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返
し
、
寂
念
法
師
、

敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
も
な
く
な
く
も
君
と
の
み
こ
そ
跡

を
し
の
ば
め

一
五
七　

西
行
法
師
、
和
歌
を
兵
衛
局
に
贈
る
事

　

西
行
法
師
、
法
勝
寺
の
花
見
に
ま
か
り
け
る
に
、
そ
の
日
、

上
西
門
院
の
女
房
お
な
じ
く
見
け
る
中
に
兵
衛
の
局
あ
り
と

聞
き
て
、「
昔
の
花
見
の
御
幸
思
ひ
い
で
給
ふ
ら
ん
」
な
ど

い
ひ
て
、
そ
の
日
雨
の
降
り
た
り
け
れ
ば
、
か
く
ぞ
申
し
侍

り
け
る
。

見
る
人
に
花
も
昔
を
思
ひ
出
で
て
恋
し
か
る
ら
し
雨
に

し
ほ
る
る

返
し
、
兵
衛
の
局
、

い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
る
雨
と
誰
か
見
ん
花
に
昔
の
友
し

な
け
れ
ば

は
じ
め
に

　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
に
採
ら
れ
て
い
る
一
五
六

話
と
一
五
七
話
は
、
連
続
す
る
西
行
に
関
連
す
る
和
歌
説
話
で
あ

る
。
次
に
そ
の
本
文
を
二
話
続
け
て
引
用
す
る
。

一
五
六　

西
行
法
師
、
崇
徳
院
の
讃
岐
配
流
を
悲
し
み
、

寂
念
と
唱
和
の
事

　

保
元
の
乱
に
よ
り
て
、
新
院
、
讃
岐
の
国
に
遷
ら
せ
お
は

し
ま
し
に
け
り
。
和
歌
の
道
す
ぐ
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
に
、

か
か
る
う
き
こ
と
出
で
き
た
れ
ば
、「
こ
の
道
、
す
た
れ
ぬ

る
に
や
」
と
か
な
し
く
お
ぼ
え
て
、
寂
念
法
師
が
も
と
へ
よ

み
て
つ
か
は
し
け
る
。
西
行
法
師
、

こ
と
の
葉
の
な
さ
け
た
え
ぬ
る
折
ふ
し
に
あ
り
あ
ふ
身

こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
、
西
行
和
歌
説
話
の 

編
集
意
図
に
つ
い
て

小
野
寺　

貴　

之
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1
　
詠
歌
状
況
に
よ
る
分
類

　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
、
和
歌
の
部
の
一
五
六
話
は
保
元
の

乱
の
後
、
讃
岐
国
へ
崇
徳
上
皇
が
流
さ
れ
た
後
の
歌
壇
の
状
況
に

端
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
類
話
は
、『
山
家
集
』
な
ど
の
西
行
の

私
家
集
と
『
西
行
物
語
』
文
明
本
、『
平
家
物
語
』
延
慶
本
な
ど

に
見
ら
れ
る
が
、
い
く
つ
か
の
異
同
が
あ
る
。
そ
の
違
い
に
つ
い

て
は
、
詠
歌
状
況
や
和
歌
に
対
す
る
言
及
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
け

ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
一
五
六
話
と
状
況
が
類
似
し
て
い
る
『
山
家
集
』
と

『
西
行
物
語
』
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

讃
岐
に
お
は
し
ま
し
て
の
ち
、
歌
と
云
事
の
世
に
い
と

聞
え
ざ
り
け
れ
ば
、
寂
然
が
も
と
へ
い
ひ
つ
か
は
し
け

る

言
の
葉
の
な
さ
け
絶
え
に
し
折
節
に
あ
り
逢
ふ
身
こ
そ
か
な

し
か
り
け
れ

返
し 

寂
然

敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
に
泣
く
く
も
君
と
の
み
こ
そ
跡
を
忍
ば

め
 

（『
山
家
集
』
下
雑　

一
二
二
八
、
一
二
二
九
番
）
3
（

歌
）

す
で
に
さ
ぬ
き
の
国
へ
、
こ
と
や
う
に
て
く
だ
ら
せ
給

 

（『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
、
和
歌
第
）
1
（
六
）

こ
の
二
話
は
、
西
行
の
家
集
で
あ
る
『
山
家
集
』
や
、
そ
の
生
涯

を
伝
え
る
『
西
行
物
語
』
な
ど
、
他
の
西
行
関
連
の
類
話
に
も
見

ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
類
話
と
比
較
し

て
い
く
と
、
原
拠
と
擬
せ
ら
れ
る
『
山
家
集
』
の
当
該
部
分
と

『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
意
図
が
異
な

っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
一
五
七
話
に
お
け
る

『
山
家
集
』
と
の
詠
歌
状
況
と
返
歌
の
違
い
は
、
そ
の
異
同
を
比

較
す
る
と
、
仮
に
『
山
家
集
』
を
原
拠
と
し
て
い
る
場
合
は
改
変

と
言
っ
て
良
い
水
準
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
、
一
五
七
話
と
、
そ

れ
に
相
当
す
る
『
山
家
集
』
や
そ
の
他
の
西
行
の
家
集
、『
西
行

物
語
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
比
較
し
、『
古
今
著
聞
集
』
の
編
者
の

側
に
話
の
意
味
を
変
更
す
る
意
図
が
存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
一
五
七
話
の
返
歌
に
つ
い
て
は
従
来

と
異
な
る
解
釈
を
提
示
し
、
以
前
拙
稿
で
示
し
）
2
（

た
、『
古
今
著
聞

集
』
和
歌
の
部
に
お
け
る
編
者
の
意
図
的
な
改
変
の
可
能
性
に
つ

い
て
も
改
め
て
考
察
す
る
。

一
、『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
に
お
け
る
他
出
の

類
話
と
そ
の
異
同
に
つ
い
て
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次
に
『
山
家
集
』、『
西
行
物
語
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
と
異
な

る
、
崇
徳
院
が
流
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
西
行
が
歌
を
二
首
詠
む

と
い
う
『
平
家
物
語
』
延
慶
本
の
形
式
を
見
る
。

　

卅
六　

讃
岐
院
之
御
事

廿
九
日
讃
岐
院
御
追
号
ア
リ
崇
徳
院　
ト

申
ス
此
院　
ト

申　
ハ

去　
ヌ
ル

保

元
々
年　
ニ

悪
左
府
頼
長
公　
ノ

勧　
ニ

依　
テ

世　
ヲ

乱　
リ

マ
シ
〳
〵
シ
御
事
也
其
合

戦　
ノ

庭　
ヲ

逃
出
サ
セ
御　
シ

マ
シ
テ
仁
和
寺　
ノ

寛
遍
法
務　
ノ

御
坊
ヘ
御
幸
ナ

リ
タ
リ
ケ
ル
カ
讃
岐
国　
ヘ

被
移
蚤

マ
シ
マ
ス
由　
ヲ

聞　
テ

其
比
西
行　
ト

聞

ヘ
シ
者
カ
ク
ソ
思
ツ
ヽ
ケ
シ

コ
ト
ノ
ハ
ノ
情
絶
ヌ
ル
折
節　
ニ

有
合
身
コ
ソ
悲　
シ

カ
リ
ケ
レ

シ
キ
嶋
ヤ
絶
ヌ
ル
道　
ニ

ナ
ク
〳
〵
モ
君　
ト

ノ
ミ
コ
ソ
跡　
ヲ〔

シ
〕

ノ
ハ
メ

 

（『
平
家
物
語
』
延
慶
）
5
（

本
）

こ
の
話
が
他
の
話
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
歌
を
送
っ
た
相
手
で

あ
る
「
寂
然（『
古
今
著
聞
集
』
で
は
寂
念
）」
の
存
在
が
な
い
こ

と
と
、
他
の
話
で
憂
慮
さ
れ
て
い
る
、
崇
徳
院
配
流
後
の
歌
壇
の

状
況
に
対
す
る
言
及
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

Ａ
系
統　
『
平
家
物
語
』
延
慶
本

・
詠
歌
状
況

：「
讃
岐
国
へ
移
さ
れ
ま
し
ま
す
由
を
聞

て
後
、
世
の
中
に
う
た
な
ど
よ
む
事
た
え
て
き
か
ざ
り

け
れ
ば
、
寂
然
が
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
。

こ
と
の
葉
の
な
さ
け
た
え
ぬ
る
お
り
ふ
し
に　

あ
り
あ
ふ
身

こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ

返
し
、

し
き
し
ま
や
た
え
ぬ
る
道
に
な
く
く
も　

君
と
の
み
こ
そ
あ

と
を
お
し
ま
め

 

（『
西
行
物
語
』
文
明
）
4
（

本
）

　
『
山
家
集
』
の
贈
答
と
『
西
行
物
語
』
文
明
本
の
こ
の
話
は
状

況
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
崇
徳
院
が
讃
岐
に
配
流

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
そ
の
後
の
歌
壇
の
状
況
を
寂
然
と
憂
い
て

い
る
。

　
『
古
今
著
聞
集
』
の
一
五
六
話
も
右
の
二
例
と
詠
歌
状
況
が
同

様
で
あ
り
、
崇
徳
院
配
流
後
の
状
況
で
「
こ
の
道
、
す
た
れ
ぬ
る

に
や
」
と
「
歌
の
道
」
に
対
す
る
西
行
の
憂
い
が
挿
入
さ
れ
る
。

固
有
名
詞
の
相
違
に
関
し
て
は
、
西
行
が
歌
を
送
っ
た
相
手
が

『
山
家
集
』、『
西
行
物
語
』
で
は
「
寂
然
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
で
は
「
寂
念
」
と
な
っ
て
い
る
問
題

が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
漢
字
を
ど
ち
ら
も
「
じ
ゃ
く
ね

ん
」
と
読
め
る
こ
と
か
ら
区
別
が
つ
き
に
く
い
こ
と
、
西
行
と
の

贈
答
で
は
、
寂
然
が
相
手
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
な
ど

か
ら
、
こ
の
場
で
は
誤
記
と
し
て
処
理
す
る
。
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に
つ
い
て
の
説
明
「
和
歌
の
道
す
ぐ
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
」
の
中

に
用
い
ら
れ
、
西
行
個
人
の
主
観
で
あ
る
「
こ
の
道
」
に
繫
が
っ

て
い
く
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
次
節
で
は
こ
の
「
道
」

と
い
う
語
が
強
調
さ
れ
た
Ｃ
系
統
、『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話

の
構
造
を
見
て
い
く
。

2
　
三
つ
の
「
道
」
の
位
相
と
一
五
六
話
の
成
立
意
図

　

保
元
の
乱
に
よ
り
て
、
新
院
、
讃
岐
の
国
に
遷
ら
せ
お
は

し
ま
し
に
け
り
。
和
歌
の
道
す
ぐ
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
に
、

か
か
る
う
き
こ
と
出
で
き
た
れ
ば
、「
こ
の
道
、
す
た
れ
ぬ

る
に
や
」
と
か
な
し
く
お
ぼ
え
て
、
寂
念
法
師
が
も
と
へ
よ

み
て
つ
か
は
し
け
る
。

 

（
傍
線
部
は
稿
者
に
よ
る
、
以
下
同
じ
）

　
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
で
は
右
の
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う

に
、
歌
の
贈
答
に
入
る
前
に
「
道
」
と
い
う
語
が
二
箇
所
登
場
す

る
。
こ
れ
は
原
拠
と
思
わ
れ
る
『
山
家
集
』
の
相
当
箇
所
で
は
贈

答
相
手
の
寂
然（
念
）か
ら
の
返
歌

敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
も
な
く
な
く
も
君
と
の
み
こ
そ
跡
を
し

の
ば
め

き
て
」

・
贈
答
相
手

：

な
し

　

Ｂ
系
統　
『
山
家
集
』
詞
書
／
『
西
行
物
語
』
文
明
本

・
詠
歌
状
況

：「
歌
と
云
事
の
世
に
い
と
聞
え
ざ
り
け

れ
ば
」

　
「
世
の
中
に
う
た
な
ど
よ
む
事
た
え
て
き
か
ざ
り
け

れ
ば
」

・
贈
答
相
手

：

寂
然

　

Ｃ
系
統　
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話

・
詠
歌
状
況

：「「
こ
の
道
、
す
た
れ
ぬ
る
に
や
」
と
か

な
し
く
お
ぼ
え
て
」

・
贈
答
相
手

：

寂
念（
寂
然
か
）

　

右
の
整
理
を
見
る
と
、
Ｃ
の
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
は
贈

答
相
手
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
誤
記
と
整
理
す
れ
ば
分

類
Ｂ
と
同
様
の
文
脈
に
あ
る
。
た
だ
し
、
詠
歌
状
況
を
よ
り
詳
し

く
見
て
い
く
と
、「（
歌
が
）聞
え
ざ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
世
の
中

の
状
況
を
受
け
た
形
の
Ｂ
に
対
し
て
、
Ｃ
で
は
「
こ
の（
歌
の
）道
、

す
た
れ
ぬ
る
に
や
」
と
い
う
、
悲
嘆
す
る
西
行
個
人
の
主
観
と
し

て
の
歌
壇
の
衰
微
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
で
は
寂
然
の
返

歌
で
登
場
す
る
「
道
」
と
い
う
言
葉
が
、
Ｃ
で
は
す
で
に
崇
徳
院
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（
念
）が
詠
ん
だ
と
い
う
構
図
に
な
る
。
一
五
六
話
に
お
け
る

「
道
」
と
い
う
語
の
配
置
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

崇
徳
院
の
説
明

：「（
す
ぐ
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
）和
歌
の
道
」

西
行
の
言
動

：

「
こ
の
道
、す
た
れ
ぬ
る
に
や
」＝「
こ
と
の
葉
の
な
さ
け
た
え
に
し
」

返
歌

＝

「
敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
も
な
く
な
く
も
」

　

こ
の
一
五
六
話
の
構
図
か
ら
は
、
西
行
が
懸
念
す
る
「
こ
の

道
」
に
対
応
し
て
寂
然（
念
）の
「
敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
も
」
の

「
道
」
の
語
が
導
か
れ
た
と
い
う
文
脈
に
な
る
。
つ
ま
り
は

（
崇
徳
院
に
よ
っ
て
隆
盛
し
て
い
た
）「
和
歌
の
道
」

⇒

（
す
た
れ
ぬ
る
）「
こ
の
道
」＝（
た
え
ぬ
る
）「
こ
と
の
葉
の
な
さ
け
」

＝

「
絶
え
ぬ
る
道
」

と
い
う
対
応
関
係
が
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
り
、
寂
然（
念
）側
の
意

図
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
説
話
の
受
け
手
に
は

に
お
い
て
初
め
て
出
て
く
る
語
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
『
山
家
集
』
の
詠
歌
状
況
を
増
補
し
た
よ
う
な
歌
の

贈
答
の
前
段
部
分
は
、
歌
集
と
し
て
の
流
れ
の
中
に
配
置
さ
れ
て

い
る
詞
書
と
歌
を
、
説
話
と
し
て
単
独
で
成
立
さ
せ
る
際
に
受
け

手
が
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
変
化
と
も
説
明
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
一
五
六
話
の
説
話
内
に
『
山
家

集
』
の
「
歌
と
云
事
の
世
に
い
と
聞
え
ざ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
表

現
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
西
行
の
主
観
と
し
て
「
こ

の
道
、
す
た
れ
ぬ
る
に
や
」
と
言
わ
せ
た
こ
と
に
疑
問
が
残
る
。

　

西
行
の
言
葉
で
あ
る
「
こ
の
道
」
と
は
、
そ
の
前
に
崇
徳
院
の

説
明
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
「
和
歌
の
道
」
を
指
し
て
い
る
。

崇
徳
院
の
「（
す
ぐ
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
）和
歌
の
道
」
と
は
、
崇

徳
院
個
人
の
高
い
作
歌
能
力
を
示
し
て
い
る
と
受
け
取
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
そ
の
後
に
来
る
廃
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
西
行
の
言

葉
か
ら
、
院
個
人
の
和
歌
に
対
す
る
才
能
と
牽
引
）
6
（

力
の
結
果
と
し

て
、
必
然
的
に
隆
盛
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
歌
壇
の
状
況
そ
の
も
の

を
指
す
意
味
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
一
五
六
話
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
」
と
い
う
語
が
示
す
位
置

関
係
を
整
理
す
る
と
、
西
行
は
、
崇
徳
院
が
讃
岐
に
配
流
さ
れ
た

こ
と
で
院
を
中
心
に
興
隆
し
て
い
た
「
和
歌
の
道
」
に
対
し
て

「
こ
の
道
、
す
た
れ
ぬ
る
に
や
」
と
い
う
悲
嘆
の
気
持
ち
を
抱
き
、

そ
の
気
持
ち
を
「
こ
と
の
葉
の
〜
」
と
歌
に
詠
み
寂
然（
念
）へ
贈

っ
た
、
そ
の
返
歌
と
し
て
「
敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
も
」
と
寂
然
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性
は
実
際
と
は
反
対
で
あ
る
「
和
歌
の
道
」
↓
「
こ
の
道
」
↓

「
絶
え
ぬ
る
道
」
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
編
集
さ
れ

て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
一
五
六
話
は
、
単
に
歌
壇
の
状
況
を
憂
う
と

い
う
『
山
家
集
』
の
詞
書
通
り
の
意
味
に
留
ま
ら
ず
、
崇
徳
院
の

存
在
を
強
調
す
る
形
で
「
絶
え
ぬ
る
道
」
と
い
う
語
を
限
定
し
た

い
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
の
編
者
は
『
山
家
集
』
に
お
け
る

寂
然（
念
）の
返
歌
「
敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
も
〜
」
詠
に
お
け
る

「
道
」
の
語
を
説
話
構
成
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
導

い
た
「（
崇
徳
院
に
よ
っ
て
隆
盛
し
た
）和
歌
の
道
」
と
い
う
原
拠

に
は
な
い
説
話
独
自
の
要
素
を
作
り
出
し
た
。
そ
し
て
西
行
が

「
こ
の
道
」
の
行
く
末
に
つ
い
て
憂
う
と
い
う
、
こ
れ
も
原
拠
に

は
な
い
誇
張
を
挟
む
こ
と
で
、「（
崇
徳
院
に
よ
っ
て
隆
盛
し
た
）

和
歌
の
道
」
が
「
す
た
れ
ぬ
る
に
や
」
と
い
う
悲
嘆
の
気
持
ち
を

西
行
の
歌
「
こ
と
の
葉
の
〜
」
詠
に
込
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
結
果
、
返
歌
で
あ
る
「
敷
島
や
絶
え
ぬ
る
道
〜
」
詠
を
、「（
崇

徳
院
に
よ
っ
て
隆
盛
し
た
）和
歌
の
道
」
と
い
う
要
素
が
あ
っ
て

導
か
れ
た
歌
で
あ
る
か
の
よ
う
な
形
で
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
こ
う
し
て
結
ば
れ
た
「（
崇
徳
院
に
よ
っ
て
隆
盛
し

た
）和
歌
の
道
」
＝
「
敷
島
の
絶
え
ぬ
る
道
」
と
い
う
等
式
を
持

つ
説
話
は
、『
山
家
集
』
よ
り
も
一
層
崇
徳
院
の
役
割
に
焦
点
を

当
て
た
形
で
原
拠
を
上
書
き
し
て
い
る
。

（
崇
徳
院
に
よ
っ
て
隆
盛
し
て
い
た
）「
和
歌
の
道
」

＝

「
絶
え
ぬ
る
道
」

と
し
て
返
歌
の
意
図
が
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
等
号
の
右
側

が
説
話
に
よ
る
独
創
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
関
係
は
寂
然

（
念
）の
返
歌
の
「
絶
え
ぬ
る
道
」
が
「（
崇
徳
院
に
よ
っ
て
隆
盛

し
て
い
た
）和
歌
の
道
」
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
と
、
編
者
が
寂
然

（
念
）の
和
歌
内
に
包
含
さ
れ
て
い
る
問
題
意
識
を
限
定
し
た
も
の

と
整
理
で
き
る
。
一
見
妥
当
性
の
あ
る
限
定
に
見
え
る
が
、『
山

家
集
』
の
詞
書
の
表
現
で
は
、
西
行
は
「
讃
岐
に
お
は
し
ま
し
て

の
ち
、
歌
と
云
事
の
い
と
聞
こ
え
ざ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、

崇
徳
院
が
流
さ
れ
た
後
の
「
歌
壇
の
状
況
」
に
焦
点
を
当
て
て
憂

い
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
寂
然（
念
）の
返
歌
に
し
て
も
、

崇
徳
院
配
流
後
の
歌
壇
を
憂
う
同
時
代
人
と
し
て
の
問
題
意
識
が

西
行
と
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
に
せ
よ
、

相
当
す
る
場
面
だ
け
で
見
れ
ば
、「
こ
と
の
葉
の
〜
」
詠
に
対
す

る
共
感
や
同
調
以
上
の
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
こ
の
返
歌
は
元
々
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
に
の
み
登

場
す
る
「
和
歌
の
道
」
や
「
こ
の
道
」
と
い
っ
た
語
と
対
応
し
て

作
ら
れ
た
歌
で
は
な
く
、「
絶
え
ぬ
る
道
」
と
い
う
語
も
そ
こ
か

ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の

説
話
を
素
直
に
読
ん
だ
際
に
受
け
手
が
読
み
取
る
で
あ
ろ
う
関
係
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上
西
門
院
の
女
房
、
法
勝
寺
の
花
見
侍
け
る
に
、
雨
の

降
り
て
暮
れ
に
け
れ
ば
、
帰
ら
れ
に
け
り
、
又
の
日
、

兵
衛
の
局
の
も
と
へ
、
花
の
御
幸
思
出
さ
せ
給
ら
ん
と

覚
え
て
、
か
く
な
ん
申
さ
ま
ほ
し
か
り
し
と
て
、
つ
か

は
し
け
る

見
る
ひ
と
に
花
も
昔
を
思
ひ
出
で
て
恋
し
か
る
べ
し
雨
に
し

を
る
ゝ返

し

い
に
し
へ
を
偲
ぶ
る
雨
と
た
れ
か
見
ん
花
も
そ
の
世
の
友
し

な
け
れ
ば

若
き
人
く
ば
か
り
な
ん
、
老
い
に
け
る
身
は
風
の
煩
は

し
さ
に
厭
は
る
ゝ
事
に
て
と
あ
り
け
る
、
や
さ
し
く
聞

え
け
り

 

（『
山
家
集
』
上　

春　

一
〇
一
番
、
一
〇
二
番
）
8
（

歌
）

上
西
門
院
の
女
房
、
法
勝
寺
の
花
見
ら
れ
し
に
、
雨
の

降
て
暮
に
し
か
ば
、
か
へ
ら
れ
に
き
、
又
の
日
、
兵
衛

の
局
の
も
と
へ
、
花
の
み
ゆ
き
思
ひ
出
さ
せ
給
ふ
ら
ん

と
お
ぼ
え
て
な
ど
、
申
さ
ま
ほ
し
か
り
し
と
て
、
申
お

く
り
侍
し

見
る
人
に
花
も
昔
を
思
ひ
出
て　

恋
し
か
る
ら
し
雨
に
し
ほ

る
ゝ

返
し

　

こ
こ
に
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
六
話
の
意
図
的
な
編
集
の
痕
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、『
古
今
著
聞
集
』
一
五
七
話
に
お
け
る
他
出
の

類
話
と
そ
の
異
同
に
つ
い
て

1
　
詠
歌
状
況
に
よ
る
分
類

　
『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
第
五
巻
第
六
の
一
五
七
話
は
、
一
五
六

話
に
続
い
て
西
行
が
登
場
す
る
和
歌
説
話
で
あ
る
。
法
勝
寺
で
行

っ
た
上
西
門
院
の
女
房
た
ち
の
花
見
に
関
連
し
て
、
西
行
が
兵
衛

の
局
に
、
在
り
し
日
の
花
見
を
思
い
出
さ
せ
よ
）
7
（

う
と
和
歌
を
送
る

話
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
説
話
の
類
話
と
し
て
、『
山
家
集
』
や
『
西
行
法
師
家
集
』、

『
山
家
心
中
集
』
に
相
当
す
る
箇
所
が
あ
り
、
ま
た
文
明
本
『
西

行
物
語
』
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。『
古
今
著
聞
集
』
一
五
七

話
も
含
め
た
こ
れ
ら
の
類
話
群
は
、
詠
歌
状
況
と
兵
衛
の
局
の
返

歌
の
異
同
か
ら
、
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
整
理
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、『
山
家
集
』
や
『
西
行
法
師
家
集
』、『
山
家
心
中

集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
相
当
部
分
を

順
に
見
て
い
く
。
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女
房
た
ち
は
雨
が
降
っ
て
夕
方
に
な
っ
た
の
で
帰
っ
て
し
ま
い
、

西
行
は
花
見
と
は
別
の
日
に
兵
衛
の
局
へ
歌
を
送
っ
て
い
る
。
ま

た
返
歌
に
は
、
西
行
に
よ
る
自
撰
が
原
型
と
さ
れ
る
『
山
家
集
』

と
『
山
家
心
中
集
』
に
左
注
が
存
在
し
、
兵
衛
の
局
か
ら
見
て
周

囲
の
人
間
が
若
い
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
、
自
ら
の
老
い
を
嘆
く
と

と
も
に
、
花
の
縁
語
と
し
て
「
か
ぜ
」
を
用
い
て
風
邪
を
ひ
い
て

花
見
に
行
か
な
か
っ
た
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
）
11
（

る
。

　

二
つ
目
の
系
統
は
、
本
稿
で
扱
う
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
七
話

と
文
明
本
『
西
行
物
語
』
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
文
明

本
『
西
行
物
語
』
を
見
て
み
る
。

む
か
し
見
な
れ
し
こ
と
な
れ
ば
、
法
勝
寺
へ
花
見
に
ま
か
り

た
り
け
れ
ば
、
じ
や
う
と
う
も
ん
院
の
女
房
た
ち
花
見
ら
れ

け
る
な
か
に
、
兵
衛
の
つ
ぼ
ね
の
も
と
へ
、
む
か
し
の
花
の

御
幸
お
も
ひ
出
給
ふ
ら
ん
と
て
、
そ
の
日
雨
ふ
り
け
れ
ば
、

か
く
ぞ
申
つ
か
は
し
け
る
。

見
し
人
に
花
も
む
か
し
を
お
も
ひ
い
で
　ゝ

恋
し
か
る

ら
む
雨
に
し
ほ
れ
て

御
返
事
に
、

い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
る
雨
と
た
れ
か
見
ん　

花
に
む
か

し
の
と
も
し
な
け
れ
ば

 

（
文
明
本
『
西
行
物
）
12
（

語
』）

い
に
し
へ
を
忍
ぶ
る
雨
に
誰
か
見
ん　

花
も
そ
の
夜
の
と
も

し
な
け
れ
ば

 

（
李
花
亭
文
庫
本
『
西
行
上
人
集
』
春　

 

一
一
七
、
一
一
八
番
）
9
（

歌
）

上
西
門
院
の
女
ば
う
、
法
勝
寺
の
は
な
み
ら
れ
し
に
、

あ
め
の
ふ
り
て
く
れ
に
し
か
ば
か
へ
ら
れ
に
き
、
又
の

日
兵
衛
の
つ
ぼ
ね
の
も
と
へ
、
花
の
み
ゆ
き
お
も
ひ
い

で
さ
せ
た
ま
ふ
ら
む
と
お
ぼ
え
て
、
か
く
な
ん
申
さ
ま

ほ
し
か
り
し
と
て
、
お
く
り
は
べ
り
し

み
る
人
に
花
も
む
か
し
を
お
も
ひ
い
で
ゝ
恋
し
か
る
べ
し
あ

め
に
し
ほ
る
ゝ

返
し

い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
る
あ
め
と
た
れ
か
み
ん
は
な
も
そ
の
よ

の
と
も
し
な
け
れ
ば

わ
か
き
ひ
と
ぐ
ば
か
り
な
ん
、
を
い
に
け
る
身
は
か
ぜ

の
わ
づ
ら
は
し
さ
に
い
と

は
る
る
こ
と
に
て
と
あ
り
し
、
い
と
や
さ
し
く
き
こ
え

は
べ
り
き

 

（
伝
西
行
自
筆
本
『
山
家
心
中
集
』　

 

一
八
四
、
一
八
五
番
）
10
（

歌
）

こ
れ
ら
の
系
統
で
は
、
法
勝
寺
の
花
見
を
し
て
い
た
上
西
門
院
の
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る
。
次
に
返
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

2
　

一
五
七
話
に
お
け
る
兵
衛
の
局
の
返
歌
「
花
に
昔
の
友
し

な
け
れ
ば
」
と
そ
の
解
釈

　

一
五
七
話
に
お
け
る
兵
衛
の
局
の
返
歌
は
、
同
じ
場
所
で
行
わ

れ
た
か
つ
て
の
御
幸
に
つ
い
て
、
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
西
行

の
歌

見
る
人
に
花
も
昔
を
思
ひ
出
て
て
恋
し
か
る
べ
し
雨
に
し
ほ

る
ゝ

に
対
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
降
っ
て
い
る
雨
は
昔
の
こ
と
を
思
い

出
し
た
花
の
涙
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

前
節
で
は
、
返
歌
を
詠
む
兵
衛
の
局
の
状
況
が
二
つ
の
系
統
に

分
け
ら
れ
る
と
整
理
し
た
。
Ａ
系
統
は
、
花
見
が
行
わ
れ
た
後
の

日
に
歌
が
送
ら
れ
て
来
て
、
左
注
を
見
る
限
り
は
兵
衛
の
局
は
花

見
も
し
て
い
な
い
状
況
で
、
ま
た
左
注
が
な
く
と
も
時
間
的
に
も

空
間
的
に
も
花
見
か
ら
は
隔
た
っ
た
状
況
下
で
次
の
よ
う
な
返
歌

を
し
て
い
る
。

い
に
し
へ
を
偲
ぶ
る
雨
と
た
れ
か
見
ん
花
も
そ
の
世
の
友
し

な
け
れ
ば

　

上
西
門
院
が
「
じ
や
う
と
う
も
ん
院
」
と
な
っ
て
い
）
13
（
る
こ
と
を

除
け
ば
、「
は
じ
め
に
」
で
掲
載
し
た
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
七

話
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
こ
の
系
統
は
上
西
門
院
の
女
房
達
が
雨

の
中
法
勝
寺
の
花
見
を
し
て
い
る
そ
の
日
、
そ
の
中
に
い
る
兵
衛

の
局
に
対
し
て
、
西
行
が
歌
を
詠
み
か
け
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
兵
衛
の
局
の
返
歌
の
下
の
句
が
、『
山
家
集
』
な
ど
の
系
統

と
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

Ａ
系
統　
『
山
家
集
』
／
『
西
行
法
師
集
』
／
『
山
家
心
中
集
』

・
詠
歌
状
況

：

女
房
達
は
花
見
を
雨
で
帰
り
、
西
行
は

別
の
日
に
兵
衛
の
局
に
歌
を
送
る
。

兵
衛
の
局
の
老
い
と
、
風
邪
に
よ
る
欠
席
に
関
す
る

左
注
が
『
山
家
集
』『
山
家
心
中
集
』
に
あ
り

・
返
歌
下
句

：
花
も
そ
の
世
の
友
し
な
け
れ
ば

　

Ｂ
系
統　
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
七
話
／
文
明
本
『
西
行
物
語
』

・
詠
歌
状
況

：

女
房
達
は
雨
の
中
花
見
を
し
、
西
行
は

そ
の
中
の
兵
衛
の
局
に
歌
を
送
る
。

・
返
歌
下
句

：

花
に
昔
の
友
し
な
け
れ
ば

こ
の
二
つ
の
系
統
は
詠
歌
状
況
が
異
な
る
上
、
兵
衛
の
局
の
返
歌

の
下
の
句
も
そ
れ
に
対
応
し
た
形
で
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
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か
っ
た
と
い
う
前
提
で
、
花
に
と
っ
て
の
昔
の
友
＝
私（
兵
衛
の

局
）と
解
釈
し
て
い
る
。
一
方
、
西
澤
氏
の
訳
か
ら
は
「
途
中
で

降
っ
て
き
た
あ
の
雨
を
」
と
、
兵
衛
の
局
が
花
見
の
場
に
い
た
と

い
う
前
提
で
解
釈
し
、
花
に
と
っ
て
の
友
を
、
過
去
の
御
幸
に
い

た
三
院（
白
河
院
、
鳥
羽
院
、
待
賢
門
院
）を
指
す
も
の
と
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
花
に
と
っ
て
の
「
友
」
の
部
分
に
つ
い
て
、

直
近
の
『
山
家
集
』
注
釈
書
に
お
い
て
も
宇
津
木
言
行
氏
が
「
そ

の
当
時
の
友
で
あ
る
私（
兵
）
17
（

衛
）」
と
解
し
、
風
巻
氏
、
後
藤
氏
の

解
釈
を
継
承
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
解
釈
に
も
共
通
し
て
い
る
の

は
、
下
の
句
は
擬
人
化
さ
れ
た
花
を
主
体
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
古
今
著
聞
集
』
一
五
七
話
と
文
明
本
『
西
行
物
語
』
に
見
ら

れ
る
Ｂ
系
統
は
、
法
勝
寺
に
お
け
る
雨
中
の
花
見
に
兵
衛
の
局
が

お
り
、
そ
の
場
で
西
行
が
歌
を
送
っ
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
兵

衛
の
局
は
雨
の
中
、
眼
前
に
は
花
が
あ
り
、
周
囲
に
は
女
房
達
の

花
見
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
下
で

い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
る
雨
と
誰
か
見
ん
花
に
昔
の
友
し
な
け

れ
ば

と
返
歌
し
た
。
こ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
古
今
著
聞
集　

下
』
で
は

こ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
山
家
集　

金

槐
和
歌
集
』
で
「
山
家
集
」
部
分
を
担
当
し
た
風
巻
景
次
郎
氏
は
、

古
を
忍
ぶ
花
の
涙
が
、
雨
と
な
っ
て
降
る
の
だ
と
誰
が
見
よ

う
、
花
も
そ
の
心
を
知
る
昔
の
友（
す
な
わ
ち
作
者
）が
居
な

か
っ
た
の
で
、
の
意
。
花
を
擬
人
し
て
い
）
14
（

う
。

と
し
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
山
家
集
』
の
後
藤
重
郎
氏
も

花
見
御
幸
の
昔
を
し
の
ん
で
の
涙
が
雨
と
な
っ
た
と
は
誰
が

見
ま
し
ょ
う
か
。
桜
の
花
も
そ
の
昔
の
友
で
あ
る
私
が
い
な

か
っ
た
こ
と
で
す
か
）
15
（
ら
。

と
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
ま
た
和
歌
文
学
大
系
『
山
家
集
』

で
は
西
澤
美
仁
氏
が
、

途
中
で
降
っ
て
き
た
あ
の
雨
を
昔
を
偲
ぶ
雨
だ
な
ん
て
、
私

の
他
に
一
体
誰
が
思
っ
た
こ
と
や
ら
。
三
院
と
も
い
ら
っ
し

ゃ
ら
な
く
な
っ
て
、
花
の
方
も
当
時
か
ら
の
友
は
い
な
か
っ

た
ん
で
す
か
）
16
（

ら
。

と
し
て
い
る
。
風
巻
氏
と
後
藤
氏
は
兵
衛
の
局
が
花
見
に
行
か
な
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誰
を
か
も
知
る
人
に
せ
む
高
砂
の
松
も
昔
の
友
な
ら
な
く
に

 

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
七　

雑
歌
上　

九
〇
九
番
）
20
（

歌
）

が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
老
い
て
知
友
が
い
な
く
な
っ
た

詠
歌
主
体
が
、
松
で
は
友
と
は
な
ら
な
い
、
と
嘆
い
て
い
る
が
、

同
じ
く
老
い
た
身
と
松
を
詠
っ
た

嵯
峨
の
家
に
と
し
久
し
く
す
み
て
よ
み
侍
り
け
る

 

前
大
納
言
為
家

を
ぐ
ら
山
松
を
む
か
し
の
友
と
み
て
い
く
と
せ
老
の
世
を
お

く
る
ら
ん

 

（『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
五　

雑
二　

二
二
一
一
番
）
21
（
歌
）

で
は
、
嵯
峨
の
家
に
長
年
住
む
自
分
に
と
っ
て
、
松
だ
け
が
昔
か

ら
の
友
だ
と
し
て
い
る
。
植
物
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
月
な
ど
、

和
歌
上
で
は
景
物
を
友
と
す
る
発
想
が
見
ら
れ
る
。
同
様
に

「
花
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
、
藤
原
家
隆
の

君
が
代
は
花
も
千
歳
の
友
と
し
て
松
と
竹
と
に
春
風
ぞ
吹
く

 
（『
玉
吟
集
』
一　

詠
百
首
和
歌　

千
五
百
番
歌
合　

 

五
七
四
番
）
22
（

歌
）

こ
の
雨
を
昔
を
偲
ぶ
涙
の
雨
と
誰
が
み
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。

と
も
に
花
を
み
て
な
つ
か
し
む
友
も
な
く
て（
あ
な
た
だ
け

は
わ
か
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
）
18
（

か
）。

と
し
、『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
の
「『
古
今
著
聞

集
』
巻
第
五
「
和
歌
第
六
」
を
読
む
⑴
」
で
は

こ
の
雨
を
昔
を
偲
ぶ
涙
の
雨
と
誰
が
見
て
く
れ
よ
う
か
。
花

を
見
て
懐
か
し
く
思
う
友
も
な
く
て（
あ
な
た
だ
け
は
分
か

っ
て
く
れ
よ
う
）
19
（
か
）。

と
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
意
味
も
同
様
で
、
下
の
句
を
、
兵
衛
の

局
が
花
を
見
て
一
緒
に
懐
か
し
む
友
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
嘆

く
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
花
に
」
と
い
う
語
を

「
花
見
の
場
に
」
と
、「
昔
の
友
」
と
い
う
語
を
「
過
去
の
御
幸
を

覚
え
て
い
る
、
一
緒
に
体
験
し
た
友
」
と
解
釈
し
て
い
る
と
受
け

取
れ
る
。

　

し
か
し
、
字
義
通
り
に
Ｂ
系
統
の
下
の
句
「
花
に
」
を
花
見
の

場
で
は
な
く
「
花
」
そ
の
も
の
と
解
釈
す
る
と
、「（
花
見
の
場
に

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、）
花
の
中
に
も
昔
の
友
が
い
な
い
の
で
」

と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

植
物
を
自
分
の
昔
か
ら
の
友
と
考
え
る
発
想
の
和
歌
は
古
く
か

ら
あ
り
、
藤
原
興
風
の
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題
し
ら
ず 

藤
原
基
頼

ふ
る
里
の
老
木
の
桜
き
て
み
れ
ば
花
に
む
か
し
の
春
ぞ
の
こ

れ
る

 

（『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
四　

雑
歌
一　

 

一
九
〇
〇
番
）
25
（

歌
）

猿
沢
の
玉
藻
の
水
に
月
さ
え
て
池
に
昔
の
影
ぞ
う
つ
れ
る

 

（『
秋
篠
月
清
集
』
六
十
七
番
）
26
（

歌
）

 

正
三
位
知
家

な
が
む
れ
ば
見
し
世
の
秋
も
忘
ら
れ
ず
月
に
昔
の
影
や
そ
ふ

ら
ん

 

（『
続
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
六　

秋
歌
中　

三
七
一
番
）
27
（

歌
）

な
ど
が
あ
る
。
引
用
し
た
三
つ
の
和
歌
の
解
釈
と
し
て
は
、（
私

が
見
て
い
る
）「
花
／
池
／
月
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
に
、

昔
の
「
春
／
影
」
が
「
残
っ
て
／
映
っ
て
／
添
わ
っ
て
い
る（
だ

ろ
う
か
）」
と
い
う
意
味
に
と
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を

素
直
に
Ｂ
系
統
の
兵
衛
の
返
歌
の
下
の
句
「
花
に
昔
の
友
し
な
け

れ
ば
」
に
当
て
は
め
れ
ば
、（
私
が
見
て
い
る
）「
花
」
と
い
う
媒

体
に
昔
の
「
友
」
が
「
い
な
い
の
で
」
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
昔
の
友
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
実
の
人
と
し
て
の
友
人
の
こ
と

な
ど
が
あ
り
、
花
を
友
と
す
る
こ
と
も
特
異
な
発
想
で
は
な
い
と

言
え
よ
う
。

　

Ａ
Ｂ
両
系
統
に
共
通
す
る
兵
衛
の
局
の
返
歌
の
末
尾
、「
友
し

な
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
藤
原
経
家
の

来
鳴
け
ど
も
お
ど
ろ
か
れ
ず
や
呼
子
鳥
我
さ
そ
ふ
べ
き
友
し

な
け
れ
ば

 

（『
正
治
二
年
院
初
度
百
首
』
秋
日
詠
百
首
応　

 
太
上
皇
製
和
歌　

一
〇
一
九
番
）
23
（

歌
）

や
、
源
国
信
の

い
ふ
事
も
な
き
埋
火
を
お
こ
す
哉
冬
の
寝
覚
の
友
し
な
け
れ
ば

 

（『
堀
河
院
百
首
和
歌
』
冬
十
五
首　

爐
火　

 

一
〇
九
一
番
）
24
（

歌
）

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
友
が
い
な
い
の
で
」
と
い
う
意
味

に
理
解
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
そ
の
よ

う
に
と
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
「
花
に
昔
の
友
し
な
け
れ
ば
」
の
「
花
に
」
が
、
花
見
で
は
な

く
「
花
そ
の
も
の
」
を
指
す
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
名
詞
＋
に
＋
昔
の
○
○
が
あ
る
／
な

い
」
と
い
う
構
造
を
持
つ
和
歌
を
見
て
い
く
と
、
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め
に
連
動
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
が
欠
け
て
い
れ
ば
こ
の
話
の
意

図
は
薄
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
Ａ
系
統
と
Ｂ
系
統
の
違
い
は
、
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

3
　『
古
今
著
聞
集
』
と
『
西
行
物
語
』
の
成
立
の
前
後
関
係

と
、『
古
今
著
聞
集
』
編
集
過
程
に
お
け
る
説
話
改
変
の

可
能
性

　

十
三
世
紀
半
ば
頃
に
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
『
西
行
物
語
』

に
は
異
本
が
多
く
、
現
在
で
は
一
般
に
広
本
系
と
呼
ば
れ
る
系
統

が
よ
り
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
文
明
本
『
西
行
物
語
』
は
こ

の
広
本
系
に
属
し
、
古
態
を
伝
え
る
伝
本
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ
っ
て
『
西
行
物
語
』
と
の
関
係
が
示
さ

れ
て
き
た
説
話
集
は
数
あ
る
が
、『
古
今
著
聞
集
』
と
の
関
わ
り

は
、
特
に
成
立
年
代
と
の
関
係
か
ら
言
及
さ
れ
て
き
た
。

　

周
知
の
如
く
西
行
は
、
文
治
六
年（
建
久
元
年
）二
月
十
六

日
、
釈
迦
入
滅
の
日
に
は
一
日
遅
れ
て
、
河
内
国
弘
川
寺
で

入
寂
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
「
西
行
物
語
」
の

成
立
時
期
は
、
こ
う
し
た
虚
伝
生
成
の
時
期
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
考
察
さ
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
橘
成
季
著

で
は
な
く
、「
松
」
の
中
に
変
わ
ら
ぬ
も
の
や
、
自
分
の
年
齢
と

同
じ
歳
月
を
「
昔
の
友
」
と
し
て
見
出
そ
う
と
し
た
、
興
風
や
為

家
の
表
現
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
兵
衛
の
局
が
懐
か
し
く

思
う
存
在
と
し
て
の
「
変
わ
ら
ぬ
も
の
」
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
右
に
挙
げ
た
三
首
の
「
昔
の
春
」
や
「
昔
の
影
」
と
同
義

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、「
存
在
し
な
い
」
と
し
て
い
る
の

が
兵
衛
の
局
の
下
の
句
で
あ
る
。

　

西
行
が
兵
衛
の
局
に
、
か
つ
て
三
院
が
い
た
頃
の
御
幸
を
思
い

出
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
、
兵
衛
の
局
に
と
っ
て
周
囲
で
花
を
見
て

い
る
上
西
門
院
の
「
わ
か
き
女
房
た
ち
」
は
か
つ
て
の
友
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
孤
独
な
兵
衛
の
局
に
と
っ
て
は

そ
れ
は
眼
前
の
花
も
同
じ
で
、
か
つ
て
の
花
と
は
替
わ
っ
て
見
え

た
の
で
は
な
い
か
。
一
五
七
話
の
返
歌
の
下
の
句
、「
花
に
昔
の

友
し
な
け
れ
ば
」
か
ら
は
、
人
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
の
頃

の
友
で
あ
る
花
を
探
す
こ
と
も
で
き
な
い
、
全
て
が
あ
の
頃
と
は

異
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
兵
衛
の
局
の
世
界
の
変
化
に
対
す
る

孤
独
の
心
境
を
歌
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
は
、
兵
衛
の
局
が
そ
の
場
に
お
ら
ず
、
い
た
と
し
て
も
別

の
日
に
別
の
場
所
で
詠
ん
だ
と
い
う
Ａ
系
統
の
詠
歌
状
況
よ
り
も
、

一
五
七
話
に
お
い
て
兵
衛
の
局
が
花
に
直
接
対
面
し
て
い
る
と
い

う
状
況
を
創
造
し
た
か
ら
こ
そ
効
果
的
に
演
出
さ
れ
る
表
現
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
Ａ
系
統
と
比
較
し
た
と
き
に
Ｂ
系
統
に
顕
れ
る

詠
歌
状
況
の
違
い
と
下
の
句
の
異
同
は
、
同
じ
意
味
を
支
え
る
た
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へ
引
用
さ
れ
た
と
考
え
に
く
）
30
（
い
。

と
し
て
、
他
の
共
通
す
る
説
話
に
つ
い
て
も
同
様
と
考
察
し
、

『
西
行
物
語
』
の
成
立
を
『
古
今
著
聞
集
』
以
降
と
結
論
付
け
た
。

　

本
稿
で
扱
う
一
五
七
話
も
、『
西
行
物
語
』
と
『
古
今
著
聞
集
』

に
の
み
共
通
す
る
説
話
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
原
拠
と
し

て
擬
せ
ら
れ
て
い
る
話
と
は
、
こ
の
両
者
の
み
が
異
な
る
意
味
を

持
つ
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
坂
口
氏
が
指
摘
し

た
巻
第
十
三
哀
傷
部
の
「
西
行
法
師
、
釈
迦
入
滅
の
日
の
往
生
を

願
ふ
事
」
の
事
例
と
類
似
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
一
五
七
話
は
、
原
拠
の
話
を
採
話
す
る

際
に
『
古
今
著
聞
集
』
が
編
纂
過
程
で
改
変
し
た
説
話
を
『
西
行

物
語
』
が
取
り
上
げ
た
事
例
と
し
て
、
ま
た
広
本
系
『
西
行
物

語
』
が
『
古
今
著
聞
集
』
の
成
立
後
に
そ
の
形
を
整
え
た
と
い
う

説
を
補
強
す
る
事
例
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
節
で

確
認
し
た
一
五
七
話
に
お
け
る
Ａ
系
統
と
Ｂ
系
統
の
違
い
は
、
そ

の
原
因
の
説
明
を
『
古
今
著
聞
集
』
に
端
を
発
す
る
改
変
に
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
の
部
の
説
話
改
変
事
例

と
、
両
説
話
の
編
集
意
図

1
　『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
の
部
に
お
け
る
説
話
の
改
変
事
例

『
古
今
著
聞
集
』
の
伝
え
る
西
行
往
生
談
で
あ
る
と
思
）
28
（
う
。

坂
口
博
規
氏
は
右
の
よ
う
な
視
点
か
ら
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
三
、

哀
傷
の
部
に
採
ら
れ
た
西
行
の
往
生
説
話
と
『
拾
遺
愚
草
』、『
西

行
物
語
』
に
載
る
相
当
部
分
と
の
比
較
を
行
い
、『
拾
遺
愚
草
』

が
西
行
の
入
寂
を
建
久
元
年
二
月
十
六
日
と
し
、『
古
今
著
聞
集
』

と
『
西
行
物
語
』
が
建
久
九
年
二
月
十
五
日
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、『
古
今
著
聞
集
』
と
『
西
行
物
語
』
の
関
係
を
見
出
し
た
。

そ
の
後
、
谷
口
耕
一
氏
は
そ
の
三
者
の
影
響
関
係
を
「『
拾
遺
愚

草
』
↓
『
古
今
著
聞
集
』
↓
『
西
行
物
語
』」
の
順
番
と
整
理
し

た
上
で
、

『
西
行
物
語
』
は
建
暦
二
年（
一
二
二
二
）以
降
、
建
長
三
年

（
一
二
五
一
）以
前
の
成
立
、
建
長
六
年（
一
二
五
四
）以
降
ほ

ど
な
く
『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
に
よ
っ
て
増
補
・
整
理
さ

れ
た
と
結
論
づ
け
て
お
）
29
（

く
。

と
し
た
。
近
年
で
は
木
下
資
一
氏
が
『
古
今
著
聞
集
』
と
『
西
行

物
語
』
の
共
通
す
る
説
話
に
注
目
し
、
特
に
『
古
今
著
聞
集
』
巻

第
二
釈
教
の
「
西
行
法
師
、
大
峰
に
入
り
難
行
苦
行
の
事
」
の
関

係
か
ら
、

こ
の
説
話
に
つ
い
て
、『
西
行
物
語
』
か
ら
『
古
今
著
聞
集
』
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Ｂ
系
統（『
古
今
著
聞
集
』）

詠
歌
状
況

：

嵯
峨
天
皇
に
僧
都
の
位
を
与
え
ら
れ
辞
す
る
。

詠
歌

：

外
つ
国
は
水
草
清
し
こ
と
し
げ
き
天
の
下
に
は

す
ま
ぬ
ま
さ
れ
り

詠
歌
後

：

嵯
峨
天
皇
に
よ
り
叡
感
さ
れ
、
施
物
を
送
ら
れ

る
。

　
『
古
今
著
聞
集
』
の
詠
歌
の
み
上
の
句
と
下
の
句
が
他
の
も
の

と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（
傍
線
部
）。
上
の
句
で
、
Ａ
系

統
で
は
「
山
水
清
し
」
と
な
っ
て
い
る
表
現
か
ら
変
化
し
て
い
る

Ｂ
系
統
の
「
水
草
清
し
」
と
い
う
表
現
は
、
下
の
句
の
Ａ
系
統
に

お
け
る
「
君
の
都
／
御
代
」
と
い
う
語
を
、
Ｂ
系
統
に
お
け
る

「
天（
天
／
雨
）の
下
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
た
こ
と
に
よ
り
成

立
し
た
修
辞
で
あ
り
、『
古
今
著
聞
集
』
の
み
に
こ
の
歌
が
採
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
資
料
や
風

聞
の
存
在
、
ま
た
は
編
集
過
程
に
よ
る
改
変
が
疑
わ
れ
る
。
拙
稿

（
二
〇
一
九
）で
は
こ
の
結
論
を
『
古
今
著
聞
集
』
の
編
集
過
程
に

よ
る
改
変
と
し
た
。

　

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
明
確
な
意
図
を
持
っ
た
周
到
な
和

歌
の
改
変
が
、
他
の
説
話
に
は
見
ら
れ
な
い
『
古
今
著
聞
集
』
独

自
の
詠
歌
状
況
や
、
詠
歌
後
の
状
況
と
大
き
く
関
わ
る
と
思
わ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
詠
歌
状
況
と
し
て
の
ａ
「
嵯
峨

天
皇
に
よ
る
任
官
」
と
い
う
史
書
の
記
述
と
は
異
な
る
虚
構
と
、

　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
の
和
歌
の
部
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で

流
通
し
て
い
た
原
話
と
異
な
る
意
味
を
も
つ
よ
う
に
改
変
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
説
話
と
し
て
、
巻
頭
話（
一
四
三
話
）の
玄
賓
和
歌

説
話
が
あ
る
。
こ
の
説
話
の
他
出
類
話
と
の
比
較
と
検
討
に
つ
い

て
、
詳
し
い
過
程
は
拙
稿（
二
〇
一
九
）に
譲
る
が
、『
古
今
著
聞

集
』
成
立
期
頃
ま
で
の
類
話
の
詠
歌
状
況
と
和
歌
は
次
の
よ
う
に

整
理
で
き
る
。

Ａ
系
統（『
江
談
抄
』
／
『
閑
居
友
』
／
『
南
都
高
僧
伝
』
／

『
僧
綱
補
任
』
裏
書
）

詠
歌
状
況

：（
弘
仁
五
年
に
／
御
門
）に（
大
僧
都
／
僧
都
）の

位
を
与
え
ら
れ
辞
す
る

詠
歌

：

外
国
は
山
水
清
し
事
多
き
君
が
都
は
住
ま
ぬ
な

り
け
り（『
江
談
抄
』）

と
つ
国
は
山
水
清
し
こ
と
繁
き
君
が
御
代
に
は

住
ま
ぬ
ま
さ
れ
り（『
閑
居
友
』）

外
国
ハ
山
水
清
シ
事
多
キ
君
カ
都
ハ
ス
マ
サ
レ

リ（『
僧
綱
補
任
』
裏
書
）

外
国
者
。
山
水
清
之
。
事
多
之
。
君
カ
都
者
、

不
住
マ
サ
レ
リ（『
南
都
高
僧
伝
』）

詠
歌
後

：

特
に
な
し（『
閑
居
友
』
の
み
、「
御
門
」
に
よ

る
弘
法
大
師
の
文
）



― 72 ―

　

両
説
話
が
『
古
今
著
聞
集
』
編
者
に
よ
る
改
変
の
可
能
性
が
あ

る
場
合
、
そ
の
編
集
意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
一
五
六
話
も
一
五
七
話
も
、
先
行
す
る
在
り
し
日
の
輝

か
し
い
時
代
と
、
そ
の
喪
失
後
の
世
界
に
お
け
る
、
往
時
を
偲
ぶ

人
々
の
思
い
と
い
う
対
比
の
構
造
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
五
六
話
に
関
し
て
は
、『
山
家
集
』
な
ど
で
相
当
す
る
場
面

に
は
な
か
っ
た
「
和
歌
の
道
す
ぐ
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
に
」
と
い

う
崇
徳
院
に
つ
い
て
の
説
明
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
文
章
上
で

は
単
に
和
歌
の
衰
退
を
嘆
い
て
い
た
と
読
め
る
他
の
話
と
異
な
り
、

和
歌
文
化
の
優
れ
て
い
た
崇
徳
院
時
代
を
偲
ぶ
と
い
う
意
識
が
明

確
化
し
て
い
る
。

　

ま
た
一
五
七
話
で
は
、
兵
衛
の
局
に
よ
る
返
歌
の
下
の
句
に
お

い
て
、
往
時
の
友
が
い
な
い
と
嘆
く
主
体
が
花
か
ら
兵
衛
の
局
自

身
に
変
わ
る
こ
と
で
、
三
院
の
い
た
在
り
し
日
の
御
幸
と
の
落
差

が
劇
的
に
演
出
さ
れ
て
い
る
。
素
晴
ら
し
か
っ
た
過
去
が
も
は
や

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
他
の
西
行
の

家
集
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
時
間
と
空
間
を
移
す
と
い
う
緩
衝
を

挟
ん
だ
後
の
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
参
加
し
な
か
っ
た
と
い
う
状

況
で
の
詠
歌
で
は
な
く
、
兵
衛
の
局
が
直
接
花
見
の
そ
の
場
で
自

分
を
取
り
巻
く
女
房
の
み
な
ら
ず
、
眼
前
に
開
く
花
で
す
ら
か
つ

て
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
、
そ
れ
が
詠
歌
に
顕
れ
て

い
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
も
、
前
話
の

一
五
六
話
に
続
い
て
残
さ
れ
た
者
が
往
時
の
素
晴
ら
し
さ
を
偲
ぶ

詠
歌
後
の
ｂ
「
嵯
峨
天
皇
に
よ
る
叡
感
と
施
物
」
と
い
う
史
書
の

記
録
と
同
様
の
記
述
の
、
ａ﹇
虚
構
﹈と
ｂ﹇
記
録
﹈の
両
者
の
要
素

を
繫
げ
る
た
め
の
、
嵯
峨
天
皇
と
玄
賓
の
関
係
を
阻
害
し
な
い
、

「
君
」
の
語
を
使
用
し
な
い
歌
へ
の
改
変
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

い
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
理
由
は
、『
古
今
著
聞
集
』
和
歌
部
の
本
文
に
、
他

の
記
録
や
説
話
類
と
の
記
述
の
齟
齬
や
、
孤
例
と
も
言
え
る
話
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
）
31
（

る
。
こ
こ
か

ら
は
、『
古
今
著
聞
集
』
で
は
他
に
採
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
異

同
の
あ
る
説
話
を
敢
え
て
取
り
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
編
集
方
針

も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
依
拠
資
料
が
見
つ
か
ら
な
い
上

で
、
そ
の
誤
記
や
誤
伝
と
も
見
え
る
異
同
が
、
あ
る
整
合
性
を
も

っ
た
意
図
を
支
え
る
要
素
と
し
て
説
明
が
つ
い
て
し
ま
う
場
合
、

編
集
の
過
程
で
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
視
野
に
入
っ
て

く
る
。

　

こ
う
し
た
一
四
三
話
の
よ
う
な
事
例
を
考
え
る
と
、
今
回
の
一

五
六
話
、
一
五
七
話
の
西
行
両
説
話
の
他
の
相
当
部
分
と
の
異
同

も
、『
古
今
著
聞
集
』
に
お
け
る
改
変
に
端
を
発
す
る
も
の
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
、
一
五
六
話
と
一
五

七
話
の
編
集
意
図
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（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
著
聞
集
』「
解
）
32
（
説
」）

　

王
朝
の
盛
時
が
次
第
に
遠
い
も
の
に
な
っ
て
、
そ
の
文
化

と
の
距
離
を
改
め
て
自
覚
し
、
そ
の
精
粋
を
追
慕
し
、
憧
憬

し
、
今
や
再
び
と
り
返
す
す
べ
も
な
い
も
の
と
し
て
、
遠
く

に
眺
め
て
詠
嘆
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
意
識
か
ら
、
説
話
や

説
話
に
付
属
す
る
評
論
が
発
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
最
も
強

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
『
著
聞
集
』
で
あ
る
が
、
こ
う
い

う
傾
向
は
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
・
室
町
期
と
進
む
に
つ
れ

て
さ
ら
に
強
く
な
り
、『
徒
然
草
』
や
物
語
小
説
の
発
想
や
、

ま
た
王
朝
古
典
の
研
究
の
盛
行
な
ど
の
諸
方
面
に
さ
ら
に
色

濃
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集　

下
』「
解
）
33
（
説
」）

　
『
古
今
著
聞
集
』
を
扱
っ
た
主
要
な
注
釈
書
の
解
説
が
そ
の
性

質
と
し
て
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
王
朝
世
界
や
貴
族
文
化
に
対
す

る
憧
憬
の
念
は
、
和
歌
部
の
一
五
六
話
、
一
五
七
話
か
ら
も
受
け

取
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
扱
っ
た
こ
の
両
話
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
編
集
意
識
は
、
採
話
基
準
や
配
列
、
評
語
と
い
っ
た
、
説
話
の

原
拠
そ
の
も
の
に
依
拠
す
る
段
階
よ
り
も
深
い
部
分
へ
踏
み
込
ん

で
、
そ
の
憧
憬
の
念
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
確
認
で
き
た
一
五
六
話
と
一
五
七
話
の
両
話
と
も
、

「
し
の
ば
め
」
や
「
し
の
ぶ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
が
末
尾
の
返
歌

と
い
う
構
図
が
、
原
拠
と
な
る
他
出
の
相
当
部
分
よ
り
も
強
調
さ

れ
る
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　

鎌
倉
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
古
今
著
聞
集
』
の
性
質
と
し
て
、

過
ぎ
去
っ
た
王
朝
貴
族
時
代
に
対
す
る
憧
憬
が
あ
る
と
い
う
説
明

は
一
般
的
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

古
今
著
聞
集
の
著
者
橘
成
季
の
胸
中
に
は
、「
い
に
し
へ

よ
り
、
よ
き
こ
と
も
あ
し
き
こ
と
も
、
し
る
し
を
き
侍
ら
ず

は
、
た
れ
か
ふ
る
き
を
し
た
ふ
な
さ
け
を
の
こ
し
侍
べ
き
」

（
跋
）と
記
し
て
い
る
通
と
お
り
、
古
代
貴
族
世
界
に
対
す
る

や
み
が
た
い
追
慕
の
情
が
あ
り
、
そ
れ
は
説
話
の
結
び
に
し

ば
し
ば
附
記
さ
れ
た
、「
昔
は
か
く
期
せ
ざ
る
事
も
、
や
さ

し
く
面
白
き
事
、
常
の
事
な
り
け
り
。
い
み
じ
か
り
け
る
世

な
り
」（
三
四
五
段
）、「
む
か
し
は
此
事
つ
ね
の
事
な
り
け
る

に
、
中
比
よ
り
た
え
に
け
り
。
く
ち
惜
き
世
な
り
」（
四
七
四

段
）、「
か
ゝ
る
す
き
人
も
、
い
ま
は
な
き
世
な
り
け
り
」（
六

五
六
段
）な
ど
の
言
葉
と
し
て
、
美
し
い
も
の
、
よ
き
も
の

の
ほ
ろ
び
ゆ
く
現
在
と
、
そ
れ
ら
が
「
つ
ね
の
事
」
と
し
て

生
き
て
い
た
「
い
に
し
へ
」
と
を
ひ
き
く
ら
べ
、「
い
に
し

へ
」
に
対
す
る
無
限
の
憧
憬
を
、
ほ
と
ん
ど
詠
嘆
的
に
く
り

か
え
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
懐
古
的
な
思

想
が
、
著
聞
集
編
成
の
い
わ
ば
第
一
原
理
で
あ
っ
た
こ
と
は

疑
え
な
い
。
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も
の
で
は
な
い
媒
体
か
ら
編
者
が
取
材
し
て
採
話
し
た
可
能
性
は

確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
拙
稿（
二
〇
一
九
）で
扱
っ
た
玄
賓

和
歌
説
話（
一
四
三
話
）、
今
回
扱
っ
た
西
行
が
関
わ
る
一
五
六
話

と
、
特
に
一
五
七
話
と
い
っ
た
話
は
、
依
拠
資
料
が
発
見
で
き
て

い
な
い
以
上
は
改
変
の
可
能
性
も
濃
厚
に
疑
わ
れ
る
べ
き
だ
と
言

え
る
ほ
ど
に
、
原
話
の
性
格
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い

て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
原
話
の
持
つ
性
質
を
そ
の
ま
ま
保
持
し

よ
う
と
す
る
意
識
の
も
と
で
編
集
さ
れ
た
話
と
は
言
い
難
い
の
で

は
な
い
か
。

　

今
後
も
『
古
今
著
聞
集
』
各
話
の
精
読
と
他
出
類
話
と
の
関
係

の
整
理
を
進
め
る
こ
と
で
、
こ
の
疑
問
に
解
決
の
方
向
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

【
注
】

（
1
）　

新
潮
日
本
古
典
集
成（
第
五
十
九
回
）『
古
今
著
聞
集　

上
』

（
西
尾
光
一　

小
林
保
治　

校
注　

一
九
八
三
年
六
月　

新
潮
社
）

二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。

（
2
）　

拙
稿
「『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
、
玄
賓
和
歌
説

話
の
編
集
意
図
に
つ
い
て
」『
中
央
大
學
國
文
』
第
六
十
二
号（
二

〇
一
九
年
三
月　

中
央
大
學
國
文
学
會
）

（
3
）　
『
西
行
全
歌
集
』（
久
保
田
淳　

吉
野
朋
美　

校
注　

二
〇
一

三
年
十
二
月　

岩
波
書
店
）二
〇
八
頁
。

（
4
）　
『
西
行
全
集
』（
久
保
田
淳　

編　

一
九
八
二
年
五
月　

財
団

法
人
日
本
古
典
文
学
会　

貴
重
本
刊
行
会
）「
西
行
物
語（
文
明
本　

部
分
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
採
話
の
段
階
で
過
去
を
追
慕
す
る

意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
十
分
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
上
で
行
わ
れ
た
原
拠
か
ら
の
改
変
は
、
評
語
を
伴
わ
ず

と
も
過
去
の
世
界
を
偲
ぶ
と
い
う
話
の
構
図
が
受
け
手
に
明
確
に

伝
わ
る
よ
う
、
編
者
の
意
図
す
る
方
向
へ
と
強
調
し
た
も
の
と
い

え
る
。

　
『
古
今
著
聞
集
』
に
お
け
る
他
出
類
話
と
の
異
同
は
、
未
発
見

の
依
拠
資
料
や
風
説
を
元
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ

が
見
つ
か
ら
な
い
説
話
に
関
し
て
は
、
編
集
過
程
に
お
け
る
原
話

改
変
の
可
能
性
が
、
説
話
の
解
釈
の
う
ち
に
残
さ
れ
る
べ
き
だ
と

考
え
る
。お

わ
り
に

　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
和
歌
第
六
、
西
行
和
歌
説
話
の
一
五

六
話
、
一
五
七
話
に
つ
い
て
、
そ
の
他
出
類
話
と
の
異
同
の
整
理

と
新
し
い
解
釈
の
提
示
、
そ
し
て
編
集
過
程
に
お
け
る
改
変
の
可

能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
改
変
に
関
し
て
は
ま
だ
可
能
性

の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で
『
古
今
著
聞
集
』
に
の
み
見

ら
れ
る
話
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
、『
古
今
著
聞
集
』
に
端
を
発

し
た
と
思
わ
れ
る
異
質
な
話
の
系
譜
と
い
っ
た
現
象
が
、
複
数
の

話
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
話
も
、
未
発
見
資
料
や
、
資
料
と
し
て
残
る
性
質
の
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（
8
）　

前
掲
注
3
『
西
行
全
歌
集
』
二
十
四
頁
。

（
9
）　

前
掲
注
4
『
西
行
全
集
』「
西
行
上
人
集（
李
花
亭
文
庫
本　

春
）」
三
六
三
頁
。
藤
田
百
合
子
氏
翻
刻
。

（
10
）　

前
掲
注
4
『
西
行
全
集
』「
山
家
心
中
集（
伝
西
行
自
筆
本
）」

四
八
八
頁
〜
四
八
九
頁
。
久
保
田
淳
氏
翻
刻
。

（
11
）　

こ
の
左
注
の
解
釈
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
29
『
山

家
集　

金
槐
和
歌
集
』（
風
巻
景
次
郎　

小
島
吉
雄　

校
注　

一
九

六
一
年
四
月　

岩
波
書
店
）「
山
家
集
」
の
三
十
七
頁
の
頭
注
で

風
巻
氏
は
、
兵
衛
の
局
が
風
邪
気
味
で
あ
り
、
花
見
は
若
い
人
達

だ
け
だ
っ
た
、
と
解
釈
し
た
。
新
潮
日
本
古
典
集
成（
第
四
十
九

回
）『
山
家
集
』（
後
藤
重
郎　

校
注　

一
九
八
二
年
四
月　

新
潮

社
）三
十
六
頁
の
頭
注
で
は
、「
兵
衛
は
風
邪
で
あ
っ
た
か
、
或
い

は
花
を
散
ら
す
「
風
」
か
」
と
解
釈
し
、
和
歌
文
学
大
系
21
『
山

家
集
・
聞
書
集
・
残
集
』（
西
澤
美
仁　

宇
津
木
言
行　

久
保
田
淳　

著　

二
〇
〇
三
年
四
月　

明
治
書
院
）「
山
家
集
」（
西
澤
美
仁
氏
）

の
二
十
一
頁
脚
注
で
は
、「
花
を
散
ら
す
風
に
病
の
風
邪
を
寄
せ

る
。
風
邪
を
引
い
た
私
が
供
奉
す
る
と
花
が
風
で
散
る
と
い
け
な

い
、
と
い
う
配
慮
に
よ
っ
て
」
と
解
釈
し
、
そ
の
上
で
「
兵
衛
は

不
参
で
は
な
く
、
風
邪
を
押
し
て
の
出
席
が
藤
原
実
定
や
寂
然
と

の
贈
答
か
ら
確
認
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
山
家
集
』（
西

行　

宇
津
木
言
行　

校
注　

二
〇
一
八
年
九
月　

株
式
会
社
Ｋ
Ａ

Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）二
十
五
頁
の
脚
注
で
、
宇
津
木
氏
も
こ
の
左
注

に
つ
い
て
、
花
を
散
ら
す
風
に
風
邪
を
か
け
て
お
り
、
兵
衛
の
局

は
不
参
と
し
て
い
る
。

（
12
）　

前
掲
注
4
『
西
行
全
集
』「
西
行
物
語（
文
明
本　

上
）」
九

下
）」
九
八
九
頁
。
三
角
洋
一
氏
翻
刻
。

（
5
）　
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』
第
一
末（
巻
二
）（
延
慶
本
注
釈

の
会　

二
〇
〇
六
年
六
月　

汲
古
書
院
）四
九
三
〜
四
九
四
頁
。

（
6
）　

崇
徳
院
は
勅
撰
集
に
七
十
七
首
入
集（『
和
歌
文
学
大
辞
典
』

「
崇
徳
天
皇
」（
佐
山
済
、
柳
井
己
酉
朔
） 

一
九
六
二
年
十
一
月　

明
治
書
院
）す
る
歌
人
と
し
て
の
才
能
と
、『
詞
花
和
歌
集
』
や

『
久
安
百
首
』
を
作
ら
せ
自
ら
も
そ
の
改
良
を
目
指
す
意
欲
、
そ

し
て
多
く
宮
中
で
の
歌
会
を
催
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
の
「
年
表
」
か
ら
は
、
鳥
羽
院
や
白
河
院

に
比
べ
て
崇
徳
院
が
主
催
し
た
と
思
わ
れ
る
歌
会
が
多
く
見
ら
れ

る
。
こ
う
い
っ
た
歌
壇
へ
の
影
響
力
が
、
当
時
の
和
歌
の
道
の
隆

盛
に
繫
が
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

（
7
）　

保
安
五
年
、
閏
二
月
十
二
日
の
白
河
院
、
鳥
羽
院
、
待
賢
門

院
が
白
河
へ
花
見
を
し
た
時
に
法
勝
寺
に
渡
っ
て
い
る
。『
今
鏡
』

「
白
河
の
花
の
宴
」
に
は
、
そ
の
と
き
女
房
が
詠
ん
だ
歌
が
記
さ

れ
て
お
り
、
兵
衛
の
局
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
は
『
金
葉

和
歌
集
』
巻
第
一
春
部
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。

 

待
賢
門
院
兵
衛

よ
ろ
づ
代
の
例
と
み
ゆ
る
花
の
色
を
う
つ
し
と
ゞ
め
よ
白
河

の
水

右
の
参
考
は
『
今
鏡
全
釈（
上
・
下
）』（
海
野
泰
男　

著　

一
九
八

二
年
三
月
上
巻
、
一
九
八
三
年
下
巻　

パ
ル
ト
ス
社
）、
和
歌
の

引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
9
『
金
葉
和
歌
集　

詞
花
和
歌

集
』（
川
村
晃
生　

柏
木
由
夫　

工
藤
重
矩　

一
九
八
九
年
九
月　

岩
波
書
店
）一
二
頁
の
三
十
三
番
歌
。
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（
21
）　

笠
間
注
釈
叢
刊
22
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈　

下
巻
』（
岩
佐
美

代
子　

著　

一
九
九
六
年
九
月　

笠
間
書
院
）二
四
二
頁
。
通
釈

で
は
、「
我
が
家
の
あ
る
小
倉
山
で
、
年
経
る
松
だ
け
を
昔
か
ら

の
友
と
見
な
が
ら
、
あ
と
一
体
幾
年
、
私
は
こ
の
老
衰
の
身
で
生

き
て
行
く
の
だ
ろ
う
。」

（
22
）　

和
歌
文
学
大
系
62
『
玉
吟
集
』（
久
保
田
淳　

著　

二
〇
一
八

年
一
月　

明
治
書
院
）七
〇
頁
。
脚
注
の
訳
文
で
は
、「
わ
が
君
の

御
代
は
花
も
千
歳
の
友
と
し
て
散
る
こ
と
な
く
、
常
磐
の
緑
の
松

と
竹
と
に
い
つ
も
春
風
が
吹
い
て
い
る
。」
と
す
る
。

（
23
）　

和
歌
文
学
大
系
49
『
正
治
二
年
院
初
度
百
首
』（
久
保
田
淳　

中
村
文　

渡
邉
裕
美
子　

家
永
香
織　

木
下
華
子　

高
柳
祐
子　

著　

二
〇
一
六
年
九
月　

明
治
書
院
）一
七
八
頁
。
脚
注
の
訳
文

で
は
「
来
て
鳴
い
て
も
驚
か
れ
な
い
よ
、
呼
子
鳥
は
。
私
を
誘
っ

て
呼
ぶ
よ
う
な
友
は
い
な
い
の
で
」
と
し
て
い
る
。

（
24
）　

和
歌
文
学
大
系
15
『
堀
河
院
百
首
和
歌
』（
青
木
賢
豪　

家
永

香
織　

久
保
田
淳　

辻
勝
美　

吉
野
朋
美　

著　

二
〇
〇
二
年
十

月　

明
治
書
院
）二
〇
一
頁
。
脚
注
の
訳
文
で
は
、「
冬
の
夜
に
目

を
覚
ま
し
、
起
こ
し
て
話
を
す
る
友
も
い
な
い
の
で
、
代
わ
り
に

何
も
話
し
は
し
な
い
埋
火
を
熾
す
よ
」
と
し
て
い
る
。

（
25
）　

前
掲
注
21
『
玉
葉
和
歌
集
注
釈　

下
巻
』
四
七
頁
。
通
釈
で

は
「
故
郷
の
老
木
の
桜
よ
。
久
々
に
訪
れ
て
見
る
と
、
そ
の
花
に

は
昔
通
り
の
面
影
が
残
っ
て
い
る
よ
。」

（
26
）　

和
歌
文
学
大
系
60
『
秋
篠
月
清
集
／
明
恵
上
人
歌
集
』（
谷
知

子　

平
野
多
恵　

著　

二
〇
一
三
年
十
二
月　

明
治
書
院
）一
四

頁
。
脚
注
の
訳
文
は
「
猿
沢
の
池
の
玉
藻
が
ゆ
ら
め
く
水
に
月
が

七
四
頁
。

（
13
）　

誤
記
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
広
本
系
『
西
行
物
語
』
で
、
文

明
本
よ
り
後
の
も
の
と
さ
れ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
、
田
中

穣
氏
旧
蔵
『
西
行
物
語
』
で
は
「
じ
や
う
せ
い
門
院
」
と
な
っ
て

い
る
。（
内
田
澪
子
「﹇
資
料
紹
介
﹈国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
田

中
穣
氏
旧
蔵
『
西
行
物
語
』 : 

翻
刻
・
附
解
題
」『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
』
二
〇
〇
八
年
十
一
月　

国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
）四
二
七
頁
。

（
14
）　

前
掲
注
11
『
山
家
集　

金
槐
和
歌
集
』「
山
家
集
」
三
十
七

頁
の
頭
注
に
よ
る
。

（
15
）　

前
掲
注
11
『
山
家
集
』
三
十
六
頁
の
頭
注
に
よ
る
。

（
16
）　

前
掲
注
11
『
山
家
集
・
聞
書
集
・
残
集
』「
山
家
集
」
二
十

一
頁
の
脚
注
に
よ
る
。

（
17
）　

前
掲
注
11
『
山
家
集
』
二
十
五
頁
の
脚
注
に
よ
る
。

（
18
）　

前
掲
注
1
『
古
今
著
聞
集　

上
』
二
一
〇
頁
の
頭
注
よ
り
。

（
19
）　

谷
知
子
氏 

縄
手
聖
子
氏 

金
井
由
貴
子
氏 
蔡
雅
如
氏 

肥
後

陽
子
氏 

大
江
あ
い
子
氏 

堀
江
マ
サ
子
氏 

伊
藤
香
弥
氏
「『
古
今

著
聞
集
』
巻
第
五
「
和
歌
第
六
」
を
読
む 

（
1
）」『
フ
ェ
リ
ス
女

学
院
文
学
部
紀
要
』
四
十
七
号（
二
〇
一
二
年
三
月　

フ
ェ
リ
ス

女
学
院
大
学
）二
三
五
頁
。
当
該
箇
所
は
堀
江
マ
サ
子
氏
の
担
当
。

（
20
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11
『
古
今
和
歌
集
』（
小
沢
正
夫　

松
田
成
穂　

校
注
・
訳　

一
九
九
四
年
十
一
月　

小
学
館
）三
四

四
頁
。
脚
注
の
訳
文
は
「
私
は
誰
を
心
を
知
り
合
っ
た
親
友
と
し

た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
高
砂
の
松
は
私
に
負
け
な
い
老
齢
で
は

あ
る
が
、
松
で
は
昔
馴
染
の
友
人
に
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。」
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冴
え
て
、
池
の
面
に
奈
良
の
御
代
の
面
影
が
映
っ
て
い
る
よ
う

だ
。」

（
27
）　

和
歌
文
学
大
系
37
『
続
後
撰
和
歌
集
』（
佐
藤
恒
雄　

著　

二

〇
一
七
年
一
月　

明
治
書
院
）六
六
頁
。
下
の
句
に
つ
い
て
脚
注

で
は
「
月
に
昔
の
影
や
そ
ふ
ら
ん
　

―
　

月
そ
の
も
の
に
昔
の
面
影

が
添
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。

（
28
）　

坂
口
博
規
氏
「「
西
行
物
語
」
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
っ
て 

　

―
　

絵
巻
と
物
語
の
関
係
を
中
心
に
　

―
　

」『
駒
澤
大
学
文
學
部

研
究
紀
要
』
三
十
四
号（
一
九
七
六
年
三
月　

駒
澤
大
学
）四
五
頁
。

（
29
）　

谷
口
耕
一
氏
「
西
行
物
語
の
形
成
」『
文
学
』
四
十
六
号（
一

九
七
八
年
十
月　

岩
波
書
店
）四
十
四
頁
。

（
30
）　

木
下
資
一
氏
「
西
行
伝
承
の
世
界
　

―
　

文
献
説
話
か
ら
見
た

西
行
像
変
容
　

―
　

」『
西
行
学
』
第
九
号（
二
〇
一
八
年
十
月　

西

行
学
会
）五
十
六
頁
。

（
31
）　

例
と
し
て
は
、
例
え
ば
本
稿
で
扱
っ
た
西
行
説
話
の
前
後
だ

け
を
見
て
も
、
一
五
四
話
の
藤
原
実
行
の
経
歴
の
齟
齬
、
一
五
二

話
の
行
尊
が
天
王
寺
別
当
と
な
っ
た
際
に
生
き
て
い
な
い
津
守
国

基
と
会
っ
て
い
る
事
、
ま
た
一
六
〇
話
で
長
寛
の
頃
の
藤
原
家
通

を
「
六
角
左
衛
門
の
督
家
通
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。

（
32
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
84
『
古
今
著
聞
集
』（
永
積
安
明　

島
田

勇
雄　

校
注　

一
九
六
六
年
五
月　

岩
波
書
店
）「
解
説
」
九
頁
。

（
33
）　

前
掲
注
1
『
古
今
著
聞
集　

下
』「
解
説
」（
西
尾
光
一
氏
）四

三
一
頁
。（

お
の
で
ら　

た
か
ゆ
き　

本
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）




