
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

　
　
　
　
　
中
世
和
歌
の
風
景

　
　
　
　
は
じ
め
に

歌
語
「
む
な
し
き
空
」
の
用
例
の
一
っ
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　
百
首
歌
中
に

　
　
花
は
ち
り
そ
の
色
と
な
く
な
が
む
れ
ば
む
な
し
き
空
に
春
雨
ぞ
ふ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
春
上
・
一
四
九
　
式
子
内
親
王
）

　
「
正
治
二
年
院
初
度
百
首
」
の
春
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
古
今
集

の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
鷹
司
本
や
式
子
内
親
王
集
の
諸
本
の
中
に
は
、
第
五
句
を

「
春
風
ぞ
吹
く
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
風
」
は
花
を
散
ら
す
も
の
と
し
て
、

新
古
今
集
に
お
い
て
も
巻
二
（
春
歌
上
）
の
一
四
九
番
よ
り
前
に
配
列
さ
れ
た

歌
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
配
列
上
の
有
利
さ
を
も
ち
な
が
ら
、
新
古
今
集
諸
本

で
「
風
」
本
文
が
独
自
異
文
で
あ
る
事
実
は
、
新
古
今
集
本
文
と
し
て
は
「
春

雨
」
を
採
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
エ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
澤
　
喜
美
恵

式
子
の
歌
が
「
正
治
二
年
院
初
度
百
首
」
の
際
に
、
い
ず
れ
の
本
文
で
詠
進

さ
れ
た
か
は
依
然
問
題
で
あ
る
が
、
久
保
田
淳
氏
が
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い

る
の
は
興
味
深
い
。

　
鷹
司
本
の
独
自
異
文
は
、
前
出
の
良
経
の
一
四
七
番
の
作
と
の
混
清
の
結
果
か
も
し

　
　
れ
な
い
。
歌
と
し
て
「
春
雨
ぞ
降
る
」
の
し
っ
と
り
と
し
た
情
感
の
方
が
逢
か
に
良

　
　
い
。
「
春
風
ぞ
吹
く
」
で
は
情
感
が
か
さ
か
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
良
経
の
歌
は
虚

　
　
無
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
女
歌
は
春
雨
の
情
感
を
抜
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。

一
四
九
番
に
対
す
る
漢
然
と
し
た
印
象
を
よ
く
代
弁
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
さ
れ
る
べ
き
は
「
春
雨
の
情
感
」
で
あ
ろ
う
。
参
考
歌
に
考
え
ら
れ
る
歌
に

　
　
　
あ
め
ふ
る
日
、
女
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
お
も
ひ
あ
ま
り
そ
な
た
の
そ
ら
を
な
が
む
れ
ば
か
す
み
を
わ
け
て
春
さ
め
ぞ
ふ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
恋
・
一
一
〇
七
　
俊
成
）

が
あ
る
。
恋
人
に
雨
が
降
る
こ
と
を
詠
み
贈
り
、
そ
れ
が
自
己
の
嘆
き
を
象
徴



し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
雨
」
が
伊
勢
物
語
第
百
七
段
で
詠
ま
れ
た
「
身
を
し

る
雨
」
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

　
　
か
ず
か
ず
に
お
も
ひ
お
も
は
ず
と
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
ぞ
ま
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
古
今
・
恋
四
・
七
〇
五
　
業
平
）

こ
の
よ
う
に
恋
歌
の
世
界
で
は
、
恋
の
つ
ら
さ
に
嘆
く
側
に
よ
っ
て
雨
は
「
身

を
知
り
」
流
す
涙
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
涙
雨
へ
の
連
想
を
式
子
の
歌
で

は
「
春
雨
」
で
喚
起
し
、
「
情
感
」
に
高
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
雨
が
空
に
降
る
と
い
う
こ
と
が
、
式
子
歌
ば
か
り
で
な
く
、

俊
成
歌
に
お
い
て
も
、
何
故
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
鍵
を
握
る

の
が
、
第
四
句
「
む
な
し
き
空
」
で
あ
る
と
私
は
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
式
子

の
歌
に
つ
い
て
の
同
じ
疑
問
を
め
ぐ
っ
て
は
、
既
に
奥
野
陽
子
氏
が
一
首
に
収

　
　
　
　
　
＠

敏
さ
せ
て
論
じ
、
「
春
雨
」
が
目
に
見
え
な
い
も
の
と
詠
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
た
上
で
、

　
　
「
む
な
し
き
空
」
の
意
味
も
、
何
者
か
の
不
在
を
意
味
す
る
相
対
的
な
「
む
な
し
き

　
空
」
か
ら
、
絶
対
的
に
「
む
な
し
き
空
」
へ
の
転
換
が
み
ら
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。

と
述
べ
ら
れ
、
「
春
雨
」
と
「
空
し
い
空
」
が
両
立
す
る
も
の
と
結
論
づ
け
ら

れ
た
。

　
し
か
し
、
奥
野
氏
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
は
成

立
と
そ
の
後
の
変
遷
を
た
ど
る
と
、
そ
の
内
包
す
る
風
景
は
、
け
っ
し
て
「
空

　
　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

し
い
」
空
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
む
な
し
き
空
」
は
新
古
今
時

代
を
中
心
に
集
中
的
に
用
い
ら
れ
た
歌
語
で
あ
る
が
、
そ
の
風
景
を
明
ら
か
に

し
て
、
鎌
倉
初
期
の
和
歌
世
界
を
よ
り
具
象
的
に
把
握
す
る
一
助
と
し
た
い
。

虚
し
き
空
・
空
し
き
虚

　
古
今
集
か
ら
玉
葉
集
ま
で
の
勅
撰
集
に
現
れ
る
和
歌
に
お
け
る
「
む
な
し
き

空
」
の
用
例
を
数
え
る
と
次
の
表
１
の
ご
と
く
と
な
る
。

一
表
－
一

古
　
今

新
古
今七

後

撰

新
勅
撰

拾

遺

続
後
撰三

後
拾
遺

続
古
今

金
　
葉

続
拾
遺

詞

花

新
後
撰

千
　
載

玉
　
葉

他
の
集
で
は
一
首
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
状
況
で
あ
る
中
で
、
新
古
今
集
・
新

勅
撰
集
．
続
後
撰
集
の
三
集
に
お
け
る
集
中
的
な
用
例
増
加
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
「
む
な
し
き
空
」
は
古
今
集
で
す
で
に
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、
古
今
集
を
歌
こ
と
ば
の
範
と
す
る
新
古
今
集
時
代
の
歌
人
が
そ
の

影
響
を
受
け
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
ま
ず
、
古
今
集
・
後
撰
集
の
用

例
を
次
に
見
て
お
き
た
い
。

　
「
む
な
し
き
空
」
は
万
葉
集
に
は
用
例
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
参
照
で

き
る
最
も
早
い
例
が
次
の
古
今
集
の
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
な
お
、
私
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

傍
線
を
施
し
た
。
）

　
　
わ
が
こ
ひ
は
む
な
し
き
そ
ら
に
み
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や
れ
ど
も
ゆ
く
方
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
・
恋
一
・
四
八
八
・
読
人
不
知
）

右
の
歌
に
お
い
て
は
自
ら
の
恋
の
思
い
が
あ
ま
り
に
広
が
っ
て
、
も
う
「
ゆ
く

方
」
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
む
な
し
き
空
」
は
「
大
空
」
の
意
で

使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
方
で
恋
が
「
む
な
し
」
、
つ
ま
り
、

思
い
が
受
け
と
め
ら
れ
な
い
空
虚
さ
を
表
す
掛
け
詞
に
も
な
っ
て
い
る
。
次
に

挙
げ
る
後
撰
集
や
古
今
六
帖
の
例
も
「
大
空
」
と
い
う
意
に
「
む
な
し
」
を
掛

け
る
と
い
う
点
で
古
今
集
の
用
例
と
一
致
し
て
い
る
。

　
　
　
　
返
こ
と
せ
ぬ
人
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
打
わ
び
て
よ
は
・
む
声
に
山
び
こ
の
こ
た
え
ぬ
そ
ら
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思

　
　
　
　
返
し

　
　
山
び
こ
の
こ
ゑ
の
ま
に
く
と
ひ
ゆ
か
む
む
な
し
き
そ
ら
に
ゆ
き
や
か
一
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
・
恋
五
・
九
六
九
、
九
七
〇
）

　
　
あ
ま
雲
の
よ
そ
な
る
思
ひ
つ
け
し
よ
り
む
な
し
き
空
に
な
り
わ
た
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
六
帖
・
第
一
・
あ
ま
の
は
ら
・
二
五
九
）

こ
の
よ
う
に
「
む
な
し
き
空
」
が
大
空
の
異
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

小
沢
正
夫
氏
や
奥
村
恒
哉
氏
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
語
の
「
虚

空
」
に
拠
る
可
能
性
が
高
い
。
「
虚
空
」
は
次
に
挙
げ
た
荘
子
や
中
唐
の
詩
人

の
作
品
の
他
、
王
維
・
李
白
・
杜
甫
な
ど
盛
唐
の
詩
人
の
作
晶
に
も
多
数
見
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
本
朝
の
歌
人
が
容
易
に
見
い
出
せ
る
漢
語
と
い
え
る
。

二
八

　
逃
劇
空
者
、
聞
人
足
建
然
而
喜
実
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荘
子
　
徐
無
鬼
）

　
近
来
自
説
尋
担
塗
　
猶
上
劇
翌
跨
緑
駅
　
　
　
　
　
　
（
中
唐
・
韓
愈
「
寄
盧
全
」
）

　
劇
空
無
霊
応
　
終
歳
安
所
望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
唐
・
張
籍
「
学
仙
」
）

ま
た
、
「
空
」
も
「
む
な
し
」
、
「
虚
」
も
「
そ
ら
」
と
訓
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、

『
大
漢
和
辞
典
』
の
「
空
虚
」
の
項
を
見
る
と
、
「
空
虚
」
が
「
虚
空
」
の
異
名

で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
「
空
虚
」
一
む
な
し
い
。
か
ら
。
又
、
か
ら
に
な
る
こ
と
。
　
二
そ
ら
。
虚
空
。

　
　
三
物
た
り
な
い
気
持
。

こ
の
空
虚
も
典
拠
に
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
用
例
は
さ
ら
に
増
え
る
。

　
　
断
巨
延
、
榑
玄
援
、
騰
空
虚
、
距
連
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
漢
・
楊
雄
「
羽
猟
賦
」
文
選
・
巻
八
）

　
　
避
席
脆
自
陳
　
賎
子
實
碧
圃
　
　
　
（
魏
・
応
臓
「
百
一
詩
」
文
選
．
巻
二
十
一
）

　
　
省
圃
寒
競
競
　
風
気
較
捜
漱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
唐
・
韓
愈
「
南
山
詩
」
）

し
た
が
っ
て
、
古
今
集
に
お
い
て
登
場
し
た
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
は
漢
詩
文

受
容
の
過
程
で
生
ま
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
勅
撰
集
に
用
例
が
見
え
な
い
拾
遺
集
・
後
拾
遺
集
時
代
の
「
む
な
し

き
空
」
を
私
家
集
に
探
す
と
、
早
い
例
と
し
て
中
務
集
と
和
泉
式
部
続
集
の
例

が
得
ら
れ
る
。

　
　
　
　
ま
た
、
ひ
と

　
　
た
の
め
と
も
む
な
し
き
そ
ら
を
な
が
め
つ
つ
し
の
ひ
に
そ
で
の
ぬ
れ
ぬ
日
ぞ
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
務
集
・
一
五
八
）



　
　
　
　
な
ら
は
ぬ
さ
と
の
つ
れ
づ
れ
な
る
に

　
　
あ
け
た
て
ば
む
な
し
き
空
を
な
が
む
れ
ど
そ
れ
ぞ
と
し
る
き
雲
だ
に
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
和
泉
式
部
続
集
二
八
二
一

何
故
、
空
を
眺
め
る
の
か
は
和
泉
式
部
の
歌
に
お
い
て
、
よ
り
明
ら
か
ー
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
清
水
文
雄
氏
に
よ
れ
ば
文
選
・
巻
十
九
「
高
唐
賦
」
、

楚
の
嚢
王
が
、
昼
寝
の
夢
で
巫
山
の
神
女
と
契
っ
た
と
い
う
故
事
に
拠
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
神
女
は
別
れ
る
際
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
去
辞
日
「
妾
在
山
之
陽
、
高
丘
之
阻
。
旦
為
朝
雲
、
暮
為
行
雨
、
朝
朝
暮
暮
、
陽
雲

　
　
豪
之
下
。
」

和
泉
式
部
も
こ
の
故
事
を
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
こ
の
故
事
は
古
今
集
の

段
階
で
次
の
七
四
三
番
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
お
り
、
空
を
恋
人
の
形
見
と
し
、

さ
ら
に
は
雲
を
面
影
と
す
る
考
え
方
が
中
務
や
和
泉
式
部
の
こ
ろ
に
は
す
で
に

定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
お
ほ
ぞ
ら
は
こ
ひ
し
き
人
の
か
た
み
か
は
物
思
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
古
今
・
恋
四
・
七
四
三
　
酒
井
人
真
一

中
国
の
故
事
を
踏
ま
え
る
と
き
、
「
大
空
」
を
用
い
る
よ
り
、
漢
語
の
翻
訳
語

で
あ
る
「
む
な
し
き
空
」
の
方
が
、
な
る
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
よ
う
。
恋

歌
に
お
い
て
は
そ
の
後
、
「
雲
」
を
「
お
も
ひ
（
火
一
」
の
「
煙
」
が
化
し
た
も

の
と
い
う
展
開
な
ど
を
加
え
な
が
ら
、
「
空
」
を
形
見
と
す
る
詠
作
が
継
承
さ

れ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

　
　
　
恋
の
心
を
よ
め
る

　
　
こ
ひ
わ
ひ
て
た
え
ぬ
お
も
ひ
の
け
ぶ
り
も
や
む
な
し
き
そ
ら
の
く
も
と
な
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
金
葉
・
恋
下
・
四
六
五
　
忠
教
一

新
古
今
時
代
の
小
侍
従
は
、
「
高
唐
賦
」
に
直
接
拠
っ
て
次
の
よ
う
な
歌
を
成

し
て
い
る
。

　
　
　
後
京
極
摂
政
家
百
首
歌
よ
み
侍
け
る
に

　
　
く
も
と
な
り
雨
と
な
り
て
も
身
に
そ
は
ば
む
な
し
き
そ
ら
を
か
た
み
と
や
見
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
新
勅
・
恋
五
二
八
三
〇
　
小
侍
従
一

も
ち
ろ
ん
、
「
む
な
し
」
を
掛
け
詞
と
す
る
点
、
古
今
集
四
八
八
番
と
同
様
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
く
・
つ

　
　
　
　
二
　
虚
　
空

　
古
今
集
時
代
に
多
く
生
ま
れ
た
翻
訳
語
の
一
つ
が
「
む
な
し
き
空
」
と
考
え

ら
れ
る
の
だ
が
、
佐
藤
恒
雄
氏
は
「
新
古
今
的
表
現
成
立
の
一
様
相
　
　
　
『
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
し
き
枝
に
』
『
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
』
を
め
ぐ
っ
て
－
」
と
い
う
御
論
考
の
中

で
、
「
む
な
し
き
空
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
元
来
、
「
む
な
し
き
空
」
は
仏
教
語
「
虚
空
」
に
由
来
す
る
表
現
で
あ
っ
た
に
違
い

　
な
い
が
、
既
に
古
今
集
や
後
撰
集
に
、
一
用
例
略
一
と
み
え
、
以
後
そ
れ
ほ
ど
作
例

　
は
多
く
な
く
て
、
新
古
今
集
に
至
っ
て
急
に
増
え
、
一
中
略
）
要
す
る
に
院
政
期
以

　
降
、
特
に
新
古
今
時
代
に
著
し
い
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
仏
教
語
に
お
け
る
「
虚
空
（
こ
く
う
）
」
は
奥
行
の
深
い
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

た
と
え
ば
、
岩
本
裕
氏
の
説
明
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

　
佛
教
的
に
は
、
「
虚
空
」
は
一
切
の
現
象
的
存
在
が
存
在
す
る
場
と
し
て
の
空
間
。

　
無
擬
（
さ
わ
り
な
く
）
・
無
障
（
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
）
、
広
大
に
し
て
一
物

　
　
も
な
い
意
に
も
理
解
す
る
。
特
に
道
元
は
（
中
略
）
『
眼
蔵
』
（
虚
空
）
「
か
く
の
ご

　
　
と
く
の
虚
空
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
正
法
眼
蔵
浬
繁
妙
心
と
参
究
す
る
の
み
な
り
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
言
っ
て
、
虚
空
に
特
別
な
宗
教
的
意
義
を
付
托
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
虚
空
」
と
い
う
空
問
は
無
常
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
村
元
氏

の
説
明
も
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
空
問
の
意
、
お
お
ぞ
ら
。
空
中
。
虚
・
空
と
も
に
無
の
別
称
で
あ
る
。
虚
に
し
て
形

　
　
質
が
な
く
、
空
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
他
の
も
の
に
障
害
と
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、

　
　
虚
空
と
名
づ
け
る
と
解
す
る
。
『
倶
舎
論
』
（
一
巻
三
ウ
）
で
は
「
虚
空
と
は
擬
げ
の

　
　
な
い
こ
と
で
あ
る
」
、
「
虚
空
と
は
擬
げ
の
な
い
こ
と
を
特
性
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
色
が
そ
の
中
に
行
処
を
占
め
る
一
と
説
明
さ
れ
る
。
仏
教
で
は
「
：
は
な
お
虚
略
の

　
　
ご
と
し
」
の
よ
う
に
、
よ
く
無
限
・
遍
満
を
表
す
場
合
の
た
と
え
に
用
い
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
古
今
集
や
後
撰
集
に
見
ら
れ
た
「
む
な
し
き
空
」
は
、
「
虚
空
」

が
意
味
す
る
広
大
な
空
の
意
で
用
い
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
典
拠
が
仏
典

・
漢
籍
の
別
な
く
、
本
朝
の
人
々
が
自
然
に
有
し
て
い
た
大
空
の
捉
え
方
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
語
も
漢
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て

は
、
翻
訳
語
と
し
て
の
典
拠
に
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
仏
教
語
「
虚

空
」
が
仏
教
教
理
の
中
で
も
重
要
な
位
置
づ
け
を
成
さ
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
と
、

歌
語
の
「
む
な
し
き
空
」
が
恋
歌
に
お
い
て
仲
ら
い
の
疎
遠
を
嘆
く
た
め
に
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

い
ら
れ
始
め
た
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
仏
教
語
由
来
の
可
能
性
は
少
な
い

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
平
安
中
期
以
降
に
お
け
る
「
む
な
し
き
空
」
の
用
例
を
た
ど
る
と
、

こ
の
歌
語
が
仏
教
語
由
来
と
誤
解
さ
れ
た
こ
と
も
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
例
で
は
「
む
な
し
き
空
」
は
大
空
の
異
名
以
上
の
役
割
は
果

た
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大
空
と
置
き
換
え
た
の
で
は
歌
意
が
伝

わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
例
が
、
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
内
侍
の
う
せ
た
る
頃
雪
の
降
り
て
消
え
ぬ
れ
ば

　
　
な
ど
て
き
み
む
な
し
き
空
に
き
え
に
け
ん
あ
は
雪
だ
に
も
ふ
れ
は
ふ
る
よ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
泉
式
部
集
・
四
七
三
）

　
　
　
後
朱
雀
院
か
く
れ
た
ま
ひ
て
、
源
三
位
が
も
と
に
っ
か
は
し
け
る

　
　
あ
は
れ
き
み
い
か
な
る
野
べ
の
煙
に
て
む
な
し
き
空
の
雲
と
な
り
け
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
哀
傷
・
八
二
一
　
弁
乳
母
）

　
　
　
母
の
お
も
ひ
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
又
な
く
な
り
に
け
る
人
の
あ
た
り
よ
り
と
ひ

　
　
　
　
て
侍
り
け
れ
ば
、
っ
か
は
し
け
る

　
　
世
中
は
み
し
も
き
き
し
も
は
か
な
く
て
む
な
し
き
空
は
煙
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
哀
傷
・
八
三
〇
　
清
輔
）

右
の
三
首
は
そ
れ
ぞ
れ
、
和
泉
式
部
は
娘
小
式
部
内
侍
を
、
清
輔
は
母
を
偲
び
、

陽
明
門
院
の
乳
母
、
弁
乳
母
は
、
後
失
雀
院
乳
母
の
源
三
位
に
哀
傷
歌
を
贈
る

の
で
あ
る
。
特
に
弁
乳
母
が
後
朱
雀
院
が
「
む
な
し
き
空
の
煙
と
」
な
っ
た
と

詠
む
こ
と
の
背
景
に
は
仏
教
語
「
虚
空
」
の
影
響
が
窺
え
、
故
人
が
無
常
の
世

か
ら
無
限
の
世
界
へ
と
旅
立
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方



で
、
残
さ
れ
た
者
の
「
む
な
し
き
」
感
情
を
も
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和

泉
式
部
ら
は
仏
教
に
お
け
る
「
虚
空
」
を
理
解
し
て
そ
の
翻
訳
語
と
し
て
「
む

な
し
き
空
」
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
世
で
よ
り
長
く
故
人
と
ま
み

え
た
か
っ
た
と
希
望
し
す
る
哀
惜
の
気
持
ち
か
ら
無
常
観
に
は
達
せ
ず
に
い
る
。

　
平
安
中
期
以
降
、
法
文
歌
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
仏
教
と
和
歌
の

交
渉
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
き
、
仏
教
語
の
「
虚
空
」
を
表
現
す
る
た
め
に
、
す

で
に
歌
語
と
し
て
成
立
し
て
い
た
「
む
な
し
き
空
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
自
然

の
推
移
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
よ
う
に
平
安
朝
で
は
、
古
今
集
の

伝
統
に
沿
っ
た
「
大
空
」
の
異
名
と
し
て
の
用
例
も
存
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
た
と
え
ば
、
和
泉
式
部
続
集
の
「
あ
け
た
て
ば
」
歌
は
い
わ
ゆ
る
「
帥

宮
挽
歌
群
」
に
含
ま
れ
て
お
り
、
追
慕
の
情
自
体
は
存
命
の
恋
人
に
対
し
て
以

上
の
熱
情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
の
、
「
む
な
し
き
空
」
と
い
う
表
現
に
は
、
無

常
の
世
を
離
れ
、
世
界
を
違
え
て
し
ま
っ
た
亡
き
帥
宮
と
の
隔
絶
の
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
虚
空
（
こ
く
う
）
」
の
意
味
を
和

泉
式
部
が
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
は
や
自
由
で
は
あ
り
得
な

い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
和
泉
式
部
と
同
時
代
の
大
斎
院
選
子

内
親
王
は
法
文
歌
に
お
い
て
、
経
文
の
「
虚
空
」
を
「
お
ほ
空
」
と
詠
み
な
し

て
い
る
。

　
仁
王
経
上
巻
　
世
諦
幻
化
起
、
警
如
虚
空
花

お
ほ
空
に
咲
き
た
る
は
な
の
吹
く
か
ぜ
に
散
る
を
我
が
身
に
よ
そ
へ
て
ぞ
み
る

　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
発
心
和
歌
集
・
二
〇
一

　
「
大
空
」
と
い
う
空
間
を
仏
教
語
「
虚
空
」
を
思
わ
ず
に
は
見
ら
れ
な
い
人

々
も
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
「
む
な
し
き
空
」

の
風
景

　
無
常
歌
や
釈
教
歌
の
詠
作
機
会
が
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
む
な
し
き
空
」

は
「
虚
空
（
こ
く
う
）
」
の
翻
訳
語
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
伴
い
、
空
に
浮
か
ぶ
と
こ
ろ
の
「
く
も
」
の
意
味
に
も
恋
人
や
故
人
の
面

影
で
は
な
い
仏
教
的
な
比
瞼
と
し
て
の
役
割
が
付
加
さ
れ
る
。

　
　
　
崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
無
常
歌

　
　
世
中
を
お
も
ひ
つ
ら
ね
て
な
が
む
れ
は
む
な
し
き
空
に
き
ゆ
る
し
ら
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
雑
下
・
一
八
四
六
　
俊
成
一

右
の
久
安
百
首
の
無
常
歌
で
は
、
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
雲
」
を
消
す
こ
と
が

で
き
た
と
詠
み
、
今
ま
で
見
て
き
た
例
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
「
雲
」
の
扱
い

が
成
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
の
歌
と
は
反
対
に
「
雲
」
を
消
す
こ
と
が
で
き
な
い

事
を
嘆
く
の
が
次
の
後
鳥
羽
院
の
歌
で
あ
る
。

　
　
　
お
し
な
べ
て
む
な
し
き
空
の
う
す
み
と
り
ま
よ
へ
は
ふ
か
き
四
方
の
浮
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
後
鳥
羽
院
御
集
・
一
七
六
七
・
撰
歌
合
　
法
文
一

す
な
わ
ち
、
「
雲
」
は
仏
教
的
観
想
の
「
虚
空
」
に
浮
か
ぶ
妄
想
の
比
瞼
な
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
「
む
な
し
き
空
」
に
は
「
雲
」
が
浮
か
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
む
な
し
き
空
」
を
「
何
も
な
い
空
」

な
ど
と
置
き
換
え
て
は
、
誤
解
を
与
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
が
、
次
の
堀
河
百
首
歌
の
場
合
の
よ
う
に
、
祝
意
を
述
べ
る
と
い
う
目
的
上
、

「
む
な
し
」
を
掛
け
詞
に
し
な
い
明
ら
か
な
例
も
あ
る
。
「
む
な
し
き
空
」
か
ら

「
虚
空
」
を
想
起
さ
せ
、
広
大
無
辺
の
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
時
空
間
の
広
が
り
を

図
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
月
み
て
も
む
な
し
き
空
に
あ
ま
る
ま
で
君
が
千
代
へ
ん
事
を
こ
そ
思
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
河
百
首
・
述
懐
・
一
五
七
一
　
国
信
）

　
さ
ら
に
、
御
鳥
羽
院
歌
か
ら
、
空
虚
な
印
象
が
強
い
「
む
な
し
き
空
」
の
色

彩
を
「
み
ど
り
」
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
「
そ
ら
」

を
「
み
ど
り
」
と
認
知
す
る
の
は
、
現
代
の
我
々
が
「
青
」
と
認
知
す
る
の
と

同
様
に
当
時
の
共
通
感
覚
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
「
み
ど
り
の
そ
ら
」
と
い

う
歌
語
も
貞
信
公
忠
平
息
、
帥
氏
の
例
を
早
い
例
と
し
て
見
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
ひ
さ
か
た
の
み
ど
り
の
そ
ら
の
く
も
ま
よ
り
こ
ゑ
も
ほ
の
か
に
か
へ
る
か
り
が
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
勅
撰
・
春
上
・
四
九
　
帥
氏
）

　
　
か
す
み
は
れ
み
ど
り
の
そ
ら
も
の
ど
け
く
て
あ
る
か
な
き
に
あ
そ
ぶ
い
と
ゆ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
漢
朗
詠
・
晴
・
四
一
五
　
読
人
不
知
）

ま
た
、
歌
語
の
成
立
の
際
に
、
「
翠
空
」
な
ど
の
漢
語
の
影
響
を
受
け
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
和
漢
朗
詠
集
に
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
一

だ
が
、
勅
撰
集
と
し
て
は
新
勅
撰
集
の
例
が
初
出
で
あ
り
、
現
存
の
用
例
は
ほ

と
ん
ど
、
新
古
今
集
時
代
前
後
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
て
、

一
般
的
に
「
み
ど
り
」
と
認
識
し
て
い
た
に
し
て
も
、
「
そ
ら
」
が
色
彩
を
持

っ
と
い
う
こ
と
は
、
「
色
即
是
空
空
即
是
色
」
に
通
じ
る
た
め
仏
教
的
立
場
か

ら
特
別
な
感
慨
を
持
た
ら
す
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
お
な
じ
百
首
の
と
き
、
色
即
是
空
空
即
是
色
の
心
を
よ
め
る

　
　
む
な
し
き
も
色
な
る
も
の
と
さ
と
れ
る
や
は
る
の
み
そ
ら
の
み
ど
り
な
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
載
・
釈
教
・
二
三
九
　
宜
秋
門
院
丹
後
）

　
　
　
後
法
性
寺
入
道
前
関
白
家
百
首
歌
に
、
般
若
心
経
、
色
即
是
空
、
空
即
是
色

　
　
く
も
も
な
く
な
ぎ
た
る
そ
ら
の
あ
さ
み
ど
り
む
な
し
き
色
も
い
ま
ぞ
し
り
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
後
撰
・
釈
教
・
六
〇
八
　
皇
嘉
門
院
別
当
）

「
そ
ら
」
を
「
み
ど
り
」
と
見
る
こ
と
が
む
し
ろ
、
重
要
で
さ
え
あ
る
よ
う
な

の
で
あ
る
。

　
釈
教
歌
の
理
解
に
は
経
典
に
対
す
る
理
解
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
仏
教
文
学

の
立
場
か
ら
主
に
論
じ
ら
れ
、
法
文
の
出
典
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い

る
。
筆
者
は
そ
れ
ら
の
成
果
を
敬
し
て
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
で
、
そ
れ

ら
の
経
典
に
対
し
て
は
浅
薄
な
理
解
し
か
持
ち
合
わ
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ

え
て
、
和
歌
世
界
の
風
景
を
成
す
資
料
と
し
て
参
照
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。
釈
教
歌
に
お
い
て
「
雲
」
は
晴
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
空
に
あ
る
よ

う
だ
が
、
在
る
べ
き
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
が
「
月
」
で
あ
る
。

　
　
　
菩
薩
清
涼
月
　
遊
於
畢
寛
空



　
　
雲
は
れ
て
空
し
き
空
に
す
み
な
が
ら
う
き
世
中
を
め
ぐ
る
月
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
新
古
今
・
釈
教
・
一
九
五
二
　
寂
然
一

　
　
　
　
夏
日
舎
利
講
演
次
同
詠
十
如
法
文
和
歌

　
　
是
報
如
の
如
如
の
こ
と
わ
り
十
に
し
て
む
な
し
き
空
に
秋
の
よ
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
玉
集
・
四
二
〇
八
一

寂
然
歌
の
歌
題
と
な
っ
て
い
る
『
華
厳
経
』
の
句
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
月
」

は
菩
薩
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
非
常
に
多
い
が
「
月
」
の
風
景
に
つ

い
て
は
別
の
機
会
に
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
「
む
な
し
き
空
」
の
主

な
要
素
と
し
て
「
月
」
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
、
「
む
な
し
き
空
」
に
は
妄
想
の
雲
以
外
に
「
紫
雲
」
が
浮
か
ぶ
こ
と

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
普
門
品
、
心
念
不
空
過

　
　
お
し
な
べ
て
む
な
し
き
空
と
思
ひ
し
に
ふ
ぢ
さ
き
ぬ
れ
ば
む
ら
さ
き
の
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
新
古
今
・
釈
教
・
一
九
四
四
　
慈
円
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

右
の
歌
に
お
い
て
、
「
む
な
し
き
空
」
を
「
何
も
な
い
空
」
と
か
「
何
も
な
い

　
＠

虚
空
」
と
解
す
る
と
、
心
澄
む
と
い
う
望
ま
し
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
印
象
づ

け
て
い
る
の
に
、
藤
の
開
花
を
契
機
に
妄
想
の
比
職
で
あ
る
雲
が
新
た
に
現
れ

た
こ
と
を
詠
む
の
が
、
不
可
解
で
あ
る
。
極
楽
浄
土
を
暗
示
す
る
「
紫
雲
」
を

は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
扱
う
だ
ろ
う
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
世
は
総
じ
て
一
切
が
空
で
あ
る
と
思
っ
た
の
に
、
」
と
「
そ
ら
」
と
は
関
係

な
く
解
し
て
し
ま
う
と
「
む
ら
さ
き
の
雲
」
と
の
関
係
が
弱
く
な
ら
な
い
だ
ろ

　
　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

う
か
。
散
る
た
め
に
咲
く
よ
う
な
無
常
の
存
在
、
花
を
契
機
に
無
常
を
真
に
知

る
と
き
、
藤
を
藤
と
し
て
で
は
な
く
、
観
音
と
結
び
っ
く
紫
雲
と
し
て
観
る
こ

と
が
で
き
る
と
解
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
「
む
な
し
き
空
」
を
「
み
ど
り
の

空
」
か
つ
心
中
の
虚
空
と
考
え
れ
ば
、
眼
前
の
紫
雲
を
思
わ
せ
る
藤
と
紫
雲
か

ら
連
想
さ
れ
る
心
中
の
観
世
音
菩
薩
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
仏
教
文
学
と
し
て
の
釈
教
歌
に
つ
い
て
は
、
類
型
的
、
あ
る
い
は
真
の
無
常

観
に
達
し
て
い
な
い
な
ど
の
評
価
が
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
和
歌
文
学
の
立

場
か
ら
見
れ
ば
、
風
景
が
ど
の
よ
う
に
類
型
化
さ
れ
て
い
る
か
が
、
む
し
ろ
興

味
深
い
点
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
に
み
て
き
た
よ
う

に
、
「
む
な
し
き
空
」
に
っ
い
て
は
風
景
と
し
て
省
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仏
教
と
和
歌
の
交
渉
を
経
た
後
、
さ
ら
に
、
釈
教
歌

が
そ
の
他
の
和
歌
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

四
　
方
法
と
し
て
の
仏
教
語

　
定
家
に
次
の
よ
う
な
詠
歌
が
あ
る
。

　
　
　
建
久
八
年
、
秋
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
中
に

　
な
が
め
っ
っ
お
も
ひ
し
こ
と
の
か
ず
か
ず
に
む
な
し
き
空
の
秋
の
よ
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草
・
二
二
五
三
一

秋
の
夜
の
月
に
「
な
が
め
っ
つ
お
も
ふ
」
こ
と
は
次
の
歌
ど
も
に
も
詠
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

い
る
こ
と
で
あ
り
、
秋
歌
の
類
型
的
な
発
想
で
あ
る
。

な
が
め
っ
っ
お
も
ふ
も
ぬ
る
る
た
も
と
か
な
い
く
よ
か
は
み
む
秋
の
よ
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
秋
上
・
四
一
五
　
段
富
門
院
大
輔
）

ふ
く
る
ま
で
な
が
む
れ
ば
こ
そ
か
な
し
け
れ
お
も
ひ
も
い
れ
じ
秋
の
よ
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
秋
上
・
四
一
七
　
式
子
内
親
王
）

そ
れ
で
は
、
定
家
歌
の
特
徴
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
か
ず
か

ず
に
」
が
伊
勢
物
語
第
百
七
段
の
業
平
歌
を
想
起
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
、
「
身
を

し
る
」
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
「
秋
の
よ
の
月
」
が
「
む

な
し
き
空
」
に
在
る
と
い
う
点
で
、
風
景
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
先
の
慈
円

の
法
文
歌
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
定
家

歌
の
裏
に
潜
む
仏
教
意
識
を
指
摘
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
は
な
く
、
問
題
に
し

た
い
の
は
、
表
現
上
の
効
果
で
あ
る
。
「
身
を
し
る
」
の
が
無
常
感
に
お
い
て

か
、
恋
愛
に
お
い
て
か
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
し
み
じ
み

と
し
た
思
い
に
耽
る
者
の
眼
前
の
風
景
を
、
釈
教
歌
に
お
い
て
虚
空
に
浮
か
ぶ

菩
薩
の
比
瞭
で
あ
る
表
現
を
用
い
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
思
い
至
ら
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
、
風
景
は
よ
り
清
澄
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
。
「
む

な
し
き
空
の
秋
の
よ
の
月
」
と
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
有
す
る
表
現
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
最
初
に
挙
げ
た
式
子
の
歌
を
も
う
一
度
見
て
み
た
い
。
「
む
な
し

き
空
」
と
い
い
、
「
色
」
と
い
う
言
葉
使
い
は
や
は
り
、
仏
教
的
な
風
景
を
暗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

示
し
つ
つ
詠
ん
で
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
「
春
雨
」
に
つ
い
て

見
て
お
き
た
い
。
式
子
歌
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
鑑
賞
が
あ
る
。

　
色
美
し
か
つ
た
桜
＠
の
あ
と
の
、
む
な
し
い
空
の
春
雨
と
と
も
に
、
や
る
せ
な
い
寂
し

　
　
さ
が
無
限
に
広
が
る
。

つ
ま
り
、
風
景
は
寂
摩
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

釈
教
歌
に
お
い
て
、
「
雨
」
は
法
の
雨
と
し
て
衆
生
で
あ
る
草
木
を
潤
す
は
ず

の
も
の
で
あ
る
が
、
草
木
の
在
り
方
に
よ
っ
て
そ
の
潤
い
方
が
変
わ
る
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
法
華
経
薬
草
瞼
品
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る

　
　
お
ほ
ぞ
ら
の
雨
は
わ
き
て
も
そ
そ
か
ね
ど
う
る
ふ
草
木
は
お
の
が
し
な
じ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
載
・
釈
教
・
二
一
〇
五
　
源
信
）

和
歌
に
お
け
る
「
雨
」
は
コ
涙
雨
」
「
身
を
知
る
雨
」
「
五
月
雨
」
な
ど
様
々
で

あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
春
雨
」
の
詠
ま
れ
方
は
草
木
特
に
、
青
柳
を
潤
す
も
の

で
あ
り
、
法
雨
と
共
通
す
る
。
桜
に
降
る
雨
が
新
芽
を
育
ま
せ
る
暖
か
い
雨
で

あ
る
こ
と
は
、
釈
教
歌
を
参
照
し
な
く
て
も
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
恋
歌

に
お
け
る
「
涙
雨
」
を
思
い
起
こ
す
以
前
に
、
「
春
雨
」
に
は
「
情
感
」
が
備

わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
春
雨
」
と
い
う
現
象

か
ら
「
寂
し
さ
」
を
導
く
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
次
の
二
首

は
眺
め
て
い
る
と
き
降
り
だ
し
た
春
雨
を
詠
む
と
い
う
点
で
式
子
の
歌
と
似
る

が
、
霞
と
並
ぶ
春
の
特
徴
的
な
風
景
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。



　
　
な
が
め
す
る
み
ど
り
の
空
も
か
き
く
も
り
っ
れ
づ
れ
ま
さ
る
春
雨
ぞ
ふ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
長
秋
詠
藻
・
七
・
久
安
百
首
　
春
）

　
　
な
が
め
っ
る
よ
も
の
木
末
の
む
ら
霞
ひ
と
っ
に
な
り
ぬ
春
雨
の
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
治
初
度
百
首
・
春
・
六
二
〇
　
慈
円
一

春
雨
を
眺
め
て
い
た
景
を
腱
化
さ
せ
て
し
ま
う
べ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
と
扱
っ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
む
な
し
き
空
」
は
「
虚
空
」
と
し
て
種
々
の
も
の
を
内
包
す
る
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
場
合
も
「
何
も
な
い
空
」
や
「
む
な
し
い
空
」

と
解
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
奥
野
氏
は
春
雨
は
目
に
見
え

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
い
細
カ
い
も
の
と
し
て
「
む
な
し
い
空
」
に
包
含
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
「
む
な
し
い
空
」
が
次
の
よ
う
に
目
に
は
確
か
に
見
え
る
五
月
雨
を

降
ら
せ
る
用
例
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
み
だ
れ
は
む
な
し
き
空
に
み
ち
ぬ
ら
し
行
か
た
み
え
ず
あ
く
る
白
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
洞
摂
政
家
百
首
・
五
月
雨
・
四
一
八
　
基
家
）

　
な
お
、
式
子
歌
の
新
古
今
集
の
配
列
上
の
直
前
の
歌
は
次
の
よ
う
な
歌
で
あ

る
。　

故
郷
の
花
の
さ
か
り
は
す
ぎ
ぬ
れ
ど
お
も
か
げ
さ
ら
ぬ
春
の
空
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
・
春
下
・
一
四
八
　
経
信
）

「
そ
ら
」
に
花
の
面
影
を
見
て
い
る
点
に
お
い
て
、
後
ろ
の
式
子
歌
と
呼
応
さ

せ
よ
う
と
す
る
編
者
の
配
列
編
成
上
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

う
。
式
子
の
歌
は
「
そ
の
色
と
な
く
な
が
む
れ
ば
」
と
は
あ
る
が
、
第
一
句
で

眼
前
に
花
の
無
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
で
、
「
花
」
の
面
影
を
見
て
い
る
こ

と
を
吐
露
し
て
い
る
も
同
じ
で
あ
る
。
俊
成
に
は
「
み
ど
り
の
空
」
、
慈
円
に

は
「
よ
も
の
木
末
」
と
い
う
よ
う
に
、
眺
め
に
も
対
象
が
あ
る
の
で
あ
る
が
詠

者
は
何
処
を
眺
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
四
句
に
お
い
て
視
点
が
上
方
に
向

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
遠
く
の
木
々
、
あ
る
い
は
空
で

あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
配
列
の
中
で
の
前
歌
と
の
関
係
を
尊
重
し
、
ま
た
、

「
色
即
是
空
空
即
是
色
」
の
反
映
を
読
み
と
れ
ば
、
空
が
眺
め
の
対
象
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
式
子
歌
の
世
界
で
は
、
知
ら
ず
知
ら

ず
に
面
影
を
求
め
て
桜
色
に
見
な
そ
う
と
し
て
い
た
空
が
、
気
が
つ
く
と
、
本

来
の
「
み
ど
り
の
空
」
に
戻
り
、
浮
か
ぶ
雨
雲
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
も
の
に
薄

い
覆
い
を
掛
け
る
春
雨
が
降
る
と
い
う
情
景
に
転
じ
る
。
私
は
こ
の
展
開
こ
そ

が
こ
の
歌
の
す
ば
ら
し
さ
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
詠
者
は
花
の
季
節
が
終
わ

っ
た
こ
と
を
し
み
じ
み
と
思
い
入
る
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
、
悲
し
み
や
寂
し

さ
に
陥
る
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
恋
愛
的
な
情
感
や
仏
教
的
な
意
味
を

読
む
こ
と
も
ま
た
、
可
能
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
春
歌
と
し
て
の
風
景
を
明
確

に
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

お
わ
り
に

式
子
の
歌
で
は
「
虚
空
」
を
「
む
な
し
き
空
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

て
、
仏
教
世
界
で
説
く
と
こ
ろ
の
清
澄
さ
や
広
大
さ
を
映
そ
う
と
し
て
い
る
と

考
え
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
や
物
語
取
り
が
本
歌
や

物
語
の
世
界
を
引
用
句
に
凝
縮
し
て
映
し
だ
す
の
と
同
様
な
方
法
と
考
え
る
わ

け
な
の
で
あ
る
。
「
む
な
し
き
空
」
の
用
例
は
、
表
皿
に
見
る
ご
と
く
、
釈
教

歌
や
無
常
歌
中
心
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
四
季
歌
の
例
は
少
な
い
。
歌
人
な

ら
ば
ほ
と
ん
ど
が
釈
教
歌
を
詠
む
中
世
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
状
況
で
四
季
歌

や
恋
歌
に
「
む
な
し
き
空
」
を
用
い
て
い
る
場
合
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
意
図

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
勅
撰
集
の
恋
歌
に
入
集
し
て
い
る
先
掲
の
小
侍
従

の
歌
が
、
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
文
選
『
高
唐
賦
』
を
本
説
と
し
て
い
る
の
も

仏
教
的
な
「
虚
空
（
こ
く
う
）
」
で
な
い
こ
と
を
む
し
ろ
、
明
ら
か
に
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔
表
皿
〕
　
部
立
ご
と
の
「
む
な
し
き
空
」
の
用
例

　
　
　
部
立

勅
撰
集
名

新
古
今
集

新
勅
撰
集

続
後
撰
集

四
季
歌○

恋
　
歌

一
一

雑
　
歌

一
一

哀
傷
歌

一
一

釈
　
教

一
一

合

計
七三

　
「
む
な
し
き
空
」
と
い
う
歌
語
は
、
本
来
は
漢
詩
文
受
容
語
で
あ
っ
た
が
、

し
だ
い
に
、
仏
教
語
の
翻
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
語

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
言
葉
の
上
で
の
置
き
換
え
語
に
な
っ
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

く
、
「
む
な
し
い
気
持
に
な
る
空
」
か
ら
仏
教
的
世
界
を
内
包
し
た
「
そ
ら
」
、

す
な
わ
ち
、
よ
り
広
大
で
清
ら
か
な
映
像
を
映
し
出
す
語
と
し
て
、
風
景
を
豊

か
に
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
注

　
¢
　
和
歌
の
引
用
と
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

　
＠
　
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
訳
　
第
一
巻
』
（
昭
和
五
十
一
年
　
講
談
社
刊
）

　
　
　
錦
仁
氏
『
式
子
内
親
王
全
歌
集
』
（
昭
和
五
十
七
年
　
桜
楓
社
刊
）

　
　
　
「
式
子
内
親
王
の
歌
－
「
む
な
し
き
空
」
を
め
ぐ
っ
て
１
」
（
『
叙
説
』
昭
和

　
　
五
十
四
年
十
月
）

　
　
　
小
沢
正
夫
氏
・
松
田
成
穂
氏
校
注
・
訳
『
完
訳
日
本
の
古
典
９
古
今
和
歌
集
』

　
　
（
昭
和
五
十
八
年
　
小
学
館
刊
）
脚
注

　
＠
　
奥
村
恒
哉
氏
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
古
今
和
歌
集
』
（
昭
和
五
十
三
年
）

　
¢
　
岩
波
文
庫
『
和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集
』
（
昭
和
五
十
八
年
）

　
＠
　
『
峯
村
文
人
先
生
退
官
記
念
論
集
和
歌
と
中
世
文
学
』
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
）
所

　
　
収

　
　
　
『
日
本
仏
教
語
辞
典
』
（
昭
和
六
十
三
年
　
平
凡
社
刊
）

　
＠
　
『
仏
教
語
大
辞
典
』
（
昭
和
五
十
年
　
東
京
書
籍
刊
）

　
０
家
隆
に
よ
る
こ
の
歌
に
対
す
る
判
詞
を
次
に
示
し
て
お
く
。

　
　
　
「
法
性
の
そ
ら
念
来
清
浄
な
れ
ど
も
、
妄
想
の
雲
お
ほ
ひ
ぬ
れ
ば
、
正
因
仏
性
あ

　
　
り
と
も
し
ら
ず
、
こ
の
こ
と
わ
り
を
し
ら
で
は
仏
に
な
る
事
か
た
し
、
即
一
微
塵
の

　
　
う
ち
に
法
界
こ
と
ご
と
く
を
さ
ま
る
、
況
柑
一
字
の
問
に
実
相
の
こ
と
わ
り
き
は
ま

　
　
れ
り
。
」

　
＠
　
峯
村
文
人
氏
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集
　
新
古
今
和
歌
集
』
（
昭
和
五
十

　
　
三
年
　
小
学
館
刊
）

　
＠
　
久
松
潜
一
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
新
古
今
和
歌
集
』
（
昭
和
三
士
二
年



　
岩
波
書
店
刊
一

＠
　
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
　
第
八
巻
』
一
昭
和
五
十
二
年
　
講
談
杜

　
刊
）

＠
　
前
掲
注
＠
参
照
。

＠
　
前
掲
注
＠
参
照
。

〔
付
記
〕

　
　
本
稿
は
、
仏
教
文
学
会
本
部
昭
和
六
士
二
年
度
十
二
月
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

　
の
一
部
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
発
表
の
席
上
、
あ
る
い
は
発
表
後
に
御
教
示
賜
り

　
ま
し
た
諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

歌
語
「
む
な
し
き
空
」
考

三
七
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