄
土
」
の

た
め
の
「
称
地
蔵
菩
薩
名
号
、
一
心
帰
依
」
と
そ
の
功
徳
を
説
く
の
で
は
な
い
点
が

重
要
だ
ろ
う
。
話
宋
評
語
「
心
に
だ
に
も
深
念
じ
つ
れ
ば
仏
も
見
え
給
な
り
け
り
と

信
ず
ベ
し
」
は
こ
れ
に
か
か
わ
る
。
そ
こ
に
は
、
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
「
地
蔵
菩
薩
」

項
が
結
論
と
し
て
示
す
名
義
本
義
(
「
是
れ
蓋
し
地
中
の
伏
蔵
を
以
て
如
来
蔵
を
総
顕
せ

る
も
の
に
し
て
、
地
蔵
の
名
は
恐
ら
く
之
に
基
け
る
も
の
な
る
べ
く
、
若
し
然
り
と
せ
ば
此
の

菩
薩
は
即
ち
法
身
如
来
蔵
を
擬
人
化
せ
る
も
の
と
い
ふ
ベ
く
、
此
の
菩
薩
が
常
に
沙
門
の
形
を

作
し
、
六
道
衆
生
の
能
化
と
な
り
、
特
に
地
獄
に
入
り
て
極
苦
の
衆
生
を
利
益
し
、
未
来
際
を

尽
し
て
一
切
衆
生
を
成
熟
せ
ん
と
願
ず
と
云
ふ
は
、
比
白
即
ち
本
党
仏
性
の
内
的
活
働
を
母
国
説
せ

る
も
の
と
見
る
べ
き
が
如
し
」
)
を
も
勘
案
す
れ
ば
、
尼
の
「
本
党
仏
性
の
内
的
活
働
」

へ
の
合
意
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
宇
治
拾
遺
』
の
編
述
主
体
が
こ
の
第
十
六

話
を
通
し
て
〈
信
〉
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
を
聞
き
、
そ
れ
を
仏
教
言
説
と
は
異
な
る

形
で
改
め
て
間
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
、
博
打
が
悪
報

を
蒙
ら
ず
、
悪
徳
の
博
打
も
無
垢
の
一
心
帰
依
者
も
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
所
得
が
あ

っ
た
と
語
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
営
ま
れ
る
人
の
世
へ
の
洞
察
も
含
ま

れ
て
い
よ
う
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
〈
世
界
〉
を
、
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
の
因
果
論

を
も
っ
て
論
ず
る
仏
教
言
説
と
は
異
な
る
形
で
、
現
実
に
即
し
て
問
い
直
そ
う
と
し

た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
語
り
の
現
在
に
お
け
る
〈
信
〉
〈
世
界
〉
の
問

い
直
し
。
そ
の
表
現
志
向
は
、
真
観
に
お
け
る
「
幽
玄
」
へ
の
構
え
に
相
同
す
る
と

い
え
な
い
か
。
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同
様
の
表
現
志
向
は
『
宇
治
拾
遺
』
第
七
話
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
七
話

は
大
和
国
の
「
竜
門
」
に
住
持
す
る
僧
と
そ
の
生
活
を
扶
持
す
る
猟
者
を
め
ぐ
る
話

で
あ
る
。
僧
が
猟
者
に
狩
猟
、
つ
ま
り
殺
生
を
や
め
る
よ
う
に
忠
告
し
て
も
猟
師
は

一
向
に
聞
く
気
配
が
な
い
。
あ
る
時
、
猟
者
は
照
射
に
出
か
け
て
鹿
に
遭
遇
す
る
が
、

普
通
の
鹿
と
異
な
る
こ
と
に
気
づ
く
。



矢
比
に
ま
は
せ
よ
り
て
、
火
串
に
引
か
け
て
、
矢
を
は
げ
て
射
ん
と
て
、
弓
ふ

り
た
て
見
る
に
、
こ
の
鹿
の
目
の
聞
の
、
例
の
鹿
の
目
の
あ
は
ひ
よ
り
も
近
く

て
、
目
の
色
も
か
は
り
た
り
け
れ
ば
、
あ
や
し
と
思
て
、
弓
を
引
さ
し
て
、
よ

く
見
け
る
に
、
猶
、
あ
や
し
か
り
け
れ
ば
、
矢
を
は
づ
し
て
、
火
と
り
て
見
る

に
、
鹿
の
目
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
け
り
と
見
て
、
起
き
ば
起
き
よ
と
思
て
、
近
く

ま
は
し
よ
せ
て
見
れ
ば
、
身
は
一
ぢ
ゃ
う
の
革
に
て
あ
り
。
「
な
ほ
鹿
な
り
」

剖
可
対
矧
刈
剖
利
引
吋
剥
1
副
州
制
引
剖
引
川
村
岡
叶
剖
斗
引
叫
叫
引
引

よ
せ
て
見
る
に
、
法
師
の
か
し
ら
に
見
な
し
つ
。
「
こ
は
い
か
に
」
と
見
て
、

お
り
走
て
、
火
う
ち
ふ
き
て
、
し
ひ
を
り
と
て
み
れ
ば
、
こ
の
聖
の
、
目
う
ち

た
L

き
て
、
鹿
の
皮
を
引
か
づ
き
て
そ
ひ
臥
し
給
へ
り
。

猟
者
が
目
撃
し
た
の
は
鹿
で
は
な
く
、
鹿
の
皮
を
被
っ
た
僧
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に

驚
い
た
猟
者
は
僧
に
「
こ
は
い
か
に
」
と
尋
ね
る
。
と
、
僧
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
こ
は
い
か
に
、
か
く
て
は
、
お
は
し
ま
す
ぞ
」
と
言
へ
ば
、
ほ
ろ
/
¥
と
泣

き
て
、
「
わ
ぬ
し
が
、
制
す
る
事
を
聞
か
ず
、
い
た
く
こ
の
鹿
を
殺
す
。
我
、

鹿
に
か
は
り
て
、
殺
さ
れ
な
ば
、
さ
り
と
も
、
す
こ
し
は
と
Y
ま
り
な
ん
と
思

へ
ば
、
か
く
て
射
ら
れ
ん
と
し
て
お
る
な
り
。
口
惜
し
う
射
ざ
り
つ
』
と
の
給

ふ
に
、
(
後
略
)

猟
者
と
聖
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
説
話
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
(
『
宇
治
拾
遺
』
中

に
も
幾
つ
か
あ
る
)
。
鹿
の
皮
を
被
り
、
矢
で
打
た
れ
、
他
者
を
改
心
さ
せ
る
話
題
も

『
三
宝
絵
』
上
二
ニ
「
施
元
」
円
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
捨
身
の
他
者
救
済
と
い

う
点
で
は
、
法
隆
寺
「
玉
虫
厨
子
」
に
も
描
か
れ
て
著
名
な
捨
身
飼
虎
語
と
の
モ
テ

ィ
l
フ
の
一
致
が
重
要
だ
ろ
う
。

薩
唾
王
子
走
リ
返
テ
林
ノ
中
ニ
入
テ
虎
ノ
許
ト
ニ
至
ヌ
。
衣
モ
ヲ
脱
ス
テ
竹
ニ

係
ケ
テ
、
「
我
レ
法
子
ノ
諸
ノ
衆
生
ノ
為
ニ
無
上
道
ヲ
志
シ
求
ム
。
当
ニ
凡
夫

所
愛
ノ
身
ヲ
捨
テ
、
智
者
ノ
所
楽
ノ
大
慈
悲
ヲ
可
レ
受
」
ト
云
ヒ
テ
、
虎
ノ
前

ニ
行
テ
身
ヲ
任
テ
臥
シ
ヌ
。
慈
悲
ノ
カ
ニ
虎
更
ニ
寄
テ
不
食
ズ
。
文
念
ク
、
「
此

虎
ハ
疲
カ
レ
弱
ケ
レ
パ
、
我
レ
ヲ
難
食
ナ
ラ
ム
」
ト
念
ヒ
テ
、
起
テ
枯
タ
ル
竹

ヲ
取
テ
頚
ヲ
差
シ
テ
血
ヲ
出
シ
テ
、
又
虎
ノ
前
ニ
歩
ミ
近
付
ク
程
ニ
、
大
地
震

ヒ
動
ク
。
風
ノ
波
ヲ
上
グ
ル
ガ
如
シ
。
空
ノ
日
光
リ
無
シ
テ
諸
方
暗
シ
。
空
ノ

中
ヨ
リ
花
ヲ
雨
テ
林
ノ
間
ニ
乱
レ
落
ス
。
飢
タ
ル
虎
王
子
ノ
頚
ノ
下
ヨ
リ
血
ノ

流
ヲ
見
テ
、
血
ネ
ブ
リ
ツ
』
肉
ヲ
喰
ミ
骨
ヲ
残
セ
リ
。
二
人
ノ
兄
ノ
云
、
「
地

動
テ
日
光
失
ヘ
リ
。
花
雨
リ
テ
空
ニ
満
タ
リ
。
空
ニ
知
ヌ
、
比
ハ
弟
ノ
虎
ヲ
悲

テ
身
ヲ
投
ツ
ル
ナ
リ
」
ト
。
驚
疑
テ
走
リ
返
テ
見
レ
パ
、
弟
ノ
衣
モ
竹
ノ
上
ニ

係
レ
リ
。
血
ヲ
流
シ
テ
地
ヲ
潤
セ
リ
。
髪
ヲ
乱
リ
骨
残
リ
テ
香
カ
満
タ
リ
。
是

ヲ
見
ニ
心
迷
テ
骨
ノ
上
と
ピ
伏
ヌ
。
(
『
三
宝
絵
』
巻
上
「
藤
一
雄
主
子
」
)

自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
餓
虎
救
済
を
図
る
薩
唾
王
子
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
猟
師

を
救
お
う
と
し
て
自
身
を
打
た
せ
よ
う
と
す
る
竜
門
の
聖
の
姿
と
重
な
る
。

た
だ
し
、
薩
唾
王
子
と
竜
門
の
聖
と
で
は
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る
。
薩
埠
王

子
は
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
死
を
恐
れ
ず
、
虎
の
母
子
の
命
を
救
う
こ
と
に

一
心
に
な
っ
て
、
臆
す
る
こ
と
な
く
自
ら
の
身
を
虎
の
母
子
の
前
に
捧
げ
る
。
ま
た
、

臆
す
る
ど
こ
ろ
か
、
虎
の
母
子
が
自
分
の
身
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、

自
分
の
頭
を
竹
で
刺
し
て
血
を
流
し
、
食
べ
や
す
く
な
る
よ
う
に
計
ら
う
。
一
方
、

竜
門
の
聖
は
「
目
う
ち
た
』
き
て
、
鹿
の
皮
を
引
か
づ
き
て
そ
ひ
臥
」
す
ば
か
り
。

結
果
、
猟
師
が
異
変
に
気
づ
き
、
鹿
の
姿
を
し
た
聖
は
死
を
免
れ
る
。
つ
ま
り
、
聖

は
猟
師
を
救
済
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
本
話
が
語
ら
れ
た
の
は
こ
の
失
敗
の
故
で
あ
ろ
う
。
失
敗
を
語
る
の
は

も
ち
ろ
ん
僧
を
笑
う
た
め
で
は
な
い
。
第
七
話
の
結
末
部
で
は
、
上
の
引
用
の
後
半

部
に
あ
る
僧
の
仮
装
真
意
を
聞
い
た
猟
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

比
男
、
ふ
し
ま
ろ
び
、
泣
き
て
、
「
か
く
ま
で
お
ぼ
し
け
る
事
を
、
あ
な
が
ち

に
し
侍
け
る
事
」
と
て
、
そ
こ
に
て
、
万
を
ぬ
き
て
、
弓
た
ち
切
、
ゃ
な
ぐ
ひ
、

み
な
折
り
く
だ
き
て
、
本
烏
切
て
、
や
が
て
聖
に
具
し
て
、
法
師
に
成
て
、
聖

の
お
は
し
け
る
か
ぎ
り
、
聖
に
つ
か
は
れ
て
、
聖
、
失
せ
給
け
れ
ば
、
又
、
そ

( 9 ) 



こ
に
ぞ
お
こ
な
ひ
て
ゐ
た
り
け
る
と
な
ん
。

殺
生
堕
地
獄
の
悪
報
か
ら
猟
者
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
僧
の
思
い
の
強
さ
を
目
の
当

た
り
に
し
た
猟
師
は
、
発
心
し
て
そ
の
場
で
暑
を
切
り
出
家
を
決
意
す
る
。
捨
身
の

救
済
に
失
敗
し
た
僧
は
、
し
か
し
そ
の
慈
悲
行
の
尊
さ
を
も
っ
て
結
果
的
に
猟
師
を

救
済
し
え
た
の
で
あ
る
。

注
意
さ
れ
る
の
は
引
用
の
末
尾
三
行
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
傍
点
を
付
し
た
よ
う

に
、
僅
か
三
行
足
ら
ず
の
行
文
中
、
「
聖
」
と
い
う
語
が
四
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
は
、
出
家
後
の
猟
師
が
常
に
僧
と
行
動
を
共
に
し
て
い

た
様
子
を
よ
く
教
え
る
。
と
と
も
に
、
捨
身
の
慈
悲
行
に
挑
ん
だ
僧
の
「
聖
」
性
も

ま
た
よ
く
伝
え
る
。

こ
う
し
て
、
第
七
話
は
、
慈
悲
救
済
の
菩
薩
行
に
身
を
捧
げ
な
が
ら
も
そ
れ
を
仏

教
言
説
の
理
念
ど
お
り
に
は
実
現
し
得
な
い
末
代
現
世
の
、
そ
の
あ
り
う
べ
き
救
済

の
「
聖
」
性
を
語
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
、
『
宇
治
拾
遺
』
の
編
述
主
体
は
、
〈
慈

悲
〉
〈
救
済
〉
〈
聖
〉
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
を
聞
き
、
そ
れ
を
語
り
の
現
在
に
お
い
て

仏
教
言
説
と
は
異
な
る
形
で
改
め
℃
間
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
幽
玄
」
を
そ
の
今
に
問
い
直
す
真
観
の
表
現
志
向
と
の
相
向

性
を
窺
わ
せ
る
例
で
あ
る
。

園
、
お
わ
り
に

以
上
、
十
三
世
紀
中
葉
の
言
語
場
の
様
態
を
和
歌
世
界
の
歌
論
対
立
か
ら
検
証
し
、

同
期
成
立
の
『
宇
治
拾
遺
』
と
の
相
同
性
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
『
宇
治
拾
遺
』
の

表
現
性
の
位
相
を
窺
っ
た
。
も
あ
ろ
ん
、
和
歌
世
界
の
為
家
・
真
観
の
対
立
が
伝
え

て
い
る
の
は
言
語
場
の
一
局
面
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
『
宇
治
拾
遺
』
生
成
の
場

の
〈
可
能
性
の
空
間
〉

(
P
・
プ
ル
デ
ュ

l
)
に
関
与
す
る
こ
う
し
た
言
語
場
と
の
相

同
性
の
点
検
は
、
そ
の
表
現
性
を
特
化
し
な
い
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

テ
キ
ス
ト
生
成
の
時
空
間
を
構
成
す
る
言
語
場
の
諸
相
を
厚
み
を
も
っ
た
も
の
と
し

て
回
復
さ
せ
、
そ
こ
に
テ
キ
ス
ト
を
措
き
な
お
し
て
表
現
性
の
位
相
と
意
義
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

『
字
治
拾
遺
』
の
表
現
性
に
関
す
る
論
考
を
提
出
し
て
い
る
論
者
は
多
い
が
、
こ
こ
で

は
参
考
文
献
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
荒
木
浩
氏
、
小
峯
和
明
氏
、
佐
藤
晃
氏
、
竹
村
信

治
氏
、
森
正
人
氏
、
山
岡
敬
和
氏
の
名
を
挙
げ
て
お
く
。

2 

こ
こ
で
は
庚
回
収
氏
の
名
を
挙
げ
て
お
く
。

3 

こ
こ
で
い
う
「
言
語
場
」
と
い
う
考
え
方
は
、

P
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
来
日
し
た
際
の
次

の
提
言
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
(
共
に
引
用
は
、

P
-
ブ
ル
デ
ュ
l
(
石
田
英
敏
訳
)
他
「
セ
ミ
ナ

文
学
場
の
生
成
と
構
造
|
ピ
エ
i
ル
・
プ
ル
デ
ュ
l
を
迎
え
て
|
」
(
『
文
学
』
第
五
巻
一
号
、
一
九

九
四
年
一
月
)
)
。

(10 ) 

内
在
主
義
者
も
外
在
主
義
者
も
同
じ
誤
り
を
共
有
し
て
い
る
。
彼
ら
は
文
学
界
と
い
う

も
の
が
、
そ
れ
自
体
、
ひ
と
つ
の
社
会
的
現
実
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
で
す
。

ア
ン
ザ
ン
の
ス
ト
ラ
イ
キ
、
円
の
上
昇
、
フ
ラ
ン
の
下
落
と
、
文
学
と
の
問
に
は
、
言

う
な
ら
ば
、
不
可
避
的
と
も
雪
日
え
る
、
媒
介
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
私
が
〈
文
学
場
〉
と

呼
ぶ
も
の
な
の
で
す
。
〈
文
学
場
v
と
は
、
単
に
作
家
の
集
合
を
い
う
の
で
は
な
く
て
、

出
版
者
、
雑
誌
の
編
集
者
、
作
家
は
も
ち
ろ
ん
、
学
者
、
注
釈
者
、
批
評
家
、
な
ど
、

文
学
に
関
係
す
る
人
々
、
文
学
に
関
心
H
利
害
を
も
っ
人
々
の
総
体
の
問
に
結
ぼ
れ
る

客
観
的
諸
関
係
か
ら
な
る
空
間
の
こ
と
な
の
で
す
。

%
頁
)

文
学
生
産
の
主
体
は
、
〈
生
産
の
空
間
v
に
位
置
を
占
め
、
自
分
の
生
産
行
為
が
、
私
が
〈

可
能
性
の
空
間
〉
と
呼
ぶ
も
の
の
媒
介
を
通
し
て
、
〈
生
産
の
空
間
〉
の
総
体
を
参
照
す
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
の
作
者
な
の
で
す
。
〈
可
能
性
の
空
間
v
と
い
う
の
は
、
あ
る
生
産
者

(
H
作
者
)
が
〈
生
産
の
空
間
〉
に
出
現
す
る
時
点
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
諸
々
の
産



物

(
H
作
品
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
空
間
の
こ
と
な
の
で
す
。
(
中
略
一
引
用
者
)

〈
可
能
性
の
空
間
v
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
実
現
し
た
〈
可
能
性
の
空
間
v
、
プ
ラ

ス
「
何
を
す
べ
き
か
?
」
、
「
私
は
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
?
」
と
い
う
聞
い
、
な
の

で
す
。
(
中
略
一
引
用
者
)
生
産
者
は
、
或
る
時
点
に
お
い
て
そ
の
〈
生
産
の
空
間
〉
に
書

き
こ
ま
れ
て
い
る
〈
可
能
性
の
空
間
v
と
取
り
結
ぶ
関
係
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身

(
幻
・
兄
頁
)

4 

が
創
り
出
す
作
品
を
準
備
し
て
ゆ
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

〈
中
世
v
と
い
う
言
語
場
か
ら
『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
を
捉
え
直
そ
う
と
い
う
試
み
が

皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
駆
的
な
試
み
と
し
て
小
峯
和
明
『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表

現
時
空
』
(
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
)
が
あ
る
。
小
峯
氏
は
本
著
書
の
中
で
、
〈
猿
楽
〉
と

い
う
表
現
時
空
か
ら
、
『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
性
を
捉
え
直
そ
う
と
試
み
る
。

5 

代
表
的
な
論
考
と
し
て
は
、
井
上
宗
雄
「
真
観
を
め
ぐ
っ
て
|
鎌
倉
期
歌
壇
の
一
側
面
|
」

(
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
四
号
、

一
九
五
七
年
八
月
)
、
久
保
田
淳
「
為
家
と
光
俊
」
(
『
国
語

と
国
文
学
』
第
三
五
巻
五
号
、

一
九
五
八
年
五
月
)
、
①
福
田
秀

「
鎌
倉
中
期
歌
壇
史
に

お
け
る
反
御
子
左
派
の
活
動
と
業
績
(
上
ご
(
『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
一
巻
八
号
、
一
九

六
四
年
八
月
)
、
②
同
「
鎌
倉
中
期
歌
壇
史
に
お
け
る
反
御
子
左
派
の
活
動
と
業
績
(
下
ご

『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
一
巻
一
一
号
、

一
九
六
四
年
一
一
月
)
、
佐
藤
恒
雄
「
後
嵯
峨
院

の
時
代
と
そ
の
歌
壇
」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
四
巻
五
号
、

一
九
七
七
年
五
月
)
、
今
井

明
「
後
嵯
峨
院
歌
壇
成
立
の
一
側
面
」
(
『
鹿
児
島
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
五
号
、

九

O
年
三
月
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

6 

前
掲
注
5
佐
藤
恒
雄
氏
の
論
考
が
そ
の
先
駆
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
最

近
で
は
、
斉
藤
歩
「
理
想
と
し
て
の
「
後
嵯
峨
院
時
代
」
」
(
『
日
本
文
学
』
第
五
一
巻
二
号
、

二
O
O二
年
二
月
)
や
三
田
村
雅
子
「
〈
記
憶
〉
の
中
の
源
氏
物
語

(
9
)
後
嵯
峨
院
の
源
氏

物
語
」
(
『
新
潮
』
第
一

O
二
巻
三
号
、
二

O
O五
年
三
月
)
と
い
っ
た
論
考
、
遠
藤
基
郎
『
中

世
王
権
と
王
朝
儀
礼
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
二

O
O入
年
)
の
著
書
等
で
指
摘
さ
れ
て
い

る
7 

前
掲
注

5
久
保
田
論
文
。

九

8 

前
掲
注
5
今
井
論
文
。

9 

詳
細
は
前
掲
注
5
今
井
論
文
参
照
。

10 

「
春
日
若
宮
歌
合
」
の
参
加
者
、
ま
た
御
子
左
派
・
反
御
子
左
派
に
属
す
る
人
物
、
ど
ち

11 
ら
に
も
属
さ
な
い
中
立
的
な
人
物
の
識
別
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
5
福
田
①
論
文
に
詳
し
い
。

一
九
八
三
年
)
、
山

以
上
、
尼
ヶ
崎
彬
『
花
鳥
の
使
l
歌
の
道
の
詩
学

I
』
(
頚
草
書
房
、

頁
12 

『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
定
家
評
。

¥3 

『
源
承
和
歌
口
伝
』
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

撰
者
五
人
の
中
に
、
前
中
納
言
定
家
〈
子
時
四
品
v
、
ひ
と
り
和
歌
所
に
と
ゾ
ま
り
て
詞

を
あ
ら
た
め
し
る
せ
り
。
是
、
古
今
集
の
撰
者
の
中
に
、
貫
之
ひ
と
り
御
書
ど
こ
ろ
に

て
え
ら
び
定
め
た
て
ま
つ
れ
る
に
お
な
じ
。
其
後
、
後
堀
河
院
御
代
之
新
勅
擦
を
記
、

後
嵯
峨
院
御
時
、
前
大
納
言
為
家
続
後
撰
を
奏
す
る
に
い
た
る
ま
で
、
庭
の
を
し
へ
か

は
ら
ざ
り
し
を
、
右
大
弁
光
俊
朝
臣
〈
法
名
真
観
〉
寛
喜
貞
永
の
比
よ
り
、
当
家
の
門
弟

( 1l ) 

と
し
て
、
歌
人
に
つ
ら
な
り
て
、
石
清
水
別
当
品
川
首
歌
〈
子
時
右
少
弁
〉
洞
院
摂
政
家
百

首
相
対
に
度
々
の
歌
合
〈
干
時
右
中
弁
〉
当
家
百
首
を
詠
め
り
。

ま
た
佐
藤
恒
雄
氏
は
「
藤
原
光
俊
伝
考
l
出
家
ま
で
|
(
下
ご
(
『
中
世
文
学
研
究
』
第
九

号、

一
九
八
三
年
八
月
)
の
中
で
、
次
の
記
事
を
挙
げ
る
。

未
時
許
右
少
使
門
前
控
レ
軒
。
依
レ
告
物
詣
由
帰
云
々
。
依
二
好
土
之
数
奇
二
毎
年
程
駕
。

過

分

之

芳

志

也

。

(

『

明

月

記

』

寛

喜

三

C
M出
〉
年
正
月
二
日
条
)

そ
の
上
で
、
「
「
好
士
の
数
奇
」
と
は
、
和
歌
の
好
士
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
然
和
歌
に
関
す
る

教
え
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
(
制
頁
)
と
述
べ
る
。

14 

例
え
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
(
地
蔵
霊
験
感
応
詩
集
成
)
の
冒
頭
第
一
話
は
次
の

よ
う
に
始
ま
る
。

今
昔
、
西
ノ
京
ノ
辺
ニ
住
ム
僧
有
ケ
リ
、
道
心
有
ケ
レ
パ
、
殺
ニ
仏
ノ
道
ヲ
行
ヒ
ケ
リ
。

其
ノ
中
ニ
モ
、
年
来
、
殊
ニ
一
地
蔵
菩
薩
ニ
仕
テ
、
願
ヒ
思
ヒ
ケ
ル
様
、
「
我
レ
、
此
ノ
身

乍
ラ
釦
身
ノ
地
蔵
ニ
値
遇
シ
奉
テ
、
必
ズ
引
接
ヲ
蒙
ラ
ム
」
ト
。



15 

「
施
元
」
の
話
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

子
レ
時
ニ
祖
水
ヲ
楽
ヒ
乞
フ
。
谷
ニ
行
テ
此
レ
ヲ
汲
パ
、
鹿
ノ
皮
ノ
衣
ヲ
着
テ
、
瓶
ヲ
持

テ
カ
ガ
マ
リ
テ
汲
ム
ニ
、
鹿
シ
、
集
テ
水
ヲ
飲
ム
ニ
相
ヒ
交
テ
形
同
ジ
。
時
ニ
国
王
山

ニ
狩
ヲ
為
テ
、
鹿
シ
、
ヲ
見
テ
即
チ
射
ル
ニ
、
誤
テ
施
元
ガ
胸
ニ
当
リ
ヌ
。
(
中
略
い
引

用
者
)
施
元
申
シ
テ
云
ク
、
「
若
シ
恩
ヲ
報
ム
ト
オ
ボ
サ
パ
、
早
ク
国
ニ
返
リ
給
テ
、
人

ヲ
憐
ビ
給
テ
、
皆
勧
メ
テ
戒
ヲ
令
持
給
へ
。
玉
又
狩
シ
給
フ
事
莫
レ
。
此
ノ
世
ニ
モ
命

不
安
ズ
、
後
ノ
世
ニ
モ
地
獄
ニ
入
ル
、
昔
玉
一
切
ノ
功
徳
ヲ
作
テ
、
今
回
ノ
位
ヲ
得
給

ヘ
リ
。
心
ニ
伝
セ
テ
愚
カ
ニ
頑
ハ
カ
ナ
ク
、
窓
ニ
罪
ヲ
作
リ
給
フ
事
莫
」
ト
申
ス
。
国

玉
大
キ
ニ
悔
イ
給
ヒ
テ
、
「
自
今
リ
後
ニ
ハ
、
汝
ガ
如
教
ニ
有
ラ
ム
」(

『
三
宝
絵
』
巻
上
「
施
元
」
}

※
本
文
引
用
の
依
拠
文
献
は
次
の
通
り
。

一
部
、
読
解
の
便
宜
上
、
表
記
を
私
に
改
め
た
。

-
『
院
御
歌
合
』
、
『
万
葉
集
』
、
『
草
根
集
』
、
『
順
徳
院
御
集
』
、
『
百
首
歌
合
』
・
:
新
編
国
歌
大

(12 ) 

観
(
角
川
書
庖
刊
)

・
『
詠
歌
一
体
』
・
:
日
本
歌
学
大
系
(
風
間
書
房
刊
)

-
『
近
代
秀
歌
』
・
:
日
本
古
典
文
学
金
集
(
小
学
館
刊
)

-
『
簸
河
上
』
:
・
中
川
博
夫
「
校
本
『
簸
河
上
』
」
(
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
二
二
号
、

一
九
九
六
年
三
月
)

-
『
日
本
書
紀
』
・
:
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
(
小
学
館
刊
)

-
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
、
『
三
宝
絵
』
:
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
(
岩
波
書
庖
刊
)

-
『
延
命
地
蔵
菩
薩
経
』
:
・
国
訳
一
切
経
(
大
東
出
版
刊
)(

神
戸
龍
谷
中
学
校
高
等
学
校
講
師
)


