
  
  

は
じ
め
に 

 『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
と
蓬
生
巻
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
末
摘
花
の
物

語
を
概
観
し
て
み
る
と
、
末
摘
花
巻
に
零
落
し
た
宮
家
の
姫
君
の
末
摘
花
が

世
に
も
て
は
や
さ
れ
る
貴
公
子
の
光
源
氏
に
見
出
さ
れ
、
亡
き
父
常
陸
宮
か

ら
継
い
だ
邸
も
貧
し
い
窮
境
か
ら
脱
し
て
好
遇
さ
れ
、
の
ち
蓬
生
巻
に
至
っ

て
は
、
光
源
氏
の
須
磨
謫
居
と
政
権
復
帰
の
間
で
末
摘
花
が
忘
れ
ら
れ
、
常

陸
宮
邸
も
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
彼
女
が
い
ろ
ん
な
困
窮
を
乗
り
越
え 

て
父
の
遺
し
た
邸
を
守
り
続
け
、
一
途
に
光
源
氏
を
待
ち
続
け
た
末
に
、
よ

う
や
く
光
源
氏
と
再
会
し
、
以
前
に
も
ま
し
て
恩
恵
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
い
う
事
の
成
り
行
き
が
基
本
的
に
把
握
さ
れ
る
。 

末
摘
花
の
物
語
で
は
、
父
を
失
い
、
零
落
し
た
邸
に
寂
し
く
暮
ら
す
姫
君

の
末
摘
花
と
、
恩
恵
を
授
け
、
庇
護
を
与
え
る
光
源
氏
の
人
物
造
型
の
対
照

が
鮮
明
に
見
受
け
ら
れ
る
。
末
摘
花
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
常
陸
宮
邸
に
仕

え
る
人
た
ち
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
光
源
氏
は
生
涯
の
頼
み
と
な
る
べ
き
大

い
な
る
存
在
に
違
い
な
い
と
言
え
る
。
物
語
の
書
き
方
に
即
し
て
見
れ
ば
、 

    

蓬
生
巻
で
は
光
源
氏
が
神
仏
や
仏
菩
薩
に
も
比
す
べ
き
存
在
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
場
面
が
三
つ
あ
る
。 

①
巻
の
冒
頭
に
、「
古
き
女
ば
ら
な
ど
」
が
光
源
氏
を
崇
め
て
、「
お
ぼ

え
ず
神
仏
の
現
れ
た
ま
へ
ら
む
や
う
な
り
し
御
心
ば
へ
に
、 

か
か
る

よ
す
が
も
人
は
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
と
あ
り
が
た
う
見
た

て
ま
つ
り
し
」
こ
と
を
口
に
す
る
。（
蓬
生
②
三
二
六
～
三
二
七
頁
）

（
１
） 

②
巻
の
中
盤
に
、
末
摘
花
の
叔
母
大
弐
の
北
の
方
が
心
中
に
末
摘
花
を

貶
し
て
、「
仏
、聖
も
罪
軽
き
を
こ
そ
導
き
よ
く
し
た
ま
ふ
な
れ
、か

か
る
御
あ
り
さ
ま
に
て
、
た
け
く
世
を
思
し
、
宮
、
上
な
ど
の
お
は

せ
し
時
の
ま
ま
に
な
ら
ひ
た
ま
へ
る
御
心
お
ご
り
の
い
と
ほ
し
き
こ

と
」
と
思
っ
て
い
る
。（
蓬
生
②
三
三
五
頁
） 

 
 

③
末
摘
花
と
叔
母
大
弐
の
北
の
方
の
く
だ
り
の
挿
話
と
し
て
、
末
摘
花 

の
兄
の
禅
師
が
光
源
氏
の
催
す
桐
壺
院
追
善
の
御
八
講
か
ら
の
帰
り 

道
に
常
陸
宮
邸
に
立
ち
寄
っ
て
、「
い
と
か
し
こ
う
、生
け
る
浄
土
の 

飾
り
に
劣
ら
ず
い
か
め
し
う
お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も
の
限
り
を
な
む 

『
源
氏
物
語
』
蓬
生
巻
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
を
読
む 

―
末
摘
花
巻
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
― 

竺 

銀
児
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し
た
ま
ひ
つ
る
。
仏
、
菩
薩
の
変
化
の
身
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ふ
め 

れ
。
五
つ
の
濁
り
深
き
世
に
な
ど
て
生
ま
れ
た
ま
ひ
け
む
」
と
法
会 

の
盛
況
を
伝
え
て
光
源
氏
を
褒
め
称
え
る
。（
蓬
生
②
三
三
七
頁
） 

三
角
洋
一
氏
は
「
蓬
生
巻
の
短
編
的
手
法
（
一
）」（

２
）

で
こ
の
三
つ
の
場

面
を
取
り
上
げ
て
、 

「（
古
き
）
女
ば
ら
」、
大
弐
の
北
の
方
、
禅
師
と
、
末
摘
花
を
取
り
巻

く
人
々
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
思
わ
く
か
ら
源
氏
を
仏
（
釈
尊
）
に
な
ぞ

ら
え
た
う
え
で
、
あ
が
め
た
り
、
け
な
し
た
り
、
ま
た
ほ
め
た
た
え
た

り
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
よ
そ
え
は
も
は
や
蓬
生
巻
を
語
り

す
す
め
る
方
法
の
あ
ら
わ
れ
と
見
な
す
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

と
指
摘
し
て
い
る
。
光
源
氏
が
三
度
も
神
仏
や
仏
菩
薩
に
見
立
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
蓬
生
巻
の
末
摘
花
の
物
語
を
読
み
解
く
上
で
看
過
で
き
な
い
設

定
と
考
え
ら
れ
る
。 

②
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
蔵
中
し
の
ぶ
氏
は
「
普
賢
菩
薩
と
普
賢
菩
薩
の

乗
り
物
」（

３
）で

兄
の
禅
師
の
話
を
聞
い
た
末
摘
花
の
心
理
に
も
注
目
し
て
い

る
。
兄
の
禅
師
か
ら
法
会
の
盛
況
と
「
仏
、
菩
薩
の
変
化
の
身
」
に
類
す
る

光
源
氏
の
美
質
を
聞
か
さ
れ
る
末
摘
花
は
、 

 
 

さ
て
も
、か
ば
か
り
つ
た
な
き
身
の
あ
り
さ
ま
を
、 

あ
は
れ
に
お
ぼ
つ

か
な
く
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
は
、
心
憂
の
仏
、
菩
薩
や
（
蓬
生
②
三
三
七

頁
） 

と
悲
し
く
思
う
の
み
で
あ
る
。末
摘
花
の
こ
の
心
内
に
つ
い
て
、蔵
中
氏
は
、 

末
摘
花
に
と
っ
て
源
氏
は
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
（
蓬
生
巻
）
で
あ
り
、

一
方
の
源
氏
か
ら
見
れ
ば
末
摘
花
は
「
普
賢
菩
薩
の
乗
り
物
」
（
末
摘

花
巻
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
救
う
者
と
救
わ
れ
る
者
と
の
絶
対
的
隔
絶

を
示
す
構
図
で
も
あ
る
。 

と
評
し
て
い
る
。 

末
摘
花
が
末
摘
花
巻
の
後
朝
の
雪
見
の
場
面
で
は
じ
め
て
光
源
氏
に
そ
の

尋
常
な
ら
ぬ
醜
貌
を
見
掛
け
ら
れ
、
そ
の
鼻
が
光
源
氏
の
心
中
に
、 

普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
。
あ
さ
ま
し
う
高
う
の
び
ら
か
に
、
先
の

方
す
こ
し
垂
り
て
色
づ
き
た
る
こ
と
、
こ
と
の
ほ
か
に
う
た
て
あ
り
。

（
末
摘
花
①
二
九
二
頁
） 

と「
普
賢
菩
薩
の
乗
り
物
」、即
ち
普
賢
菩
薩
の
乗
る
白
象
に
な
ぞ
え
ら
れ
、

格
別
に
醜
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
が
読
者
の
誰
に
も
印
象
深
い
情
景
で

あ
ろ
う
。 

「
か
か
る
人
々
の
末
々
い
か
な
り
け
む
」
で
収
束
さ
れ
る
末
摘
花
巻
か
ら

巻
を
下
っ
て
光
源
氏
の
人
生
の
重
大
な
転
換
期
の
須
磨
巻
・
明
石
巻
を
へ
、

よ
う
や
く
蓬
生
巻
に
末
摘
花
の
物
語
の
後
日
談
が
語
ら
れ
る
が
、
妙
な
こ
と

に
も
今
度
は
末
摘
花
の
ほ
う
が
光
源
氏
を
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
と
心
中
に
思

い
描
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

蓬
生
巻
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
と
末
摘
花
巻
「
普
賢
菩
薩
の
乗
り
物
」
の
見
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立
て
の
対
照
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
蔵
中
し
の
ぶ

氏
は
「
救
う
者
と
救
わ
れ
る
者
と
の
絶
対
的
隔
絶
を
示
す
構
図
」
と
提
示
し

て
い
る
が
、
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
と
「
普
賢
菩
薩
の
乗
り
物
」
の
間
に
ど
う

い
う
ふ
う
に
「
救
う
者
と
救
わ
れ
る
者
」
の
構
図
が
読
み
取
れ
る
の
か
が
疑

問
で
あ
る
。
氏
は
具
体
的
に
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
は
及
ん
で
い
な
い
。 

本
稿
は
三
角
氏
と
蔵
中
氏
の
論
に
触
れ
ら
れ
る
、
兄
の
禅
師
が
末
摘
花
の

も
と
を
訪
ね
て
光
源
氏
主
催
の
御
八
講
の
様
子
を
伝
え
る
場
面
を
読
み
直
し

て
、蓬
生
巻「
心
憂
の
仏
菩
薩
」の
見
立
て
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、

末
摘
花
巻
「
普
賢
菩
薩
の
乗
り
物
」
の
見
立
て
と
の
関
連
性
を
読
み
解
い
て

い
き
た
い
。 

 

一 

忘
れ
ら
れ
た
末
摘
花
に
つ
い
て 

 
 

「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
の
見
立
て
に
関
わ
る
文
脈
を
全
体
的
に
確
認
す
る
た

め
に
、
重
複
を
厭
わ
ず
、
兄
の
禅
師
が
光
源
氏
主
催
の
御
八
講
の
帰
途
に
末

摘
花
の
住
ま
い
に
立
ち
寄
る
く
だ
り
を
全
部
掲
げ
て
お
く
。 

冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
い
と
ど
か
き
つ
か
む
方
な
く
悲
し
げ
に
な
が

め
過
ご
し
た
ま
ふ
。
か
の
殿
に
は
、
故
院
の
御
料
の
御
八
講
、
世
の
中

ゆ
す
り
て
し
た
ま
ふ
。
こ
と
に
僧
な
ど
は
、
な
べ
て
の
は
召
さ
ず
、
才

す
ぐ
れ
行
ひ
に
し
み
尊
き
か
ぎ
り
を
選
ら
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
禅

師
の
君
参
り
た
ま
へ
り
け
り
。
帰
り
ざ
ま
に
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
て
、

禅
師

「
し
か
じ
か
。
権
大
納
言
殿
の
御
八
講
に
参
り
て
は
べ
り
つ
る
な
り
。

い
と
か
し
こ
う
、
生
け
る
浄
土
の
飾
り
に
劣
ら
ず
い
か
め
し
う
お
も
し

ろ
き
こ
と
ど
も
の
限
り
を
な
む
し
た
ま
ひ
つ
る
。
仏
、
菩
薩
の
変
化
の

身
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
。
五
つ
の
濁
り
深
き
世
に
な
ど
て
生
ま

れ
た
ま
ひ
け
む
」
と
言
ひ
て
、
や
が
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
言
少
な
に
、

世
の
人
に
似
ぬ
御
あ
は
ひ
に
て
、
か
ひ
な
き
世
の
物
語
を
だ
に
え
聞
こ

え
あ
は
せ
た
ま
は
ず
。
さ
て
も
、
か
ば
か
り
つ
た
な
き
身
の
あ
り
さ
ま

を
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
つ
か
な
く
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
は
、
心
憂
の
仏
、
菩

薩
や
、
と
つ
ら
う
お
ぼ
ゆ
る
を
、
げ
に
限
り
な
め
り
と
や
う
や
う
思
ひ

な
り
た
ま
ふ
に
、大
弐
の
北
の
方
に
は
か
に
来
た
り
。（
蓬
生
②
三
三
七

～
三
三
八
頁
） 

 

大
意
を
述
べ
る
と
、
桐
壺
院
追
善
の
御
八
講
に
人
並
み
な
ら
ぬ
、
学
識
の

優
れ
る
高
徳
の
僧
た
ち
が
残
ら
ず
選
ば
れ
、
末
摘
花
の
兄
の
禅
師
も
参
列
し

た
。
そ
の
帰
り
際
に
、
兄
の
禅
師
が
末
摘
花
の
住
ま
い
に
立
ち
寄
り
、
真
実

の
極
楽
浄
土
の
荘
厳
に
も
劣
ら
ぬ
法
会
の
盛
況
を
伝
え
、
光
源
氏
が
ま
さ
に

仏
菩
薩
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
褒
め
称
え
、
末
摘
花
と
は
世
間
並
み
に
話
も
交

わ
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
い
っ
た
。
後
に
残
さ
れ
た
末
摘
花
は
自
分
が
不

運
の
身
で
悲
し
く
頼
り
も
な
く
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
源
氏
の
君

が
何
も
知
ら
ず
に
過
ご
し
て
い
る
の
は
な
ん
と
情
け
な
い
仏
菩
薩
だ
ろ
う
と
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つ
ら
く
感
じ
て
二
人
の
ご
縁
を
次
第
に
諦
め
て
い
る
う
ち
に
、
に
わ
か
に
叔

母
の
大
弐
の
北
の
方
が
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
次
第
で
あ
る
。 

 

冒
頭
に
「
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
い
と
ど
か
き
つ
か
む
方
な
く
悲
し
げ

に
な
が
め
過
ご
し
た
ま
ふ
」
と
冬
を
迎
え
る
常
陸
宮
邸
の
窮
況
が
末
摘
花
巻

の
雪
の
夜
と
そ
の
翌
朝
に
光
源
氏
が
目
に
し
た
邸
の
仕
え
人
た
ち
の
貧
し
い

様
相
を
回
想
さ
せ
る
。
そ
の
雪
の
夜
と
朝
を
経
験
し
た
光
源
氏
が
末
摘
花
と

邸
の
人
た
ち
に
心
配
り
を
し
て
生
活
の
援
助
を
し
た
の
で
あ
る
。
蓬
生
巻
の

こ
の
冬
の
時
期
に
な
る
と
、
末
摘
花
は
光
源
氏
が
自
分
の
苦
境
を
知
ら
ず
に

過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
し
か
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の

光
源
氏
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
先
に
大
弐
の
北
の
方
が
末
摘
花
を
自
分
の
娘

た
ち
の
召
使
に
す
る
企
て
で
と
も
に
夫
の
任
地
に
下
向
す
る
こ
と
を
勧
誘
す

る
く
だ
り
で
、 

 
 

さ
る
ほ
ど
に
、
げ
に
世
の
中
に
赦
さ
れ
た
ま
ひ
て
、
都
に
帰
り
た
ま
ふ

と
天
の
下
の
よ
ろ
こ
び
に
て
立
ち
騒
ぐ
。
我
も
い
か
で
人
よ
り
先
に
深

き
心
ざ
し
を
御
覧
ぜ
ら
れ
ん
と
の
み
思
ひ
き
ほ
ふ
男
女
に
つ
け
て
、 
高

き
を
も
下
れ
る
を
も
、
人
の
心
ば
へ
を
見
た
ま
ふ
に
、
あ
は
れ
に
思
し

知
る
こ
と
さ
ま
ざ
ま
な
り
。
か
や
う
に
あ
わ
た
た
し
き
ほ
ど
に
、
さ
ら

に
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
気
色
見
え
で
月
日
経
ぬ
。（
蓬
生
②
三
三
四
頁
） 

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
政
界
に
復
帰
し
た
光
源
氏
の
権
勢
を
仰
い
で
人
々
が

我
先
に
競
っ
て
誠
意
を
見
せ
付
け
る
世
の
熱
狂
ぶ
り
の
中
、
光
源
氏
の
ほ
う

に
は
末
摘
花
の
こ
と
が
ま
っ
た
く
思
い
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
末
摘

花
が
忘
れ
ら
れ
た
要
因
の
一
つ
に
は
、
彼
女
が
名
利
に
競
う
時
世
の
中
に
取

り
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
蓬
生
巻
に

は
も
う
一
つ
肝
心
な
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

末
摘
花
が
光
源
氏
を
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
と
思
い
諦
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

叔
母
の
大
弐
の
北
の
方
が
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
大
弐
の
北
の
方
が
末
摘
花

に
親
し
く
仕
え
る
侍
従
を
連
れ
去
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
雪
に

埋
も
れ
、
仕
え
人
が
ほ
と
ん
ど
跡
を
絶
っ
た
邸
に
寂
し
く
過
ご
す
末
摘
花
の

日
々
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
に
、
光
源
氏
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
触
れ
て
、 

 
 

か
の
殿
に
は
、
め
づ
ら
し
人
に
、
い
と
ど
も
の
騒
が
し
き
御
あ
り
さ
ま

に
て
、
い
と
や
む
ご
と
な
く
思
さ
れ
ぬ
所
ど
こ
ろ
に
は
わ
ざ
と
も
え
訪

れ
た
ま
は
ず
。
ま
し
て
、
そ
の
人
は
ま
だ
世
に
や
お
は
す
ら
む
と
ば
か

り
思
し
出
づ
る
を
り
も
あ
れ
ど
、
た
づ
ね
た
ま
ふ
べ
き
御
心
ざ
し
も
急

が
で
あ
り
経
る
に
、
年
か
は
り
ぬ
。（
蓬
生
②
三
四
三
～
三
四
四
頁
） 

と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
が
二
条
院
の
自
邸
に
住
ま
う
紫
の
上
に 

気
が
向
く
ば
か
り
で
、
さ
ほ
ど
思
わ
ぬ
女
君
た
ち
の
と
こ
ろ
に
は
訪
れ
る
余 

裕
も
な
い
と
い
う
。そ
し
て
、末
摘
花
の
こ
と
に
至
っ
て
は
、「
ま
し
て
、そ 

の
人
は
ま
だ
世
に
や
お
は
す
ら
む
と
ば
か
り
思
し
出
づ
る
を
り
も
あ
れ
ど
」 

と
光
源
氏
の
心
中
が
仄
め
か
さ
れ
、
光
源
氏
の
末
摘
花
へ
の
思
い
の
浅
さ
が 

目
に
見
え
て
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
の
心
中
に
お
け
る
「
め
づ
ら
し 
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人
」
の
紫
の
上
と
「
ま
し
て
、
そ
の
人
」
の
末
摘
花
が
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス 

ト
を
な
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
こ
の
対
照
性
に
関
し
て
は
、
末
摘
花
巻 

の
巻
末
に
書
き
添
え
ら
れ
る
、
光
源
氏
が
末
摘
花
の
絵
を
描
い
て
若
紫
と
戯 

れ
る
場
面
が
思
い
合
わ
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

末
摘
花
巻
で
は
、
常
陸
宮
邸
に
雪
の
夜
と
朝
を
経
験
し
た
光
源
氏
は
邸
の 

人
々
の
貧
窮
さ
を
思
い
や
っ
て
末
摘
花
を
厚
遇
し
た
が
、
雪
の
朝
に
彼
女
の 

醜
い
容
姿
を
目
に
し
た
光
源
氏
は
大
い
に
驚
か
さ
れ
、
そ
の
後
は
「
な
つ
か 

し
き
色
と
も
な
し
に
何
に
こ
の
す
ゑ
つ
む
花
を
袖
に
ふ
れ
け
む
」（
末
摘
花
① 

三
〇
〇
頁
）、「
紅
の
花
ぞ
あ
や
な
く
う
と
ま
る
る
梅
の
立
ち
枝
は
な
つ
か
し 

け
れ
ど
」（
末
摘
花
①
三
〇
七
頁
）と
末
摘
花
の「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ 

ゆ
」
る
赤
い
鼻
を
詠
ん
だ
歌
に
見
え
る
よ
う
に
、
光
源
氏
は
あ
く
ま
で
も
末 

摘
花
の
醜
さ
に
拘
り
続
け
、彼
女
と
の
出
逢
い
を
後
悔
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
光
源
氏
の
内
心
が
末
摘
花
巻
の
巻
末
に
、末
摘
花
の
絵
を
描
い

て
若
紫
と
戯
れ
る
場
面
に
極
端
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
面

で
は
、
光
源
氏
の
目
に
映
る
若
紫
が
「
い
と
も
う
つ
く
し
き
片
生
ひ
」、「
い

み
じ
う
ら
う
た
し
」、「
う
つ
く
し
う
き
よ
ら
な
り
」（
末
摘
花
①
三
〇
五
頁
）

と
畳
み
掛
け
て
賛
美
さ
れ
る
に
対
し
て
、
末
摘
花
の
ほ
う
は
「
髪
い
と
長
き

女
を
描
き
た
ま
ひ
て
、
鼻
に
紅
を
つ
け
て
見
た
ま
ふ
に
、
絵
に
描
き
て
も
見

ま
う
き
さ
ま
し
た
り
」（
末
摘
花
①
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
）と
絵
に
描
い
て
見

て
も
厭
わ
し
い
あ
り
さ
ま
で
あ
る
と
疎
ま
れ
る
一
方
で
あ
る
。 

 

末
摘
花
の
醜
さ
を
象
徴
す
る
赤
い
鼻
に
焦
点
を
当
て
、
蓬
生
巻
に
戻
っ
て

見
る
と
、「
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
」と
語
り
出
さ
れ
る
兄
の
禅
師
が
来
訪
す

る
挿
話
の
直
前
に
、 

音
泣
き
が
ち
に
、
い
と
ど
思
し
沈
み
た
る
は
、
た
だ
山
人
の
赤
き
木
の

実
ひ
と
つ
を
顔
に
放
た
ぬ
と
見
え
た
ま
ふ
御
側
目
な
ど
は
、
お
ぼ
ろ
け

の
人
の
見
た
て
ま
つ
り
ゆ
る
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
か
し
。
く
は
し
く
は

聞
こ
え
じ
、
い
と
ほ
し
う
も
の
言
ひ
さ
が
な
き
や
う
な
り
。
（
蓬
生
②

三
三
六
頁
） 

と
末
摘
花
の
赤
い
鼻
が
巻
々
の
経
過
を
隔
て
て
も
再
び
記
憶
に
呼
び
起
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
看
過
で
き
な
い
。「
山
人
の
赤
き
木
の
実
ひ
と
つ
を
顔
に
放

た
ぬ
と
見
え
た
ま
ふ
御
側
目
」
と
い
う
酷
な
描
写
が
ま
さ
に
末
摘
花
巻
の
巻

末
に
「
髪
い
と
長
き
女
を
描
き
た
ま
ひ
て
、
鼻
に
紅
を
つ
け
て
見
た
ま
ふ
」

と
光
源
氏
が
戯
れ
に
描
い
た
絵
の
あ
り
さ
ま
を
強
く
思
い
出
さ
せ
る
と
こ
ろ

と
思
わ
れ
る
。ま
た
、「
く
は
し
く
は
聞
こ
え
じ
、い
と
ほ
し
う
も
の
言
ひ
さ

が
な
き
や
う
な
り
」
と
い
う
語
り
口
が
余
計
に
「
絵
に
描
き
て
も
見
ま
う
き

さ
ま
し
た
り
」
と
嫌
が
る
光
源
氏
の
心
情
を
蘇
ら
せ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 

 
こ
の
よ
う
に
、
蓬
生
巻
に
末
摘
花
が
忘
れ
ら
れ
た
も
う
一
つ
肝
心
な
理
由

は
、
光
源
氏
が
「
め
づ
ら
し
人
」
の
紫
の
上
に
心
惹
か
れ
る
一
方
で
、
醜
く

疎
ま
し
く
思
わ
れ
る
末
摘
花
を
相
手
に
す
る
気
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
理
由
に
お
い
て
は
、
末
摘
花
の
「
普
賢
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菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
」
る
赤
い
鼻
が
文
脈
を
繋
ぐ
重
要
な
設
定
で
あ
る
と

看
取
さ
れ
る
。こ
こ
で
は
、「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」の
見
立
て
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。 

周
知
の
よ
う
に
、「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」の
見
立
て
は『
觀
普
賢
菩
薩
行
法

経
』
に
拠
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
こ

の
見
立
て
は
読
者
の
興
味
を
そ
そ
る
表
現
と
は
い
え
、
仏
法
と
の
関
わ
り
が

示
さ
れ
て
い
る
限
り
、平
安
時
代
で
は
、作
者
も
読
者
も
末
摘
花
の
鼻
を「
普

賢
菩
薩
の
乗
物
」
に
よ
そ
え
る
こ
と
を
や
す
や
す
と
面
白
が
っ
て
戯
れ
る
こ

と
が
憚
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
末
摘
花
の
巻
末
に
光
源
氏
が
「
鼻
に
紅
を
つ

け
て
」末
摘
花
の
絵
を
描
き
、若
紫
と
戯
れ
る
場
面
こ
そ
書
か
れ
て
い
る
が
、

光
源
氏
が
「
な
つ
か
し
き
色
と
も
な
し
に
何
に
こ
の
す
ゑ
つ
む
花
を
袖
に
ふ

れ
け
む
」
と
詠
ん
だ
時
点
で
、
末
摘
花
の
赤
い
鼻
の
イ
メ
ー
ジ
は
既
に
「
す

ゑ
つ
む
花
」
＝
「
紅
花
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
末
摘
花
巻

の
終
わ
り
に
光
源
氏
が
ま
た
紅
梅
を
眺
め
て
末
摘
花
の
赤
い
鼻
を
連
想
し
、

「
紅
の
花
ぞ
あ
や
な
く
う
と
ま
る
る
梅
の
立
ち
枝
は
な
つ
か
し
け
れ
ど
」
の

歌
を
詠
ん
だ
が
、末
摘
花
の
赤
い
鼻
の
印
象
づ
け
と
し
て
は
、「
紅
花
」か
ら

「
紅
の
花
」へ
の
イ
メ
ー
ジ
の
敷
衍
と
見
受
け
ら
れ
る
。も
っ
と
も
、「
末
摘

花
」
が
巻
名
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
末
摘
花
の
赤
い
鼻
が
最
初
に
目
に
映

る
、
雪
の
朝
の
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
」
る
イ
メ
ー
ジ
が
暗
黙
の
う

ち
に
隠
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

か
く
し
て
、
末
摘
花
の
赤
い
鼻
が
「
末
摘
花
」
＝
「
紅
花
」、「
紅
の
花
」

と
い
う
赤
い
花
に
結
び
付
け
ら
れ
、
光
源
氏
に
疎
ま
れ
る
一
方
で
、
絵
に
描

い
て
戯
れ
る
対
象
に
さ
え
扱
わ
れ
て
い
た
。 

さ
て
、
末
摘
花
の
赤
い
鼻
の
初
印
象
を
作
る
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」
の
見

立
て
は
単
に
読
者
の
興
味
を
そ
そ
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
末
摘
花
の
赤
い
鼻
を
見
顕
わ
し
た
光
源
氏
の
驚
異
を

際
立
た
せ
る
た
め
の
表
現
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
光
源
氏
の
視
点
か
ら
見

ら
れ
る
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
」
る
鼻
の
様
子
が
地
の
文
で
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
示
唆
的
で
あ
る
。
単
純
に
光
源
氏
の
内
心
を
書
き
出
し
た
と

こ
ろ
と
読
み
取
れ
る
一
方
、
幾
分
作
者
の
仕
掛
け
を
匂
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
も

あ
る
。
こ
こ
は
作
者
の
仏
教
素
養
が
生
か
さ
れ
、
あ
る
い
は
読
者
の
仏
教
的

学
び
が
試
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
い
う
可
能
性
も
検
討
に
付
し
て
し
か
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」の
見
立
て
に
関
わ
る『
觀
普
賢
菩
薩
行
法
経
』

の
経
文
を
繙
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。 

 

二 

「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」
と
「
理
の
懺
悔
」
に
つ
い
て 

 「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
。
あ
さ
ま
し
う
高
う
の
び
ら
か
に
、
先
の

方
す
こ
し
垂
り
て
色
づ
き
た
る
」（
末
摘
花
①
二
九
二
頁
）と
あ
る
末
摘
花
の

鼻
の
描
写
の
典
拠
と
お
ぼ
し
き
経
文
は
、『
觀
普
賢
菩
薩
行
法
経
』に「
象
鼻
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有
華
。
其
莖
譬
如
赤
眞
珠
色
。
其
華
金
色
含
而
未
敷
（
象
の
鼻
に
華
有
り
。

其
の
莖
譬
へ
ば
赤
眞
珠
の
色
の
如
し
。
其
の
華
金
色
に
し
て
含 つ

ぼ
ん
で
未
だ
敷 ひ

ら

け
ず
）」、「
象
鼻
紅
蓮
華
色
（
象
の
鼻
紅
蓮
華
の
色
な
る
）」、（

４
）

と
見
ら
れ

る
。 経

文
に
基
づ
い
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」の
白
象
は
そ

の
鼻
が
紅
蓮
華
の
色
で
、
鼻
の
先
か
ら
赤
い
真
珠
色
の
茎
を
の
ば
し
て
蕾
を

含
ん
だ
金
色
の
華
が
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。「
あ
さ
ま
し
う
高
う
の
び
ら

か
に
、
先
の
方
す
こ
し
垂
り
て
色
づ
き
た
る
」
末
摘
花
の
鼻
は
、
な
る
ほ
ど

白
象
の
鼻
の
様
子
に
似
通
っ
て
い
る
。同
じ
く「
花
」の
た
と
え
と
し
た
ら
、

こ
こ
で
は
、
末
摘
花
の
赤
い
鼻
が
「
末
摘
花
」
＝
「
紅
花
」
や
「
紅
の
花
」

で
は
な
く
、
紅
蓮
華
、
あ
る
い
は
赤
い
真
珠
色
の
茎
を
伸
ば
し
た
金
色
の
華

と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

経
文
に
説
か
れ
る
紅
蓮
華
と
金
色
の
華
が
い
ず
れ
も
清
く
美
し
い
イ
メ
ー

ジ
を
持
た
せ
る
花
で
あ
る
が
、
雪
の
朝
の
場
面
で
は
、 

 
 

ま
だ
ほ
の
暗
け
れ
ど
、
雪
の
光
に
、
い
と
ど
き
よ
ら
に
若
う
見
え
た
ま

ふ
を
、老
人
ど
も
笑
み
さ
か
え
て
見
た
て
ま
つ
る
。（
末
摘
花
①
二
九
二

頁
） 

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
清
く
美
し
く
見
ら
れ
る
の
は
、
雪
明
り
の
中
の 

光
源
氏
の
姿
で
あ
り
、
け
っ
し
て
末
摘
花
の
こ
と
で
は
な
い
。
末
摘
花
の
ほ 

う
に
し
て
は
、
光
源
氏
側
か
ら
、 

あ
な
か
た
は
と
見
ゆ
る
も
の
は
鼻
な
り
け
り
。ふ
と
目
ぞ
と
ま
る
。（
末

摘
花
①
二
九
二
頁
） 

と
見
ら
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
末
摘
花
と
光
源
氏
の
身
に
見
る
こ
の
逆
な

る
視
線
と
扱
い
が
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
掲
げ
た
「
象

鼻
有
華
。
其
莖
譬
如
赤
眞
珠
色
。
其
華
金
色
含
而
未
敷
」
に
続
く
経
文
に
注

意
し
て
見
て
み
た
い
。 

見
是
事
已
、
復
更
懺
悔
、
至
心
諦
觀
思
惟
大
乘
、
心
不
休
廢
、
見
華
即

敷
。
金
色
金
光
。 

（
是
の
事
を
見
已 お

わ
っ
て
、
復
た
更
に
懺
悔
し
、
至
心
に
諦
觀
し
て
大
乘

を
思
惟
す
る
こ
と
、
心
に
休
廢
せ
ざ
れ
ば
、
華
を
見
る
に
即
ち
敷
け
、

金
色
に
金
光
あ
り
。） 

 

普
賢
菩
薩
の
乗
る
白
象
の
鼻
か
ら
赤
い
真
珠
色
の
茎
を
伸
ば
し
て
蕾
を
含

ん
だ
金
色
の
華
を
見
終
わ
っ
て
、
至
心
に
懺
悔
し
て
大
乗
の
教
義
を
思
惟
す

れ
ば
、
蕾
み
が
金
色
の
花
を
開
か
せ
て
光
り
輝
く
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
。「
懺
悔
」の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。そ
も
そ
も『
觀

普
賢
菩
薩
行
法
経
』
が
『
法
華
経
』
と
と
も
に
法
華
懺
法
に
使
わ
れ
る
天
台

宗
の
根
本
的
な
経
典
で
あ
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

法
華
懺
法
に
つ
い
て
は
、三
角
氏『
源
氏
物
語
と
天
台
浄
土
教
』（

５
）で

は
、

「
王
朝
の
貴
族
社
会
の
人
々
が
読
経
誦
呪
の
ほ
か
に
、
も
っ
と
も
見
な
れ
、

み
ず
か
ら
も
つ
と
め
た
こ
と
の
あ
る
勤
行
は『
法
華
懺
法
』『
例
時
作
法
』で
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あ
っ
た
ろ
う
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
王
朝
語
辞
典
』（

６
）

に
収
め

る
三
角
氏
執
筆
の
「
懺
法
」
の
項
を
参
照
す
る
と
、
法
華
懺
法
は
「
六
根
懺

悔
・
妙
法
蓮
華
経
安
楽
行
品
ま
た
六
時
無
常
偈
を
唱
え
る
」
勤
行
で
、
そ
の

道
場
の
荘
厳
が
『
方
丈
記
』
に
見
る
「
阿
弥
陀
の
絵
像
を
安
置
し
、
そ
ば
に

普
賢
を
か
き
、前
に
法
花
経
を
置
け
り
」（

７
）

と
い
う
記
述
か
ら
想
像
さ
れ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

前
掲
経
文
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
懺
悔
の
過
程
と
方
法
と
し
て
「
至
心

諦
觀
思
惟
大
乘
、心
不
休
廢
」、そ
の
効
果
と
し
て「
見
華
即
敷
。金
色
金
光
」

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
茎
の
赤
い
金
色
の
蕾
の
開

花
を
目
に
す
る
こ
と
に
は
大
乗
の
教
義
を
「
諦
観
」、「
思
惟
」
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。 

「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」の
見
立
て
を
意
味
づ
け
る
に
当
た
っ
て
、こ
の「
懺

悔
」
の
論
理
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
觀
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
説
か
れ
る
懺
悔
の
教
え
に
つ
い
て
見
る
際
、

先
に
触
れ
た
『
王
朝
語
辞
典
』
の
「
懺
法
」
の
項
で
は
、 

一
切
業
障
海  

一
切
の
業
障
海
は
、 

 

皆
從
妄
想
生 

皆
妄
想
從
り
生
ず
。 

 

若
欲
懺
悔
者 

若
し
懺
悔
せ
ん
と
欲
せ
ば
、 

 

端
坐
念
實
相 

端
坐
し
て
實
相
を
念
へ
。 

衆
罪
如
霜
露 

衆
罪
は
霜
露
の
如
し
、 

 

慧
日
能
消
除 

慧
日
能
く
消
除
す
。 

 

是
故
應
至
心 

是
の
故
に
應
に
至
心
に
、 

 

懺
悔
六
情
根 

六
情
根
を
懺
悔
す
べ
し
。 

と
い
う
偈
が
代
表
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

衆
生
の
業
障
は
す
べ
て
「
妄
想
」
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
業
障
を
懺

悔
す
る
に
は
、
そ
の
「
實
相
」
を
念
じ
、
思
惟
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
罪
が
霜

露
の
如
く
、智
慧
の
日
の
も
と
に
消
え
て
し
ま
う
、と
い
う
内
容
で
あ
る（

８
）。

業
障
の
「
實
相
」
を
念
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
が
消
し
去
ら
れ
る
と
い
う
懺

悔
の
意
義
と
方
法
を
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
。『
往
生
要
集
』大
文
第
五「
助

念
の
方
法
」
の
「
懺
悔
衆
罪
」
の
条
を
確
認
す
る
と
、「
業
因
果
」
の
法
則
に

基
づ
く
最
も
基
本
的
な
「
止
悪
修
善
」
の
修
行

（
９
）

を
説
く
上
で
、
阿
弥
陀

仏
を
礼
拝
し
、念
じ
て
真
言
を
唱
え
る
懺
悔
の
方
法
と
並
ん
で
、「
理
の
懺
悔
」

を
明
か
す
『
心
地
観
経
』
の
経
文
が
引
か
れ
て
い
る

（
10
）。 

一
切
諸
罪
性
皆
如

み
な
に
ょ 

一
切
の
諸
も
ろ
の
罪
性
は
皆
如

み
な
に
ょ

な
り
、 

顛
倒
因
縁
妄
心
起 

顛
倒
、
因
縁
、
妄
心
よ
り
起
る
。 

如
是
罪
相
本
來
空 

是 か
く

の
如
き
罪
相
は
本
よ
り
来

こ
の
か
た

空
に
し
て
、 

三
世
之
中
無
所
得 

三
世
の
中
に
得
る
所
無
し
。 

非
内
非
外
非
中
間 

内
に
非
ら
ず
外
に
非
ら
ず
中
間
に
非
ら
ず
、 

性
相
如
如
倶
不
動 

性
・
相
は
如
々
に
し
て
俱
に
動
ぜ
ず
。 

眞
如
妙
理
絶
名
言 

真
如
の
妙
理
は
名
言
を
絶
ち
、 
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唯
有
聖
智
能
通
達 

唯
だ
聖
智
の
み
有
り
て
能
く
通
達
す
。 

 
非
有
非
無
非
有
無 

有
に
非
ら
ず
無
に
非
ら
ず
有
無
に
非
ら
ず
、 

非
不
有
無
離
名
相 

有
無
な
ら
ざ
る
に
も
非
ら
ず
、
名
相
を
離
れ
、 

周
遍
法
界
無
生
滅 
法
界
に
周
遍
し
て
生
滅
な
く
、 

諸
佛
本
來
同
一
體 
諸
佛
は
本
よ
り
來

こ
の
か
た

同
一
體
な
り
。 

唯
願
諸
佛
垂
加
護 
唯
だ
願
は
く
は
諸
佛
、
加
護
を
垂
れ
て
、 
 

能
滅
一
切
顛
倒
心 

能
く
一
切
の
顛
倒
の
心
を
滅
し
た
ま
へ
。 

願
我
早
悟
眞
性
源 

願
は
く
は
我
早
く
眞
性
の
源
を
悟
り
て
、 

速
證
如
來
無
上
道 

速
か
に
如
來
の
無
上
道
を
證
せ
ん
。 

一
切
の
罪
は
「
顛
倒
」、「
因
縁
」
と
「
妄
心
」
よ
り
起
り
、
そ
の
罪
の
様

相
が
も
と
も
と
「
空
」
で
あ
り
、
諸
佛
の
加
護
を
祈
願
し
て
「
顛
倒
心
」
を

滅
す
れ
ば
、
速
や
か
に
菩
提
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
内
容
で
あ

る
。 『

觀
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
「
一
切
業
障
海 

皆
從
妄
想
生
」
と
あ
る
よ

う
に
、
こ
こ
で
は
、
一
切
の
罪
が
「
顛
倒
因
縁
妄
心
起
」
と
い
う
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。そ
の
上
で
、「
罪
相
本
來
空
」す
な
わ
ち
罪
の「
實
相
」が「
空
」

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、罪
を
懺
悔
す
る
論
理
と
し
て
、

大
乗
仏
教
の
根
本
を
な
す
「
空
」
の
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
非
内
非
外
非
中
間 

性
相
如
如
倶
不
動
」「
非
有
非
無
非
有
無 

非
不
有
無

離
名
相
」
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
現
象
は
因
縁
が
和
合
し
て
形
成

さ
れ
、刻
々
に
生
滅
し
て
や
ま
な
い
仮
の
も
の
で
、そ
の
実
体
が「
内
・
外
・

中
間
」
や
「
有
・
無
・
有
無
・
不
有
無
」
の
ど
ち
ら
の
一
方
の
属
性
も
持
た

ぬ「
空
」の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
離
名
相
」に
つ
い
て
は
、

『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
に
も
、 

凡
所
有
相
、
皆
是
虚
妄
。
若
見
諸
相
非
相
、
則
見
如
来
。 

（
凡
そ
有
ゆ
る
所
の
相
は
、
皆
是
れ
虚
妄
な
り
。
若
し
諸
相
は
相
に
非

ず
と
見
ば
、
則
ち
如
来
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
。）（
11
） 

と
見
ら
れ
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
起
す
る
現
象
世
界
の
す
べ
て
は
「
虚
妄
」
の

相
で
あ
り
、「
非
相
」即
ち
実
在
し
な
い
も
の
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。「
虚
妄
」

の
相
に
つ
い
て
は
、『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
最
後
に
、 

一
切
有
爲
法 

一
切
の
有
爲
法
は
、 

 

如
夢
幻
泡
影 

夢
、
幻
、
泡
、
影
の
如
く
、 

 

如
露
亦
如
電 

露
の
如
く
、
亦
電
の
如
し
。 

應
作
如
是
觀 

應
に
是 か

く
の
如
き
の
觀
を
作
す
べ
し
。 

と
あ
る
有
名
な
偈
が
見
ら
れ
、
因
縁
に
よ
り
生
ず
る
「
有
為
法
」
が
「
夢
」、

「
幻
」、「
泡
」、「
影
」、「
露
」、「
電
」
の
よ
う
に
、
現
出
す
る
こ
と
が
あ
る

と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
存
在
し
な
い
「
虚
妄
」
の
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る

（
12
）。

仏
教
で
は
、
こ
の
「
虚
妄
」
の
相
に
惑
わ
さ
れ
、
そ
れ
を
実

存
の
も
の
と
し
て
認
識
し
、執
着
す
る
こ
と
が「
實
相
」を
見
失
う「
顛
倒
」

と「
妄
想
」、衆
生
が
六
道
輪
廻
に
沈
淪
す
る
因
と
な
る
煩
悩
と
さ
れ
て
い
る
。 
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と
い
う
わ
け
で
、
罪
も
因
縁
和
合
の
実
質
的
な
も
の
を
持
た
ぬ
「
虚
妄
」

の
相
で
あ
る
た
め
、
そ
の
現
じ
て
も
実
質
の
な
い
「
空
」
な
る
「
實
相
」
を

悟
れ
ば
、罪
が
自
ず
と
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。こ
こ
に
至
る
と
、『
觀

普
賢
菩
薩
行
法
経
』「
若
欲
懺
悔
者 

端
坐
念
實
相 

衆
罪
如
霜
露 

慧
日
能

消
除
」
の
偈
は
、「
實
相
」
を
念
ず
る
「
空
」
の
智
慧
を
も
っ
て
「
虚
妄
」
の

罪
を
滅
す
る
「
理
の
懺
悔
」
の
論
理
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

「
理
の
懺
悔
」
の
論
理
に
関
し
て
、
四
十
巻
『
華
厳
経
』
入
不
思
議
解
脱
境

界
普
賢
行
願
品
に
見
る
有
名
な
「
普
賢
十
願
」
の
偈
に
も
確
認
さ
れ
る
。 

往
昔
由
無
智
慧
力 

往
昔
に
智
慧
力
無
き
に
由
り
、 

 
 

所
造
極
惡
五
無
間 

造
る
所
の
極
惡
な
る
五
無
間
、 

 
 

 
 

 
 

誦
此
普
賢
大
願
王 

此
の
普
賢
大
願
王
を
誦
せ
ば
、 

 

一
念
速
疾
皆
銷
滅 

一
念
に
し
て
速
や
か
に
疾
く
皆
銷
滅
す
。（
13
） 

智
慧
力
が
な
い
た
め
に
犯
し
た
極
悪
な
「
五
無
間
」
の
罪
で
あ
っ
て
も
、

「
普
賢
大
願
王
」
を
誦
す
れ
ば
、
諸
々
の
罪
が
速
や
か
に
消
滅
す
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、罪
が「
空
」な
る「
實
相
」を
悟
ら
ず
に「
顛
倒
」と「
妄
想
」

に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、「
衆
罪
如
霜
露 

慧
日
能
消
除
」の
よ
う

に
、「
普
賢
十
願
」
を
唱
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
罪
が
「
空
」
の
智
慧
の
も
と
に

消
え
失
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な「
理
の
懺
悔
」の
論
理
を
念
頭
に
置
い
て
、『
觀
普
賢
菩
薩
行

法
経
』「
見
是
事
已
、
復
更
懺
悔
、
至
心
諦
觀
思
惟
大
乘
、
心
不
休
廢
、
見
華

即
敷
。
金
色
金
光
」
に
戻
っ
て
み
る
と
、
普
賢
菩
薩
の
乗
る
白
象
の
鼻
か
ら

赤
い
真
珠
色
の
茎
を
伸
ば
し
て
蕾
を
含
ん
だ
金
色
の
華
を
見
終
わ
っ
て
、
大

乗
の
教
義
に
専
念
し
て
「
空
」
な
る
「
實
相
」
を
洞
察
す
れ
ば
、
茎
の
赤
い

金
色
の
蕾
が
花
開
い
て
「
金
色
金
光
」
の
華
に
な
る
、
と
い
う
意
味
が
解
さ

れ
る
。「
空
」の
智
慧
に
基
づ
く「
理
の
懺
悔
」を
通
し
て
金
色
の
蕾
の
開
花

の
効
果
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
往
生
要
集
』大
文
第
五「
助
念
の
方
法
」

の「
懺
悔
衆
罪
」の
条
で
は
、同
じ
く『
心
地
観
経
』か
ら
引
か
れ
る
偈
に
、 

懺
悔
能
出
三
界
獄 

懺
悔
は
能
く
三
界
の
獄
を
出
で
、 

懺
悔
能
開
菩
提
華 

懺
悔
は
能
く
菩
提
の
華
を
開
く
。 

と
あ
り
、「
金
色
金
光
」の
華
は「
空
」の
智
慧
か
ら
な
る
菩
提
の
花
で
あ
る

と
確
認
さ
れ
る
。 

 

三 

心
の
「
淨
垢
」
か
ら
見
る
光
源
氏
と
末
摘
花
の
「
淨
垢
」 

 『
觀
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
説
か
れ
る
「
理
の
懺
悔
」
の
論
理
を
踏
ま
え

て
末
摘
花
巻
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」
の
見
立
て
を
読
み
直
す
と
、
光
源
氏
に

ひ
ど
く
疎
ま
れ
る
赤
い
鼻
の
末
摘
花
の
姿
は
因
縁
和
合
の
「
虚
妄
」
の
相
で

あ
り
、
そ
の
「
實
相
」
が
「
性
相
如
如
倶
不
動
」
の
よ
う
に
、「
内
・
外
・
中

間
」
や
「
有
・
無
・
有
無
・
不
有
無
」
と
い
う
分
別
の
枠
を
越
え
、
現
じ
て

も
実
質
の
な
い
「
空
」
の
存
在
で
あ
る
た
め
、
そ
の
「
空
」
な
る
「
實
相
」
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を
悟
ら
ず
に
「
顛
倒
」
と
「
妄
想
」
で
末
摘
花
を
見
て
は
、
清
く
美
し
い
金

色
の
菩
提
の
花
を
目
に
す
る
こ
と
が
と
う
て
い
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
雪
明
り
に
「
い
と
ど
き
よ
ら
に
若
う
見
え
た
ま
ふ
」
光
源
氏
の
姿
と

「
あ
な
か
た
は
と
見
ゆ
る
」
赤
い
鼻
の
末
摘
花
の
対
照
が
強
烈
に
押
し
出
さ

れ
る
文
脈
の
中
、「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」の
見
立
て
を
通
し
て
、光
源
氏
を
は

じ
め
と
す
る
作
中
人
物
の
み
な
ら
ず
、紛
れ
も
な
く
読
者
の
ほ
う
も
試
さ
れ
、

そ
の
「
顛
倒
」
と
「
妄
想
」
の
如
何
な
る
を
容
赦
な
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
。 

前
述
の
蓬
生
巻
の
光
源
氏
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
光
源
氏

に
し
て
は
、末
摘
花
巻
に
若
紫
を「
う
つ
く
し
う
き
よ
ら
な
り
」、末
摘
花
を

「
絵
に
描
き
て
も
見
ま
う
き
さ
ま
し
た
り
」
と
扱
い
分
け
る
彼
の
「
顛
倒
」

と
「
妄
想
」
が
そ
の
ま
ま
、
蓬
生
巻
に
「
め
づ
ら
し
人
」
の
紫
の
上
と
「
ま

し
て
、
そ
の
人
」
の
末
摘
花
の
分
別
を
造
り
出
し
た
と
読
み
取
れ
る
。 

「
顛
倒
」
と
「
妄
想
」
で
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
」
る
赤
い
鼻
の

末
摘
花
を
見
る
光
源
氏
は
、『
觀
普
賢
菩
薩
行
法
経
』に
説
か
れ
る
よ
う
な「
金

色
金
光
」
の
菩
提
の
花
を
見
顕
す
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
疎
ま
れ
る
「
末
摘

花
」＝「
紅
花
」や「
紅
の
花
」を
目
に
し
て
き
た
、と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

光
源
氏
の
視
線
に
お
け
る
末
摘
花
と
若
紫
・
紫
の
上
の
分
別
に
関
し
て
は
、

同
じ
く
「
理
の
懺
悔
」
を
明
か
し
て
説
い
た
『
維
摩
経
』
弟
子
品
の
一
節
も

思
い
合
わ
さ
れ
る
。
維
摩
詰
居
士
が
優
波
離
に
戒
律
を
犯
し
た
仏
弟
子
の
罪

の
懺
悔
に
つ
い
て
、 

彼
罪
性
不
在
内
不
在
外
不
在
中
間
。
如
佛
所
説
、
心
垢
故
衆
生
垢
。
心

淨
故
衆
生
淨
。
心
亦
不
在
内
不
在
外
不
在
中
間
。
如
其
心
然
、
罪
垢
亦

然
。
諸
法
亦
然
。
不
出
於
如
。 

（
彼
の
罪
性
は
内
に
在
ら
ず
、
外
に
在
ら
ず
、
中
間
に
在
ら
ず
。
佛
の

所
説
の
如
し
、
―
心
垢
る
る
が
故
に
衆
生
垢
る
。
心
淨
き
が
故
に
衆
生

淨
し
、と
。心
も
亦
た
内
に
在
ら
ず
、外
に
在
ら
ず
、中
間
に
在
ら
ず
。

其
の
心
の
然
る
が
如
く
、
罪
垢
も
亦
た
然
り
。
諸
法
も
亦
た
然
り
。
如

を
出
で
ず
。）（
14
） 

と
諭
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

「
罪
性
不
在
内
不
在
外
不
在
中
間
」
は
前
述
の
『
心
地
観
経
』
の
偈
「
非

内
非
外
非
中
間 

性
相
如
如
倶
不
動
」
と
同
じ
く
、「
内
・
外
・
中
間
」
の
ど

ち
ら
の
属
性
も
実
質
的
に
持
た
ぬ
罪
の
「
實
相
」
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
原

因
を
示
す
に
は
、「
心
垢
故
衆
生
垢
。心
淨
故
衆
生
淨
」と
あ
る
よ
う
に
、衆

生
の
「
淨
垢
」
は
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
仏
の
教
え
が
取
り
上
げ
ら

れ
、
心
も
実
体
的
な
「
内
・
外
・
中
間
」
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
成
立

し
な
い
の
で
、「
罪
垢
」
も
「
諸
法
」、
即
ち
因
縁
に
よ
り
生
ず
る
す
べ
て
の

存
在
と
現
象
も
同
じ
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。 

罪
の
「
實
相
」
が
「
内
・
外
・
中
間
」
の
「
名
相
」
を
離
れ
る
存
在
を
悟

る
「
理
の
懺
悔
」
に
つ
い
て
は
、
白
居
易
の
仏
教
に
信
仰
を
捧
げ
る
「
六
讃
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偈
」
の
一
つ
で
あ
る
「
懺
悔
偈
」（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
七
十
一
・
碑
記
銘

吟
偈
）
に
も
、 

 
 

無
始
劫
来
、
所
造
諸
罪
。
若
輕
若
重
、
無
小
無
大
。
我
求
其
相
、
中
間

内
外
。
了
不
可
得
、
是
名
懺
悔
。 

（
無
始
劫
来
、造
る
所
の
諸
々
の
罪
。若
し
く
は
輕
く
若
し
く
は
重
く
、

小
と
無
く
大
と
無
し
。
我
其
の
相
を
求
む
る
に
、
中
間
内
外
。
了 つ

ひ
に
得

べ
か
ら
ず
、
是 こ

れ
を
懺
悔
と
名
づ
く
。）（
15
） 

と
詠
ま
れ
て
い
る
。 

 

衆
生
の「
淨
垢
」は
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
維
摩
経
』

弟
子
品
の
同
じ
く
だ
り
で
、
維
摩
詰
居
士
が
さ
ら
に
、 

妄
想
是
垢
。
無
妄
想
是
淨
。
顛
倒
是
垢
。
無
顛
倒
是
淨
。 

（
妄
想
は
是
れ
垢
な
り
。
妄
想
無
き
は
是
れ
淨
な
り
。
顛
倒
は
是
れ
垢

な
り
。
無
顛
倒
は
是
れ
淨
な
り
。） 

と
述
べ
て
い
る
。「
垢
」と「
淨
」は
そ
れ
ぞ
れ
因
縁
和
合
の「
虚
妄
」の「
名

相
」
と
現
じ
て
も
実
質
の
な
い
「
空
」
な
る
「
實
相
」
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。『
心
地
観
経
』
の
偈
に
見
る
「
妄
心
」
と
「
顛
倒
心
」
は
い
う
ま

で
も
な
く
「
垢
」
な
る
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
論
理
を
整
理
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
認
識
が
得
ら
れ
る
。 

  

      
 

「
妄
心
」
と
「
顛
倒
心
」
に
垢
れ
る
衆
生
は
「
虚
妄
」
の
「
名
相
」
に
惑

わ
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
菩
薩
は
「
無
妄
想
」
と
「
無
顛
倒
」
の
淨
き

心
で
衆
生
の
「
淨
」
＝
「
空
」
な
る
「
實
相
」
を
悟
っ
て
お
り
、
仏
菩
薩
が

淨
き
存
在
な
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。 

「
理
の
懺
悔
」
の
論
理
で
説
か
れ
る
「
淨
垢
」
の
意
味
に
基
づ
い
て
光
源

氏
の
人
物
像
を
読
み
直
す
と
、「
妄
心
」と「
顛
倒
心
」で「
末
摘
花
」＝「
紅

花
」
や
「
紅
の
花
」
と
い
う
「
虚
妄
」
の
「
名
相
」
を
形
作
っ
て
拘
り
続
け

る
光
源
氏
は
、
末
摘
花
巻
の
「
い
と
ど
き
よ
ら
に
若
う
見
え
た
ま
ふ
」
と
い

う
雪
明
か
り
の
中
の
姿
に
反
し
て
、「
妄
想
」と「
顛
倒
」に
汚
さ
れ
た「
垢
」

な
る
衆
生
と
し
て
現
前
し
て
く
る
。 

末
摘
花
巻
に
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
」
る
赤
い
鼻
の
末
摘
花
に
出

逢
っ
て
、「
金
色
金
光
」の
菩
提
の
花
で
あ
る
末
摘
花
の「
空
」な
る「
實
相
」

を
見
顕
し
な
か
っ
た
光
源
氏
は
、
蓬
生
巻
に
末
摘
花
を
忘
れ
、
紫
の
上
の
美

「
心
垢
」

＝

認
識
の
主
体

「
妄
想
」「
顛
倒
」

―

認
識
の
対
象

「
衆
生
垢
」 

「
心
淨
」

＝

認
識
の
主
体

「
無
妄
想
」「
無
顛
倒
」

―

認
識
の
対
象

「
衆
生
淨
」 

「
垢
」：「
名
相
」 

「
淨
」：「
實
相
」 
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質
に
心
を
捉
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
な
る
ほ
ど
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
と
呼
ば

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
16
）

。 
 

四 

末
摘
花
の
「
琴
中
趣
」
に
つ
い
て 

 蓬
生
巻
で
は
、
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」
の
見
立
て
に
内
含
さ
れ
る
「
理
の

懺
悔
」
の
論
理
と
相
俟
っ
て
、
末
摘
花
の
「
淨
」
の
美
質
を
発
見
さ
せ
る
も

う
一
つ
の
手
が
か
り
が
確
認
さ
れ
る
。
蓬
生
巻
の
雪
に
埋
も
れ
る
邸
で
の
末

摘
花
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
見
て
み
る
。 

霜
月
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
雪
、
霰
が
ち
に
て
、
外
に
は
消
ゆ
る
間
も
あ

る
を
、
朝
日
夕
日
を
ふ
せ
ぐ
蓬
、
葎
の
蔭
に
深
う
積
も
り
て
、
越
の
白

山
思
ひ
や
ら
る
る
雪
の
中
に
、
出
で
入
る
下
人
だ
に
な
く
て
、
つ
れ
づ

れ
と
な
が
め
た
ま
ふ
。
は
か
な
き
こ
と
を
聞
こ
え
慰
め
、
泣
き
み
笑
ひ

み
紛
ら
は
し
つ
る
人
さ
へ
な
く
て
、
夜
も
塵
が
ま
し
き
御
帳
の
中
も
か

た
は
ら
さ
び
し
く
も
の
悲
し
く
思
さ
る
。（
蓬
生
②
三
四
三
頁
） 

雪
が
蓬
や
葎
の
蔭
に
深
く
積
も
り
、出
入
り
す
る
仕
え
人
の
跡
が
途
絶
え
、

日
頃
「
は
か
な
き
こ
と
を
聞
こ
え
慰
め
、
泣
き
み
笑
ひ
み
紛
ら
は
し
つ
る
」

侍
従
ま
で
い
な
く
な
っ
た
常
陸
宮
邸
で
は
、
末
摘
花
は
「
夜
も
塵
が
ま
し
き

御
帳
の
中
も
か
た
は
ら
さ
び
し
く
も
の
悲
し
く
思
さ
る
」
暮
ら
し
に
陥
っ
て

い
る
。
末
摘
花
が
親
し
く
付
き
合
う
相
手
の
侍
従
は
大
弐
の
北
の
方
に
連
れ

去
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
末
摘
花
を
完
全
に
孤
絶
さ
せ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
末
摘
花
の
平
素
の
人
柄
と
人
付
き
合
い
を
考
え

る
と
、
末
摘
花
の
物
語
の
始
ま
り
に
、
光
源
氏
に
末
摘
花
の
消
息
を
漏
ら
す

大
輔
命
婦
の
話
に
「
か
い
ひ
そ
め
人
疎
う
も
て
な
し
た
ま
へ
ば
、
さ
べ
き
宵

な
ど
、物
越
し
に
て
ぞ
語
ら
ひ
は
べ
る
。琴

（
17
）

を
ぞ
な
つ
か
し
き
語
ら
ひ

人
と
思
へ
る
」（
末
摘
花
①
二
六
七
頁
）と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ

れ
る
。 

要
す
る
に
、
人
と
の
交
際
を
隔
て
が
ち
で
琴 き

ん
だ
け
を
格
別
に
親
し
く
付
き

合
う
友
と
し
て
い
る
の
が
末
摘
花
な
り
の
暮
ら
し
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、侍
従
も
離
れ
、一
人
に
取
り
残
さ
れ
た
蓬
生
巻
の
こ
の
場
面
で
は
、

ま
さ
し
く
末
摘
花
が
「
な
つ
か
し
き
語
ら
ひ
人
と
思
へ
る
」
琴 き

ん
を
弾
い
て
心

を
慰
め
る
情
景
が
語
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、こ
こ
で
は
、

末
摘
花
巻
に
見
る
よ
う
な
弾
琴
場
面
が
現
れ
る
こ
と
な
く
、「
夜
も
塵
が
ま
し

き
御
帳
の
中
も
か
た
は
ら
さ
び
し
く
も
の
悲
し
く
思
さ
る
」
末
摘
花
の
心
情

が
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。と
は
い
え
、「
塵
が
ま
し
き
御
帳
の
中
」の

末
摘
花
の
独
り
寝
の
寂
し
さ
、
物
悲
し
さ
を
描
く
こ
の
一
文
を
注
意
深
く
見

て
み
る
と
、
琴 き

ん
に
関
す
る
表
現
が
伏
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
気
付
く
。
手
掛

か
り
と
な
る
の
は
「
塵
が
ま
し
き
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
琴 き

ん
に
関
し
て
言

う
と
、
白
居
易
の
「
廃
琴
」（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
一
・
諷
喩
一
）
に
、 

古
聲
淡
無
味 
古
聲 

淡
と
し
て
味
無
く
、 
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不
稱
今
人
情 

今
人
の
情
に
稱 か

な
は
ず
。 

玉
徽
光
彩
滅 

玉
徽
に
光
彩
滅
し
、 

朱
絃
塵
土
生 

朱
絃
に
塵
土
生
ず
。 

と
赤
い
絃
に
「
塵
土
」
を
生
ず
る
琴 き

ん
が
詠
ま
れ
、
そ
し
て
「
五
絃
」（『
白
居

易
集
箋
校
』
巻
二
・
諷
喩
二
）
に
も
、 

嗟
嗟
俗
人
耳  

嗟
嗟

あ
あ 

俗
人
の
耳
、 

 

好
今
不
好
古 

今
を
好
み
て 
古
を
好
ま
ず
。 

 

所
以
緑
窓
琴 

所
以
に 

緑
窓
の
琴
、 

日
日
生
塵
土 

日
日 

塵
土
を
生
ず
。 

と
日
々
「
塵
土
」
が
積
も
っ
て
い
く
琴 き

ん
の
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。「
塵
が

ま
し
き
」
表
現
に
因
ん
で
、
末
摘
花
は
白
居
易
の
作
品
に
見
る
「
朱
絃
塵
土

生
」「
日
日
生
塵
土
」
琴 き

ん
と
同
じ
運
命
を
辿
っ
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。

「
塵
が
ま
し
き
御
帳
の
中
」
に
独
り
寝
す
る
末
摘
花
の
様
子
を
伝
え
る
一
文

に
は
、「
朱
絃
塵
土
生
」「
日
日
生
塵
土
」
の
琴 き

ん
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
起
さ
せ
る

効
果
を
持
っ
て
い
る
と
窺
え
る
。 

一
方
、
琴 き

ん
が
塵
ま
み
れ
に
な
る
原
因
と
し
て
は
、「
古
聲
淡
無
味 

不
稱

今
人
情
」「
嗟
嗟
俗
人
耳 

好
今
不
好
古
」
と
詠
ま
れ
て
お
り
、「
古
聲
」
を

伝
え
る
琴 き

ん
は「
好
今
不
好
古
」の「
今
人
」の
意
に
は
適
わ
な
い
の
で
あ
る
。

「
古
聲
」
に
対
し
て
「
今
聲
」
が
好
ま
れ
る
が
、
白
居
易
の
生
き
た
時
代
で

は
即
ち「
五
絃
」の
琵
琶
や
筝
の
琴
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
廃
琴
」
で
は
「
朱
絃
塵
土
生
」
の
続
き
に
、 

廃
棄
来
已
久 

廃
棄
せ
ら
れ
て
来

こ
の
か
た

已
に
久
し
き
も
、 

 

遺
音
尚
泠
泠 

遺
音 

尚
ほ
泠
泠
た
り
。 

不
辞
爲
君
彈 

君
の
爲
に
彈
ず
る
を
辭
せ
ず
、 
 

縦
彈
人
不
聽 

縦
ひ
彈
ず
る
も
人
聽
か
じ
。 

何
物
使
之
然 

何
物
か
之
を
し
て
然
ら
し
め
た
る
、 

 
 

羌
笛
與
琴
筝 

羌
笛
と
琴
筝
と
な
り
。 

と
廃
棄
さ
れ
て
久
し
き
琴 き

ん
を
弾
じ
て
も
聞
い
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
様
子

が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ひ
た
す
ら
好
ま
れ
る
の
が
「
羌
笛
」
と
「
琴
筝
」
の

ほ
う
で
あ
る
と
い
う
。
前
述
し
た
「
忘
れ
ら
れ
た
末
摘
花
」
の
境
遇
を
「
廃

琴
」に
引
き
付
け
て
見
る
と
、蓬
生
巻
で
は
、「
な
つ
か
し
き
語
ら
ひ
人
と
思

へ
る
」
琴 き

ん
が
直
接
弾
琴
場
面
に
描
写
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
末
摘
花
の
人
生
と

内
面
に
溶
け
込
む
も
の
と
し
て
末
摘
花
の
役
作
り
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
蓬
生
巻
に
見
る
琴 き

ん
の
伏
線
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。 

前
述
で
は
、
常
陸
宮
邸
に
立
ち
寄
る
兄
の
禅
師
が
去
っ
た
後
に
、
に
わ
か

に
大
弐
の
北
の
方
が
末
摘
花
を
尋
ね
て
き
た
が
、
そ
の
く
だ
り
に
見
る
「
い

づ
れ
か
、
こ
の
さ
び
し
き
宿
に
も
か
な
ら
ず
分
け
た
る
跡
あ
な
る
三
つ
の
径

と
た
ど
る（
蓬
生
②
三
三
八
）」と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
、新
間
一
美
氏
は「
源

氏
物
語
の
女
性
像
と
漢
詩
文
―
帚
木
三
帖
か
ら
末
摘
花・蓬
生
巻
へ
―
」（
18
）

で
『
河
海
抄
』
に
指
摘
さ
れ
る
『
文
選
』
所
収
の
陶
淵
明
の
名
作
「
帰
去
来
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辞
」の「
三
逕
就
荒
、松
菊
猶
存（
三
逕
荒
に
就
け
ど
も
、松
菊
猶
ほ
存
す
）」

（
19
）

と
の
関
わ
り
を
取
り
上
げ
、「「
貧
」の
中
で
家
を
守
り
、ひ
た
す
ら
光

源
氏
を
待
つ
貞
淑
な
女
性
」
と
し
て
の
末
摘
花
像
を
明
ら
か
に
表
現
し
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
新
間
氏
の
指
摘
を
受
け
て
、
藤
原
克
己
氏
は
「
源
氏

物
語
と
白
氏
文
集
―
末
摘
花
巻
の「
重
賦
」の
引
用
を
手
が
か
り
に
―
」（
20
）

で
末
摘
花
に
は
「
時
流
に
迎
合
せ
ず
貧
窮
に
甘
ん
じ
て
孤
高
に
生
き
る
〈
貧

士
〉
の
像
の
投
影
が
あ
る
」
と
述
べ
、
陶
淵
明
の
「
帰
去
来
辞
」
の
影
響
を

見
る
「
三
つ
の
径
」
が
「
貧
士
像
の
徴
」
で
あ
る
と
再
確
認
し
て
い
る
。
末

摘
花
の
人
物
造
型
に
陶
淵
明
の
「
貧
士
像
」
が
宿
さ
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら

ば
、
陶
淵
明
に
ま
つ
わ
る
琴 き

ん
の
逸
話
も
想
起
さ
れ
よ
う
。『
晋
書
』
に
記
さ

れ
る
陶
淵
明
伝
（
巻
九
十
四
・
列
伝
第
六
十
四
・
隠
逸
・
陶
潜
）
で
は
、 

性
不
解
音
、
而
蓄
素
琴
一
張
、
絃
徽
不
具
、
毎
朋
酒
之
會
、
即
撫
而
和

之
、
曰
、
但
識
琴
中
趣
、
何
労
絃
上
聲
。 

 
 

（
性
は
音
を
解
せ
ず
、而
れ
ど
も
素
琴
一
張
を
蓄
え
、絃
徽
具
わ
ら
ず
、

朋
酒
の
會
の
毎 た

び
に
、
即
ち
撫
し
て
之
に
和
し
て
曰
く
、「
但
だ
琴
中
の

趣
を
識
り
、
何
ぞ
絃
上
の
聲
を
労
せ
ん
や
」
と
。）（
21
） 

と
陶
淵
明
が
音
律
を
解
さ
な
い
な
が
ら
も
、
絃
と
徽
が
具
わ
ら
ぬ
「
素
琴
」 

一
張
を
蓄
え
、友
と
の
宴
会
の
折
々
に
そ
の
琴 き

ん
を
弄
ん
で
い
た
と
い
う
。「
但 

識
琴
中
趣
、
何
労
絃
上
聲
」
と
あ
る
よ
う
に
、
音
律
を
解
さ
な
い
陶
淵
明
が 

琴 き
ん

の
音
楽
よ
り
も「
琴
中
趣
」を
嗜
好
し
て
い
る
の
で
あ
る
。陶
淵
明
の「
琴

中
趣
」
と
し
て
は
、「
古
聲
」
を
伝
え
る
琴 き

ん
が
「
時
流
に
迎
合
せ
ず
貧
窮
に

甘
ん
じ
て
孤
高
に
生
き
る
」
文
人
の
性
格
に
よ
く
通
じ
て
い
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
、
白
居
易
の
諷
喩
作
品
「
廃
琴
」「
五
絃
」
に
見
る
琴 き

ん
も
時
勢
に
靡
か

ぬ
文
人
の
志
向
を
象
徴
す
る
「
琴
中
趣
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
琴
中
趣
」
を
蓬
生
巻
の
末
摘
花
の
物
語
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

見
る
と
、
琴 き

ん
の
性
格
が
末
摘
花
の
人
生
と
内
面
に
溶
け
込
ん
で
い
る
こ
と
が

い
っ
そ
う
明
晰
に
見
え
て
く
る
。 

蓬
生
巻
で
は
、
末
摘
花
は
「
親
の
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ひ
し
御
心
お
き
て

の
ま
ま
に
」（
蓬
生
②
三
三
一
頁
）世
間
の
こ
と
を
慎
み
、古
物
語
や
古
歌
を

慰
め
に
し
な
が
ら
、
貧
窮
に
追
い
込
ま
れ
、
日
々
荒
れ
ま
さ
っ
て
い
く
常
陸

宮
邸
に
対
し
て
は
「
あ
り
し
御
し
つ
ら
ひ
変
ら
」
ぬ
（
蓬
生
②
三
三
〇
頁
）

よ
う
に
努
め
、
大
弐
の
北
の
方
か
ら
西
国
同
行
を
勧
誘
さ
れ
て
も
一
向
に
応

ぜ
ず
に
、「
は
か
な
き
御
調
度
ど
も
な
ど
も
取
り
失
は
せ
た
ま
は
ず
、心
強
く

同
じ
さ
ま
に
て
念
じ
過
ご
し
た
ま
ふ
な
り
け
り
」（
蓬
生
②
三
三
六
頁
）と
頑

な
に
昔
の
ま
ま
の
邸
の
あ
り
よ
う
を
維
持
し
て
い
る
。
貧
窮
に
堪
え
て
父
の

教
訓
と
そ
の
形
見
の
邸
を
固
守
し
続
け
る
末
摘
花
の
意
志
は
、
時
流
に
迎
合

せ
ぬ
文
人
の
孤
高
な
生
き
方
を
象
徴
し
、「
遺
音
尚
泠
泠
」の「
古
聲
」を
伝

え
る
琴 き

ん
の
性
質
に
よ
く
適
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

一
方
、陶
淵
明
の
絃
と
徽
が
具
わ
ら
ぬ「
素
琴
」に
つ
い
て
は
、後
世「
無

絃
琴
」
と
し
て
広
く
享
受
さ
れ
て
い
る
の
が
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
白
居
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易
の
作
品
に
は
「
丘
中
有
一
士
、
守
道
歳
月
深
。
行
披
帶
索
衣
、
坐
拍
無
絃

琴（
丘
中
に
一
士
有
り
、道
を
守
っ
て
歳
月
深
し
。行
く
に
帶
索
の
衣
を
披 き

、

坐
し
て
無
絃
の
琴
を
拍 う

つ
）」（「
丘
中
有
一
士
二
首
」『
白
居
易
集
箋
校
』
巻

一
・
諷
喩
一
）、「
誰
伴
寂
寥
身
、
無
絃
琴
在
左
（
誰
か
寂
寥
の
身
に
伴
ふ
、

無
絃
な
る
も
琴
左
に
在
り
）」（「
郡
齋
暇
日
辱
常
州
陳
郎
中
使
君
早
春
晚
坐
水

西
館
書
事
詩
十
六
韻
見
寄
亦
以
十
六
韻
酬
之
」『
白
居
易
集
箋
校
』巻
八
・
閑

適
四
）と
散
見
さ
れ
る
。「
守
道
歳
月
深
」、「
誰
伴
寂
寥
身
」と
い
う
表
現
は
、

明
確
に
典
拠
と
し
て
は
指
摘
で
き
な
い
が
、
雪
に
埋
も
れ
る
邸
で
の
末
摘
花

の
暮
ら
し
ぶ
り
と
「
夜
も
塵
が
ま
し
き
御
帳
の
中
も
か
た
は
ら
さ
び
し
く
も

の
悲
し
く
思
さ
る
」
境
遇
の
下
敷
き
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
と
言
え
な
い
で
も

な
い
。 

蓬
生
巻
で
の
末
摘
花
の
琴 き

ん
の
伏
線
を
掘
り
起
こ
す
と
、
忘
れ
ら
れ
た
末
摘

花
と
廃
棄
さ
れ
た
琴 き

ん
、
貧
に
安
ん
じ
て
父
か
ら
受
け
継
い
だ
伝
統
を
守
り
徹

す
末
摘
花
と
文
人
の
孤
高
な
生
き
方
を
象
徴
し
、「
古
聲
」
を
伝
え
る
琴 き

ん
と

い
う
対
応
が
明
ら
か
に
見
え
て
き
た
。
弾
琴
場
面
に
触
れ
ず
に
「
琴
中
趣
」

を
末
摘
花
の
人
物
造
型
に
書
き
込
ん
だ
蓬
生
巻
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
無
絃

琴
」
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
弾
琴
場
面
を
末
摘
花

の
物
語
の
表
舞
台
か
ら
隠
蔽
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
蓬
生
巻
の
末
摘
花
の

人
生
と
内
面
に
託
さ
れ
る
「
琴
中
趣
」
を
巧
み
に
書
き
遂
げ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。 

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
末
摘
花
の
「
浄
」
の
美
質
の
一
側
面
は
、
雪
に
埋

も
れ
る
邸
の
中
の
「
琴
中
趣
」
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
証
左
さ
れ
た
。

蓬
生
巻
に
見
る
末
摘
花
の
琴 き

ん
の
弾
き
手
と
し
て
の
素
質
は
、
末
摘
花
巻
に
見

る
同
じ
く
雪
の
場
面
の
「
普
賢
菩
薩
の
乗
物
」
の
見
立
て
に
呼
応
し
て
、
末

摘
花
の
「
心
浄
」
を
表
出
し
た
と
言
え
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
に
論
じ
ら
れ
る
、
兄
の
禅
師
が
光
源
氏
主
催
の
御

八
講
の
帰
途
に
末
摘
花
の
住
ま
い
を
訪
れ
る
場
面
に
注
目
し
、
『
觀
普
賢
菩

薩
行
法
経
』を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
仏
教
の
経
典
に
説
か
れ
る「
理
の
懺
悔
」

の
論
理
を
通
し
て
、
そ
の
場
面
の
問
題
と
さ
れ
る
「
心
憂
の
仏
菩
薩
」
の
見

立
て
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
蔵
中
氏
の
論
に
提
示
さ
れ
る
末
摘
花
巻
「
普

賢
菩
薩
の
乗
り
物
」
の
見
立
て
と
の
対
照
性
を
読
み
直
し
た
。 

 

大
乗
仏
教
の
「
理
の
懺
悔
」
の
論
理
を
中
心
に
、
蓬
生
巻
「
心
憂
の
仏
菩

薩
」
と
末
摘
花
巻
「
普
賢
菩
薩
の
乗
り
物
」
の
見
立
て
の
対
照
か
ら
「
救
う

者
と
救
わ
れ
る
者
」
の
構
図
を
読
み
取
る
蔵
中
氏
の
論
を
検
証
し
直
す
と
、

「
妄
心
」
と
「
顛
倒
心
」
に
汚
れ
る
光
源
氏
は
む
し
ろ
救
わ
れ
る
べ
き
側
と

し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
末
摘
花
と
し
て
は
、
そ
の
「
普
賢
菩

薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
」
る
鼻
の
設
定
と
「
琴
中
趣
」
の
伏
線
が
光
源
氏
に
対
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し
て
も
読
者
に
対
し
て
も
、「
無
妄
想
」
と
「
無
顛
倒
」
の
「
空
」
の
智
慧
に

導
く
救
済
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
看
取
さ
れ
る
。 

本
稿
で
問
題
と
し
て
扱
え
な
か
っ
た
の
は
、
兄
の
禅
師
の
話
か
ら
光
源
氏

主
催
の
御
八
講
の
「
生
け
る
浄
土
の
飾
り
に
劣
ら
」
ぬ
盛
況
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。御
八
講
即
ち
法
華
八
講
の
モ
チ
ー
フ
に
注
意
す
る
と
、

『
法
華
経
』
普
賢
菩
薩
勧
発
品
に
「
是
人
若
行
若
立
、
讀
誦
此
經
、
我
爾
時

乘
六
牙
白
象
王
、
與
大
菩
薩
衆
倶
詣
其
所
、
而
自
現
身
、
供
養
守
護
安
慰
其

心
。
亦
爲
供
養
法
華
經
故
。
是
人
若
坐
思
惟
此
經
、
爾
時
我
復
乘
白
象
王
現

其
人
前
（
是
の
人
若
し
は
行
き
若
し
は
立
っ
て
、
此
の
經
を
讀
誦
せ
ば
、
我

爾
の
時
に
六
牙
の
白
象
王
に
乗
っ
て
、大
菩
薩
衆
と
倶
に
其
の
所
に
詣
っ
て
、

自
ら
身
を
現
じ
て
、
供
養
し
守
護
し
て
其
の
心
を
安
慰
せ
ん
。
亦
た
法
華
經

を
供
養
せ
ん
が
爲
の
故
な
り
。是
の
人
若
し
は
坐
し
て
此
の
經
を
思
惟
せ
ば
、

爾
の
時
に
我
復
た
白
象
王
に
乘
っ
て
其
の
人
の
前
に
現
ぜ
ん
）（
22
）

と
普
賢

菩
薩
が
六
牙
の
白
象
に
乗
っ
て
法
華
経
を
讀
誦
し
、
思
惟
す
る
者
の
前
に
現

れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。 

『
法
華
経
』
普
賢
菩
薩
勧
発
品
の
経
文
を
末
摘
花
の
物
語
の
解
釈
に
取
り

入
れ
る
と
、
普
賢
菩
薩
の
乗
る
白
象
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
末
摘
花
が
法
華
八

講
を
主
催
す
る
光
源
氏
の
前
に
現
れ
る
と
い
う
読
み
が
生
じ
て
く
る
。
も
ち

ろ
ん
、
物
語
の
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
は
、
男
君
の
光
源
氏
が
女
君
の
末

摘
花
の
も
と
を
訪
ね
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
光
源
氏
の
人
生
に
お

け
る
末
摘
花
の
登
場
が
『
法
華
経
』
を
介
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
可
能

性
は
検
討
に
付
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
光
源
氏
と
末
摘
花
の
人
物
造

型
の
対
照
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
普
賢
菩
薩
が
白
象
に
乗
っ
て
現
れ
る
意
味

あ
る
い
は
普
賢
菩
薩
と
白
象
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
い
く
必
要
も
あ
る
の

で
、
稿
を
改
め
て
論
じ
て
い
き
た
い
。 

  
 

注 
 

（
１
）『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学

館
）
に
よ
り
、
巻
名
・
冊
数
・
頁
数
を
付
し
た
。 

（
２
）
三
角
洋
一
『
源
氏
物
語
と
天
台
浄
土
教
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年

所
収
。
初
出
は
紫
式
部
学
会
編
輯
『
む
ら
さ
き
』
二
十
六
、
一
九
八

九
年
七
月
。 

（
３
）『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞 

別
冊 

源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

No.13

末
摘
花
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
。 

（
４
）
仏
典
の
引
用
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
公

式
サ
イ
ト
（
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
〈SAT

〉）

に
よ
る
。『
觀
普
賢
菩
薩
行
法
経
』の
訓
読
は
法
華
経
普
及
会
編『
真

訓
両
讀 
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』（
平
楽
寺
書
店
、一
九
七
七
年
）に

よ
り
、
適
宜
改
め
た
。 
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（
５
）
前
掲
注
２
書 

（
６
）
秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
。 

（
７
）『
方
丈
記
』本
文
の
引
用
は『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）

に
よ
る
。 

（
８
）「
慧
日
」
の
比
喩
に
つ
い
て
は
、『
法
華
経
』
観
世
音
菩
薩
普
品
門
に

「
無
垢
清
淨
光 
慧
日
破
諸
闇 

能
伏
災
風
火 

普
明
照
世
間
（
無

垢
清
淨
の
光
あ
り
て
、 
慧
日
諸
の
闇
を
破
し
、
能
く
災
の
風
火
を

伏
し
て
、普
く
明
ら
か
に
世
間
を
照
ら
す
）」（
訓
読
は
前
掲
注
４『
真

訓
両
讀 

妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
に
よ
る
）
と
あ
る
偈
が
知
ら
れ
て

お
り
、
衆
生
の
煩
悩
と
罪
障
を
滅
す
る
大
乗
仏
教
の
智
慧
が
よ
く
遍

く
照
ら
す
日
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。 

（
９
）
因
縁
和
合
の
六
道
輪
廻
の
世
界
に
働
く
「
業
因
果
」
の
法
則
か
ら
、

『
十
善
業
道
経
』
に
説
か
れ
る
身
善
業
の
不
殺
生
、
不
偸
盗
、
不
邪

淫
、
口
善
業
の
不
妄
語
、
不
両
舌
、
不
悪
口
、
不
綺
語
と
意
善
業
の

不
慳
貪
、
不
瞋
恚
、
不
邪
見
と
い
う
十
善
業
を
修
め
、
そ
れ
に
反
す

る
十
悪
業
を
廃
す
る
こ
と
が
最
も
基
本
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
10
）『
心
地
観
経
』
の
訓
読
は
石
田
瑞
麿
訳
注
『
往
生
要
集
』（
岩
波
文

庫
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
り
、
適
宜
改
め
た
。 

（
11
）『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
訓
読
は
『
昭
和
新
纂
國
譯
大
藏
經
』
に

よ
り
、
適
宜
改
め
た
。 

（
12
）ラ
ル
ン
五
明
仏
学
院・ケ
ン
ポ・ソ
ダ
ジ
師（Khenpo Sodargye

）

『
能
断 

金
剛
経
給
你
強
大
』（『
能
断 

金
剛
経
が
賜
る
強
さ
』）で

は
、「
有
為
法
」の
六
つ
の
比
喩
に
つ
い
て「「
夢
」：
迷
乱
し
た
意
識

に
よ
り
現
前
し
、そ
の
時
点
で
は「
能
取
」「
所
取
」が
あ
る
と
雖
も
、

本
性
と
し
て
は
寸
毫
た
り
と
も
成
立
し
な
い
。「
幻
」：「
幻
化
師
」が

幻
術
を
通
し
て
変
じ
た
事
物
で
あ
り
、
そ
の
実
体
が
根
本
的
に
存
在

し
な
い
。「
泡
」：
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
、
瞬
く
間
に
消
え
失
せ
る
。

「
影
」：因
縁
が
具
足
し
て
は
じ
め
て
現
れ
、有
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
質
的
に
は
存
在
し
な
い
。「
露
」：
日
が
出
る
と
、忽
ち
無
く
な
る
。

「
電
」：
前
の
一
刹
那
に
現
れ
、後
の
一
刹
那
に
滅
尽
す
る
。こ
の
六

つ
の
比
喩
は
、「
有
為
法
」
の
自
性
の
な
さ
を
説
明
し
た
と
と
も
に
、

無
常
の
理
を
も
説
明
し
た
」（
日
本
語
訳
筆
者
）
と
説
か
れ
て
い
る
。 

（
13
）
訓
読
は
筆
者
に
よ
る
。 

（
14
）
鳩
摩
羅
什
訳
『
維
摩
詰
所
説
経
』。
訓
読
は
『
新
国
訳
大
蔵
経
』
に

よ
る
。 

（
15
）
白
居
易
作
品
の
引
用
は
朱
金
城
箋
注
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古

籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
。
訓
読
は
『
白
氏
文
集
』（
新
釈

漢
文
大
系
）
に
よ
り
、
適
宜
改
め
た
。 

（
16
）
大
乗
仏
教
で
は
、
一
切
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
菩
提
心
を
起
こ
し
て

修
行
す
る
衆
生
が
す
べ
て
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
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に
仏
の
悟
り
に
至
っ
て
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
再
び
菩
薩
の
姿
を
取

っ
て
現
れ
る
観
音
菩
薩
の
よ
う
な
果
位
菩
薩
に
対
し
て
、
仏
果
を
目

指
し
て
修
行
を
積
ん
で
い
る
段
階
の
因
位
菩
薩
が
あ
る
。 

（
17
）「
琴
」
…
『
源
氏
物
語
大
成
』「
き
む
」
→
「
き
ん
」（
河
内
本 

二

〇
二
頁
）。
琴
の
本
文
異
同
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
琴
の
表

記
の
調
査
成
果
を
収
め
る
、
原
豊
二
・
中
丸
貴
史
編
『
日
本
文
学
に

お
け
る
琴
学
史
の
基
礎
的
研
究《
資
料
篇
》』（「
平
成
二
十
年
度 

科

学
研
究
費
補
助
金･

若
手
研
究
Ｂ
・
研
究
課
題
番
号18720059 

研

究
代
表
者：原
豊
二 

日
本
文
学
に
お
け
る
琴
学
史
の
基
礎
的
研
究
」

の
研
究
成
果
の
一
部
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
る
。 

（
18
）『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
所
収
。

初
出
は
和
漢
比
較
文
学
会
編『
中
古
文
学
と
漢
文
学
Ⅱ
』（
汲
古
書
院
、

一
九
八
七
年
）。 

（
19
）「
帰
去
来
辞
」
の
引
用
と
訓
読
は
『
文
選
』（
新
釈
漢
文
大
系
）
に

よ
る
。 

（
20
）
和
漢
比
較
文
学
会
編
『
源
氏
物
語
と
漢
文
学
』
汲
古
書
院
、
一
九

九
三
年
所
収
。 

（
21
）
陶
淵
明
伝
の
引
用
は
『
晋
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
に
よ

り
、
訓
読
は
筆
者
に
よ
る
。 

（
22
）
訓
読
は
前
掲
注
４
書
『
真
訓
両
讀 

妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
に
よ

る
。 

（
じ
く 

ぎ
ん
じ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
） 
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