
『
梁
塵
秘
抄
』
法
華
経
二
十
八
品
歌
と

釈
教
歌
、
経
旨
絵
（
そ
の
三
）

植

木

朝

子

現
存
す
る
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
法
文
歌
二
百
二
十
首
の
中
心
を
な
す
の
は
、『
法
華
経
』
八
巻
二
十
八
章
を
各
章
ご
と
に
讃
嘆
し
た
法

華
経
二
十
八
品
歌
百
十
四
首
で
あ
る
。
前
稿
に
引
き
続
き
⑴
、
各
品
ご
と
に
、
経
旨
絵
や
釈
教
歌
と
は
異
な
る
今
様
の
性
格
、
そ
の
流
行

歌
謡
と
し
て
の
面
白
さ
を
考
え
て
い
き
た
い
。
紙
幅
の
関
係
に
よ
り
、
本
稿
で
は
人
記
品
か
ら
宝
塔
品
ま
で
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す

る
。

一
、
人

記

品

『
法
華
経
』
五
百
弟
子
品
に
お
い
て
、
富
楼
那
・
憍
陳
如
を
は
じ
め
、
千
二
百
の
弟
子
が
、
未
来
に
仏
に
成
る
と
の
予
言
を
与
え
ら
れ

た
。
人
記
品
に
お
い
て
は
、
釈
迦
は
さ
ら
に
阿
難
・
羅

羅
を
は
じ
め
、
学
（
ま
だ
学
ぶ
べ
き
も
の
を
残
し
て
い
る
者
）・
無
学
（
も
は

や
学
ぶ
べ
き
も
の
を
残
し
て
い
な
い
聖
者
）
の
二
千
の
声
聞
に
、
未
来
に
成
仏
す
る
と
の
予
言
を
与
え
た
。

人
記
品
を
歌
う
今
様
は
次
の
四
首
で
あ
る
。
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釈
迦
の
御
弟
子
は
多
か
れ
ど

仏
の
従
弟
は
疎
か
ら
ず

親
し
き
こ
と
は
誰
よ
り
も

阿
難
尊
者
ぞ
お
は
し
け
る
（
九
四
）⑵

阿
難
尊
者
は
あ
は
れ
な
り

慈
悲
の
室
を
す
み
か
に
て

忍
辱
衣
を
身
に
着
つ
つ

諸
法
空
を
御
座
と
し
て

人
に
教
え
て
知
ら
し

め
よ
（
九
五
）

阿
難
尊
者

如
来
の
親
し
き
弟
子
な
り

疎
か
ら
ず

学
地
に
住
し
て
年
久
し

大
願
深
き
に
よ
り
て
な
り
（
九
六
）

二
千
声
聞
の

仏
を
讃
む
る
譬
ひ
に
は

昼
は
甘
露
の
注
く
を
見

夜
は
灯
火
照
る
が
如
（
九
七
）

こ
れ
ら
の
今
様
の
う
ち
、
九
四
番
歌
・
九
五
番
歌
・
九
六
番
歌
は
阿
難
尊
者
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
、
九
七
番
歌
は
、
二
千
声
聞
の
立

場
か
ら
仏
を
讃
嘆
し
た
も
の
で
あ
る
。

阿
難
尊
者
は
、
釈
迦
の
従
弟
で
十
大
弟
子
の
一
人
。
侍
者
と
し
て
二
十
五
年
の
間
、
釈
迦
に
仕
え
、
説
法
を
聴
聞
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
の
で
、
多
聞
第
一
と
呼
ば
れ
る
。
釈
迦
滅
後
は
第
一
結
集
（
最
初
の
経
典
編
集
）
の
時
に
、
高
座
に
の
ぼ
っ
て
経
を
誦
出
し
た
。
九
五

番
歌
は
、
法
師
品
の
偈
「
若
人
説
此
経

応
入
如
来
室

著
於
如
来
衣

而
坐
如
来
座

処
衆
無
所
畏

広
為
分
別
説

大
慈
悲
為
室

柔
和
忍
辱
衣

諸
法
空
為
座

処
此
為
説
法
」（
若
し
人
、
こ
の
経
を
説
か
ん
に
は

応
に
如
来
の
室
に
入
り

如
来
の
衣
を
著

し
か

も
如
来
の
座
に
坐
し
て

衆
に
処
し
て
畏
る
る
所
な
く

広
く
た
め
に
分
別
し
て
説
く
べ
し
。
大
慈
悲
を
室
と
な
し

柔
和
忍
辱
を
衣
と

し

諸
法
の
空
を
座
と
な
し

こ
れ
に
処
し
て

た
め
に
法
を
説
け
）⑶
を
出
典
と
し
て
お
り
、
本
来
、
人
記
品
の
歌
と
は
言
い
難
い
。

法
師
品
の
偈
で
は
、「
経
を
説
こ
う
と
す
る
人
」
が
主
語
で
あ
り
、
そ
の
「
人
」
に
、
室
・
衣
・
座
の
譬
え
に
よ
り
「
慈
し
み
の
心
を
持

ち
、
人
に
や
さ
し
く
忍
耐
し
、
諸
法
は
空
で
実
体
が
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
、
人
々
に
法
を
説
け
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。「
考
」⑷
が
述
べ

る
よ
う
に
、「
阿
難
尊
者
は
あ
は
れ
な
り
」
の
一
句
は
、
伝
誦
の
間
に
付
会
さ
れ
た
も
の
で
、
元
来
は
以
下
の
四
句
の
み
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
九
五
番
歌
の
形
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
四
句
を
阿
難
尊
者
の
行
動
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
ほ
め
た
た
え
た
一
首
と
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見
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
四
番
歌
と
九
六
番
歌
は
、
阿
難
と
釈
迦
の
「
親
し
さ
」
を
強
調
し
て
お
り
、「
弟
子
」「
疎
か
ら
ず
」
の
語
も
共

通
す
る
。
た
だ
し
九
六
番
歌
に
は
釈
迦
と
の
親
し
さ
の
他
に
「
学
地
に
住
す
」
と
い
う
別
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
原
本
「
か
ひ
ち
」
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
「
迦
毘
羅
」（
迦
毘
羅
衛
。
釈
迦
の
故
郷
）
と
み
る
説
（
考
・
評
釈
⑸
・
新
大
系
⑹
）
と
「
学
地
」（
ま
だ
学
習
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
境
地
）
と
み
る
説
（
大
系
⑺
・
集
成
⑻
・
新
編
全
集
⑼
・
全
注
釈
⑽
）
が
あ
る
が
、
長
く
学
人
の
立
場
に
あ
り
、
釈
迦
の
滅

後
の
経
典
結
集
の
時
に
は
じ
め
て
、
修
行
者
の
最
高
位
で
あ
る
阿
羅
漢
に
な
っ
た
と
い
う
阿
難
の
捉
え
ら
れ
方
か
ら
し
て
、「
学
地
」
と

と
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
⑾
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
四
「
阿
難
入
法
集
堂
語
第
一
」
に
は
、
千
人
の
羅
漢
が
霊
鷲
山
に
至
り
、「
法
集
堂
」（
経
典
編
纂
所
）
に
入
ろ
う

と
し
た
時
に
、
迦
葉
が
次
の
よ
う
に
言
う
場
面
が
あ
る
。

「
此
ノ
千
人
ノ
羅
漢
ノ
中
ニ
、
九
百
九
十
九
人
ハ
既
ニ
無
学
ノ
聖
者
也
。
只
阿
難
一
人
、
有
学
ノ
人
也
。
亦
、
此
ノ
人
、
時
々
女
引

ク
心
有
リ
。
未
ダ
習
ヒ
薄
キ
人
也
。
速
ニ
堂
ノ
外
ニ
出
ヨ
」
ト
云
テ
、
立
テ
曳
出
テ
門
ヲ
閉
ヅ
。⑿

こ
こ
で
は
、
阿
難
は
「
有
学
ノ
人
」（
ま
だ
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
、
悟
り
を
得
て
い
な
い
人
）
で
あ
り
、
女
性
へ
の
関
心
を
抱
く
者

と
し
て
、
堂
の
外
に
追
い
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
、
阿
難
は
、
無
学
の
証
と
し
て
神
通
力
を
発
し
、
鍵
穴
か
ら
堂
の
中
に
入

っ
て
、「
法
集
ノ
長
者
」（
経
典
の
編
集
長
）
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
弱
点
を
持
つ
者
に
対
し
て
今
様
は
心
を
寄
せ
、
し
か
も
、

長
い
間
、
有
学
の
境
地
に
い
た
こ
と
を
「
大
願
深
き
に
よ
り
て
」
と
解
釈
す
る
。
こ
の
大
願
は
、
人
記
品
に
「
阿
難
。
護
持
我
法
。
亦
護

将
来
。
諸
仏
法
蔵
。
教
化
成
就
。
諸
菩
薩
衆
。
其
本
願
如
是
」（
阿
難
は
わ
が
法
を
護
持
し
、
ま
た
将
来
の
諸
仏
の
法
蔵
を
も
護
り
て
、

諸
の
菩
薩
衆
を
教
化
し
成
就
せ
し
め
ん
。
そ
の
本
願
は
、
か
く
の
如
し
）
と
あ
る
も
の
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
経
で
は
、
そ
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の
本
願
の
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
長
い
間
、
有
学
の
境
地
に
い
た
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
阿
難
の
弱
点
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
は
深

い
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
逆
転
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
、
提
婆
達
多
を
歌
う
今
様
に
も

見
ら
れ
、
今
様
が
聖
者
を
讃
嘆
す
る
方
法
の
一
つ
と
言
え
よ
う
⒀
。

九
七
番
歌
の
「
二
千
声
聞
」
の
語
は
、
人
記
品
の
偈
「
是
二
千
声
聞

今
於
我
前
住

悉
皆
与
授
記
」（
こ
の
二
千
声
聞
の

今
、
わ

が
前
に
お
い
て
住
せ
る
も
の
に
悉
く
皆
、
記
を
与
え
授
け
ん
）
に
見
え
る
。
全
体
は
声
聞
ら
が
偈
と
し
て
述
べ
た
「
世
尊
慧
灯
明

我
聞

授
記
音

心
歓
喜
充
満

如
甘
露
見
灌
」（
世
尊
は
慧
の
灯
明
な
り

わ
れ
は
記
を
授
け
ら
る
る
音
を
聞
き
た
て
ま
つ
り
て

心
、
歓
喜

に
充
満
す
る
こ
と

甘
露
を
も
っ
て
灌
が
る
る
が
如
し
）
に
見
え
る
、
灯
明
と
甘
露
の
比
喩
を
利
用
し
、
そ
れ
を
夜
と
昼
の
対
句
に
仕
立

て
て
い
る
。
今
様
に
お
け
る
「
夜
」「
昼
」
の
語
は
、「
夜
昼
」
と
続
け
て
、

普
賢
薩
埵
は
朝
日
な
り

釈
迦
は
夜
昼
身
を
照
ら
し

昔
の
契
り
し
あ
り
け
れ
ば

達
多
は
仏
に
成
り
に
け
り
（
三
五
）⒁

法
華
経
持
て
る
人
ば
か
り

う
ら
や
ま
し
き
も
の
は
あ
ら
じ

薬
王
勇
施
多
聞
持
国
十
羅
刹
に

夜
昼
護
ら
れ
奉
る
（
一
六
一
）

こ
れ
よ
り
北
に
は
越
の
国

夏
冬
と
も
な
き
雪
ぞ
降
る

駿
河
国
な
る
富
士
の
高
嶺
に
こ
そ

夜
昼
と
も
な
く
煙
立
て
（
四
一
五
）

夜
昼
あ
げ
こ
し
手
枕
は

あ
げ
で
も
久
し
く
な
り
に
け
り

何
と
て
夜
昼
睦
れ
け
ん

な
が
ら
へ
ざ
り
け
る
も
の
故
に
（
上
野
学
園

蔵
今
様
断
簡
）⒂

の
よ
う
に
、「
い
つ
も
」「
常
に
」
の
意
を
表
す
こ
と
が
多
い
が
、
次
の
一
首
は
昼
と
夜
を
対
比
的
に
捉
え
て
お
り
、
九
七
番
歌
と
似
た
構

成
に
な
っ
て
い
る
。
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稲
荷
な
る
三
つ
群
れ
烏
あ
は
れ
な
り

昼
は
睦
れ
て
夜
は
ひ
と
り
寝
（
五
一
四
）

人
記
品
は
分
量
も
少
な
く
、
阿
難
と
羅

羅
に
続
い
て
二
千
人
の
声
聞
が
成
仏
の
保
証
を
受
け
る
と
い
う
趣
旨
は
、
絵
画
的
要
素
が
少

な
い
た
め
か
、
談
山
神
社
蔵
「
法
華
曼
陀
羅
」（
文
治
三
年
〈
一
一
八
七
〉
頃
）
に
は
描
か
れ
な
い
。
立
本
寺
蔵
「
妙
法
蓮
華
経
金
字
宝

塔
曼
陀
羅
」（
十
三
世
紀
中
頃
）⒃
は
一
場
面
だ
け
取
り
上
げ
る
が
、
そ
れ
は
多
く
の
声
聞
が
授
記
を
得
た
こ
と
に
対
し
て
八
千
人
の
菩
薩

が
疑
念
を
抱
い
た
と
い
う
箇
所
で
、
仏
の
行
為
に
対
す
る
讃
嘆
で
は
な
く
疑
い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
を
描
い
て
い
る
。
仏
へ
の
讃
嘆

を
明
る
く
力
強
く
歌
う
傾
向
の
強
い
今
様
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
を
取
り
上
げ
て
は
お
ら
ず
、
対
照
的
な
素
材
の
選
び
方
と
い
っ
て
よ

い
。
経
の
見
返
し
絵
に
お
い
て
も
、
人
記
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
例
は
少
な
い
。
厳
島
神
社
蔵
「
平
家
納
経
」
の
表
紙
は
亀
甲
の
中
に
花

菱
文
、
見
返
は
蓮
の
二
群
を
描
い
た
も
の
で
⒄
、
経
の
内
容
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
。
一
幅
に
一
品
ま
た
は
二
品
を
描
く
本
法
寺
蔵
「
法

華
経
曼
荼
羅
図
」（
嘉
暦
元
年
〈
一
三
二
六
〉〜
三
年
頃
）⒅
で
は
、
第
九
幅
が
人
記
品
で
、
霊
鷲
山
会
で
の
授
記
の
場
面
の
ほ
か
、
阿
難

の
説
法
や
供
養
の
様
子
と
、
羅

羅
の
出
家
前
の
生
活
（
釈
迦
の
実
子
と
し
て
の
王
家
の
暮
ら
し
）
や
出
家
後
の
修
行
の
諸
相
を
描
い
て

い
る
。
阿
難
・
羅

羅
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
本
文
に
は
「
阿
難
常
為
侍
者
。
護
持
法
蔵
。
羅

羅
。
是
仏
之
子
」（
阿
難
は
常

に
侍
者
と
な
り
て
法
蔵
を
護
持
し
、
羅

羅
は
こ
れ
仏
の
子
な
り
）、「
羅

羅
密
行

唯
我
能
知
之
」（
羅

羅
の
密
行
は

唯
、
わ
れ

の
み
、
能
く
こ
れ
を
知
れ
り
）
と
あ
る
程
度
で
、
具
体
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
本
興
寺
蔵
「
法
華
経
曼
荼
羅
図
」（
建
武
二
年
〈
一

三
三
五
〉）⒆
で
は
、
短
冊
形
に
「
羅

火
投
」
と
書
か
れ
た
そ
ば
に
宮
殿
前
の
蓮
池
に
合
唱
す
る
童
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
童
子
の
体
の

回
り
に
は
赤
い
火
炎
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
羅

羅
が
釈
迦
の
実
子
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
羅

羅
母
子
が
火
坑
に
入
っ
た
と

こ
ろ
、
火
坑
は
た
ち
ま
ち
変
じ
て
蓮
池
と
な
っ
た
と
い
う
『
法
華
文
句
』⒇
な
ど
に
見
え
る
逸
話
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
記
品

の
今
様
は
阿
難
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
少
な
い
絵
画
の
例
で
は
む
し
ろ
羅

羅
に
興
味
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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人
記
品
を
テ
ー
マ
に
し
た
和
歌
は
、
次
に
あ
げ
る
ご
と
く
、「
も
ろ
と
も
に
」「
ふ
た
な
が
ら
」
と
い
っ
た
表
現
を
使
っ
て
、
釈
迦
と
阿

難
が
同
時
に
菩
提
心
を
発
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
両
者
の
近
し
さ
を
詠
む
も
の
が
多
い
。

も
ろ
と
も
に
さ
と
り
を
開
く
是
こ
そ
は
昔
契
り
し
し
る
し
な
り
け
れ

（『
赤
染
衛
門
集
』）21

ふ
た
な
が
ら
三
世
の
契
り
の
有
り
け
れ
ば
行
末
か
ね
て
ゆ
ふ
に
ぞ
有
り
け
る

（『
公
任
集
』）

も
ろ
と
も
に
咲
き
は
じ
め
け
る
花
な
れ
ど
い
か
な
る
木
の
実
な
り
お
く
れ
け
ん

（『
散
木
奇
歌
集
』）

も
ろ
と
も
に
思
ひ
そ
め
け
る
紫
の
ゆ
か
り
の
色
も
け
ふ
ぞ
し
ら
る
る

（『
拾
遺
愚
草
』）

次
の
源
信
詠
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

い
に
し
へ
は
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
あ
り
し
か
ど
お
な
じ
山
に
ぞ
い
ま
は
い
り
ぬ
る

（
源
信
『
続
拾
遺
集
』）

釈
迦
と
阿
難
と
が
同
時
に
菩
提
心
を
起
こ
し
た
近
し
さ
を
、
特
に
「
契
り
」
の
語
と
と
も
に
詠
む
和
歌
と
比
べ
、
今
様
は
同
じ
趣
旨
な

が
ら
、「
疎
か
ら
ず
」「
親
し
き
」
と
、
両
者
の
人
間
的
親
し
さ
を
取
り
上
げ
て
、
今
様
享
受
者
の
感
情
に
訴
え
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て

い
る
。

曼
荼
羅
図
が
取
り
上
げ
て
い
た
羅

羅
を
詠
ん
だ
和
歌
は
少
な
い
が
、
今
様
と
近
い
時
代
に
以
下
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

人
記
品
、
我
為
太
子
時
、
羅

羅
為
長
子
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羅

羅
に
も
お
と
ら
ぬ
身
と
ぞ
成
り
ぬ
べ
き
子
と
は
契
ら
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

仏
太
子
と
い
ま
せ
し
時
、
羅

羅
こ
と
し
給
ひ
て
仏
に
成
り
に
き
、
又
一
切
の
人
を
ば
子
と
た
と
へ
給
へ
れ
ば
、
な
じ
か
羅

羅

に
お
と
ら
む
と
お
も
ふ
べ
き
と
よ
め
り

（『
田
多
民
治
集
』）

人
記
品

我
為
太
子
時
、
羅
㬋
為
長
子
、
我
今
成
仏
道
、
受
法
為
法
子

子
を
お
も
ふ
む
か
し
の
や
み
は
は
れ
ぬ
れ
ど
さ
ま
か
は
り
て
や
あ
は
れ
な
る
ら
ん

（『
寂
蓮
集
』）

こ
れ
ら
は
、
曼
荼
羅
が
描
く
、
羅

羅
の
修
行
や
火
坑
が
蓮
池
に
変
じ
る
と
い
っ
た
奇
跡
で
は
な
く
、
親
子
の
情
愛
を
中
心
に
す
え
て
成

仏
へ
の
期
待
を
詠
ん
で
い
る
。
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
が
ら
、
絵
画
化
し
や
す
い
行
動
面
を
取
り
上
げ
る
曼
荼
羅
と
、
仏
世
界
の
情
の

面
を
人
間
世
界
に
引
き
つ
け
て
取
り
上
げ
る
和
歌
と
の
違
い
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。

そ
の
他
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
釈
迦
の
説
い
た
偈
の
一
節
「
寿
命
無
有
量

以
愍
衆
生
故
」（
寿
命
に
量
有
る
こ
と
無
き
は

衆
生
を

愍
む
を
も
っ
て
の
故
な
り
）
を
引
い
た
和
歌
で
、
西
行
や
俊
成
に
例
が
見
ら
れ
る
。

お
も
ひ
あ
り
て
つ
き
ぬ
い
の
ち
の
あ
は
れ
み
を
よ
そ
の
こ
と
に
て
す
ぎ
に
け
る
か
な

（『
聞
書
集
』）

か
ぎ
り
な
き
い
の
ち
と
な
る
も
な
べ
て
世
の
物
の
あ
は
れ
を
し
れ
ば
な
り
け
り

（『
長
秋
詠
藻
』）

ま
た
、
阿
難
と
羅

羅
が
述
べ
た
偈
の
一
節
「
我
願
既
満
」
を
題
に
し
た
も
の
に
、

わ
が
ね
が
ひ
み
ち
て
う
れ
し
き
ま
と
ゐ
か
な
た
れ
も
の
ぞ
み
の
か
な
ふ
む
し
ろ
に

（『
拾
玉
集
』）
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が
あ
る
。
人
記
品
を
テ
ー
マ
に
し
た
和
歌
は
阿
難
や
羅

羅
自
体
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
授
記
を
通
し
て
、
釈
迦
の
尊

さ
を
詠
ん
で
お
り
、
特
に
、
釈
迦
と
阿
難
を
「
も
ろ
と
も
に
」
と
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
今
様
は
阿
難
に
絞
っ
て
そ
の
尊
さ
を
取
り
上

げ
よ
う
と
し
て
い
る
点
、
特
徴
的
で
あ
る
。

な
お
、
九
七
番
今
様
が
用
い
て
い
た
「
世
尊
慧
灯
明

我
聞
授
記
者

心
歓
喜
充
満

如
甘
露
見
灌
」
を
題
に
し
た
も
の
に
、
選
子
内

親
王
の
詠
歌
が
あ
る
。

あ
き
ら
け
き
法
の
灯
火
な
か
り
せ
ば
こ
こ
ろ
の
や
み
の
い
か
で
は
れ
ま
し

（『
発
心
和
歌
集
』）

た
だ
し
、
当
該
和
歌
は
前
半
の
灯
明
の
比
喩
の
み
用
い
て
お
り
、
今
様
が
灯
明
と
甘
露
を
対
に
し
て
一
首
を
構
成
し
て
い
る
の
と
は
異
な

る
。
宇
津
木
注
釈
は
、『
能
宣
集
』
の
例
、

粟
田
の
み
ぎ
お
と
ど
の
弁
に
侍
り
し
と
き
、
念
仏
し
侍
り
し
、
世
尊
慧
灯
明
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
と
は
べ
り
し
か
ば
、
な
つ

の
こ
と
に
は
べ
り

な
な
へ
な
る
う
づ
き
の
か
げ
も
く
ら
か
ら
ず
な
つ
の
よ
ふ
か
き
の
り
の
ひ
か
り
に

を
併
せ
て
挙
げ
、
九
七
番
歌
に
つ
い
て
、

和
歌
に
詠
ま
れ
た
「
慧
燈
明
」
と
、
詠
ま
れ
な
か
っ
た
「
甘
露
」
と
を
同
等
に
対
句
と
し
て
用
い
た
と
こ
ろ
に
今
様
形
式
を
生
か
し

『梁塵秘抄』法華経二十八品歌と釈教歌、経旨絵（その三） ― １９６ ―



た
独
自
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。22

と
指
摘
す
る
。
時
代
が
下
っ
て
も
、

人
記
品

世
尊
恵
灯
明
、
我
聞
授
記
音

う
れ
し
さ
よ
ふ
み
も
さ
だ
め
ぬ
わ
が
み
ち
の
ゆ
く
す
ゑ
て
ら
す
と
も
し
び
の
か
げ

（『
尊
円
親
王
五
十
首
』）

の
よ
う
な
例
は
見
ら
れ
る
が
、「
甘
露
」
は
人
記
品
の
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
先
の
指
摘
を
積
極
的
に
支
持
し
た
い
。

二
、
法

師

品

人
記
品
で
、
二
千
人
の
声
聞
に
授
記
が
な
さ
れ
た
の
を
受
け
、
法
師
品
で
は
、
釈
迦
は
さ
ら
に
、「
現
在
ま
た
は
仏
滅
後
に
法
華
経
の

一
偈
一
句
を
聞
い
て
随
喜
す
る
者
に
は
、
み
な
授
記
を
与
え
よ
う
。
法
華
経
を
受
持
す
る
者
は
諸
仏
に
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

る
。法

師
品
を
歌
う
今
様
は
次
の
七
首
で
あ
る
。

寂
莫
音
せ
ぬ
山
寺
に

法
華
経
誦
し
て
僧
居
た
り

普
賢
頭
を
摩
で
給
ひ

釈
迦
は
常
に
身
を
守
る

（
九
八
）

忍
辱
衣
を
身
に
着
れ
ば

戒
香
涼
し
く
身
に
匂
ひ

弘
誓
瓔
珞
懸
け
つ
れ
ば

五
智
の
光
ぞ
輝
け
る

（
九
九
）
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慈
悲
の
御
室
に
住
み
な
が
ら

忍
辱
衣
を
身
に
懸
け
て

忍
辱
衣
は
色
深
く

慈
悲
の
室
に
は
風
吹
か
ず

諸
法
空
を
御
座
と
し
て

人
に
は
教
へ
持
た
し
む

（
一
〇
〇
）

二
乗
高
原
陸
地
に
は

仏
性
蓮
花
も
咲
か
ざ
り
き

泥
水
掘
り
得
て
後
よ
り
ぞ

妙
法
蓮
華
は
開
け
た
る

（
一
〇
一
）

静
か
に
音
せ
ぬ
道
場
に

仏
に
花
香
奉
り

心
を
鎮
め
て
し
ば
ら
く
も

読
め
ば
ぞ
仏
は
見
え
た
ま
ふ

（
一
〇
二
）

法
華
経
八
巻
は
一
部
な
り

二
十
八
品
い
づ
れ
を
も

須
臾
の
間
も
聞
く
人
の

仏
に
成
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り

（
一
〇
三
）

法
華
は
諸
法
に
す
ぐ
れ
た
り

人
の
音
せ
ぬ
所
に
て

読
誦
積
も
れ
ば
お
の
づ
か
ら

普
賢
薩
埵
は
見
え
た
ま
ふ

（
一
〇
四
）

こ
れ
ら
は
、
Ａ
法
華
経
受
持
者
が
諸
仏
に
守
ら
れ
る
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
（
九
八
番
歌
・
一
〇
二
番
歌
・
一
〇
四
番
歌
）、
Ｂ
弘
経
三

軌
（
経
法
を
ひ
ろ
め
る
た
め
必
要
な
三
種
の
規
範
）
を
室
・
衣
・
座
に
譬
え
て
歌
っ
た
も
の
（
九
九
番
歌
・
一
〇
〇
番
歌
）、
Ｃ
法
華
経

全
体
を
ほ
め
た
た
え
た
も
の
（
一
〇
三
番
歌
）、
Ｄ
高
原
穿
鑿
の
比
喩
を
歌
っ
た
も
の
（
一
〇
一
番
歌
）
に
大
別
で
き
る
。

Ａ
の
三
首
は
「
寂
莫
音
せ
ぬ
」「
静
か
に
音
せ
ぬ
」「
人
の
音
せ
ぬ
」
と
静
け
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
共
通
す
る
が
、
こ
れ
は
、
法

師
品
最
終
部
の
偈
の
一
節
「
若
説
法
之
人

独
在
空
閑
処

寂
莫
無
人
声
読
誦
此
経
典

我
爾
時
為
現

清
浄
光
明
身
」（
若
し
説
法
の

人
に
し
て

独
り
空
閑
な
る
処
に
在
り
て

寂
莫
と
し
て
人
の
声
な
き
と
き

こ
の
経
典
を
読
誦
せ
ば

わ
れ
は
そ
の
時
た
め
に

清
浄

な
る
光
明
の
身
を
現
わ
さ
ん
）、「
空
処
読
誦
経

皆
得
見
我
身
」（
空
処
に
て
経
を
読
誦
せ
ば

皆
、
我
が
身
を
見
る
こ
と
を
得
ん
）
に

よ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
師
品
本
文
に
は
見
え
な
い
普
賢
菩
薩
を
出
す
点
（
九
八
番
歌
・
一
〇
四
番
歌
）
は
今
様
に
特
徴
的
で
、
九
八

番
歌
の
頭
を
摩
で
る
主
体
も
、
経
本
文
に
よ
れ
ば
釈
迦
で
あ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
諸
注
で
は
、
九
八
番
歌
の
普
賢
と
釈
迦
は
逆
で
あ
る
の

が
本
来
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
菅
野
扶
美
は
、
十
世
紀
末
以
降
の
普
賢
信
仰
の
広
が
り
の
中
で
、
普
賢
摩
頂
も
一
般
化
し
て
い
く

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
九
八
番
歌
は
当
時
の
法
華
信
仰
の
現
実
に
基
づ
い
て
普
賢
摩
頂
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
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る
23
。Ｂ

の
二
首
は
、
第
一
節
に
お
い
て
九
五
番
歌
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
た
偈
の
部
分
を
利
用
し
て
い
る
が
、
九
九
番
歌
で
は
、
経
本
文
に
は

な
い
、
戒
香
（
戒
律
を
守
る
と
そ
の
功
徳
が
薫
る
の
を
香
に
譬
え
た
）
や
五
智
（
仏
の
備
え
る
五
種
の
智
慧
）
の
輝
き
を
放
つ
瓔
珞
を
取

り
合
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
一
〇
〇
番
歌
で
は
忍
辱
の
心
が
深
く
強
い
こ
と
を
忍
辱
衣
の
色
が
深
い
こ
と
に
譬
え
、
慈
悲
の
心
が
穏
や
か

で
あ
る
こ
と
を
、
室
に
風
が
吹
か
な
い
こ
と
に
譬
え
て
い
て
、
経
本
文
に
な
い
「
忍
辱
衣
は
色
深
く

慈
悲
の
室
に
は
風
吹
か
ず
」
の
表

現
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
永
井
注
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
嗅
覚
・
視
覚
・
触
覚
と
い
っ
た
五
感
に
訴
え
る
表
現
で
あ
り
24
、
経

に
説
か
れ
る
世
界
を
よ
り
一
層
感
覚
的
に
把
握
し
て
い
こ
う
と
す
る
今
様
の
性
格
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

Ｃ
の
一
〇
三
番
歌
は
二
十
八
品
の
ど
の
章
で
も
、
わ
ず
か
の
時
間
で
も
聴
聞
す
る
人
で
仏
に
成
ら
な
い
こ
と
は
な
い
、
と
法
華
経
全
体

を
讃
嘆
し
た
も
の
で
、
法
師
品
に
限
定
さ
れ
る
内
容
で
は
な
い
が
、
偈
に
「
我
所
説
諸
経

而
於
此
経
中

法
華
最
第
一
」（
わ
が
説
け

る
所
の
諸
の
経
あ
り

し
か
も
、
こ
の
経
の
中
に
お
い
て

法
華
は
最
も
第
一
な
り
）、「
是
諸
経
之
王
」（
こ
れ
諸
経
の
王
な
り
）
と
あ

る
の
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
〇
四
番
歌
の
冒
頭
に
も
「
法
華
は
諸
法
に
す
ぐ
れ
た
り
」
と
あ
る
。

Ｄ
の
一
〇
一
番
歌
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
諸
注
、
前
半
が
『
維
摩
経
』
仏
道
品
に
拠
り
、
後
半
が
『
法
華
経
』
法
師
品
に
拠
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
維
摩
経
』
に
は
、「
譬
如
高
原
陸
地
不
生
蓮
華
卑
湿
淤
泥
乃
生
此
華
。
如
是
見
無
為
法
入
正
位
者
。
終
不
復
能

生
於
仏
法
。
煩
悩
泥
中
乃
有
衆
生
起
仏
法
耳
」25
（
譬
へ
ば
高
原
陸
地
に
蓮
華
を
生
ぜ
ず
、
卑
湿
淤
泥
に
乃
ち
此
の
華
を
生
ず
る
が
如
し
。

是
の
如
く
無
為
の
法
を
見
て
正
位
に
入
る
者
は
、
終
に
復
た
能
く
仏
法
を
生
ぜ
ず
。
煩
悩
の
泥
中
に
乃
ち
衆
生
有
り
て
仏
法
を
起
こ
す
の

み
）
と
あ
る
。「
高
原
陸
地
」
は
、
声
聞
や
縁
覚
の
小
乗
の
悟
り
（
大
乗
に
比
べ
て
低
次
の
段
階
）
を
乾
い
た
高
原
の
地
に
譬
え
た
言
葉

で
あ
り
、
泥
は
煩
悩
の
譬
え
で
あ
る
。
一
方
、『
法
華
経
』
法
師
品
に
見
え
る
高
原
穿
鑿
の
譬
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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譬
如
有
人
。
乾
乏
須
水
。
於
彼
高
原
。
穿
鑿
求
之
。
猶
見
乾
土
。
知
水
尚
遠
。
施
功
不
已
。
転
見
湿
土
。
遂
漸
至
泥
。
其
心
決
定
。

知
水
必
近
。
菩
薩
亦
復
如
是
。
若
未
聞
未
解
。
未
能
修
習
。
是
法
華
経
。
当
知
是
人
。
去
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
尚
遠
。
若
得
聞

解
。
思
惟
。
修
習
。
必
知
得
近
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。

（
譬
え
ば
、
人
あ
り
、
乾
乏
し
て
水
を
須
め
ん
と
し
て
、
彼
の
高
原
を
穿
鑿
り
て
、
こ
れ
を
求
む
る
に
、
猶
、
乾
け
る
土
を
見

れ
ば
、
水
、
な
お
遠
し
と
知
る
も
、
功
を
施
す
こ
と
已
ず
し
て
転
た
、
湿
え
る
土
を
見
、
遂
に
漸
く
泥
に
至
れ
ば
、
そ
の
心
は

決
定
し
て
水
、
必
ず
近
し
と
知
る
が
如
く
、
菩
薩
も
亦
、
ま
た
か
く
の
如
し
。
若
し
こ
の
法
華
経
を
未
だ
聞
か
ず
、
未
だ
解
ら

ず
、
未
だ
修
習
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
当
に
こ
の
人
は
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
去
る
こ
と
、
尚
、
遠
し
と
知
る
べ
く
、
若

し
聞
き
、
解
り
、
思
惟
し
、
修
習
す
る
こ
と
を
得
ば
、
必
ず
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
近
づ
く
こ
と
を
得
た
り
、
と
知
れ
。）

水
を
求
め
て
高
原
の
土
を
掘
る
人
が
、
乾
い
た
水
を
見
て
、
地
下
水
に
至
る
ま
で
に
は
ま
だ
ま
だ
だ
と
思
っ
て
も
、
掘
り
続
け
る
こ
と
を

止
め
ず
、
湿
っ
た
土
に
ぶ
つ
か
り
、
さ
ら
に
泥
に
至
っ
て
地
下
水
の
近
い
の
を
知
る
よ
う
に
、
菩
薩
も
行
に
努
め
続
け
て
よ
う
や
く
悟
り

を
開
き
得
る
と
い
う
譬
え
話
で
、
菩
薩
で
あ
っ
て
も
、
法
華
経
を
聞
き
、
修
習
し
な
け
れ
ば
完
全
な
悟
り
に
は
近
づ
け
な
い
と
い
う
趣
旨

で
あ
る
。
長
く
修
行
し
て
や
っ
と
悟
り
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
今
様
は
「
泥
水
掘
り
得
て
後
よ
り
ぞ

妙
法
蓮
華
は
開
け
た

る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
譬
え
に
お
け
る
「
泥
」
は
悟
り
（
水
）
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
、『
維
摩
経
』
が
「
泥
」
を
衆
生
の
煩
悩

に
譬
え
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
意
味
の
一
貫
性
に
欠
け
る
」（
集
成
）
と
の
評
価
も
あ
る
が
、
前
半
と
後
半
は
「
高

原
」「
泥
」
の
語
か
ら
連
想
さ
れ
る
二
つ
の
比
喩
を
並
べ
た
も
の
で
あ
り
、「
泥
」
の
指
し
示
す
内
容
に
は
踏
み
込
ま
な
い
形
で
、
逆
説
的

に
つ
な
が
っ
て
、「
二
乗
（
声
聞
・
縁
覚
）
の
境
地
に
譬
え
ら
れ
る
高
原
の
陸
地
の
乾
い
た
土
に
は
、
仏
性
の
表
れ
で
あ
る
蓮
華
の
花
も

咲
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
原
の
土
を
長
く
掘
り
続
け
、
泥
水
を
掘
り
得
た
後
に
は
、
悟
り
の
蓮
華
の
花
が
咲
く
の
で
あ
る
」
と
解
す
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る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
宇
津
木
注
釈
は
、「
法
華
経
の
講
経
・
注
釈
の
中
で
法
師
品
の
高
原
穿
鑿
の
喩
を
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、

維
摩
経
の
著
名
な
文
が
引
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
に
直
接
の
典
拠
が
あ
っ
た
」26
と
推
測
し
て
い
る
。

以
上
、
法
師
品
七
首
の
今
様
は
、
弘
経
三
軌
の
比
喩
（
九
九
番
歌
・
一
〇
〇
番
歌
）・
高
原
穿
鑿
の
比
喩
（
一
〇
一
番
歌
）
と
部
分
的

な
比
喩
の
箇
所
を
歌
う
今
様
を
先
に
置
き
、
そ
の
後
、
法
師
品
の
趣
旨
で
あ
る
法
華
経
受
持
者
が
諸
仏
に
守
ら
れ
る
こ
と
を
歌
っ
た
一
〇

二
番
歌
、
法
華
経
全
体
を
ほ
め
た
た
え
た
一
〇
三
番
歌
を
置
く
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
五
首
を
挟
む
よ
う
に
、
最
初
（
九
八
番
歌
）

と
最
後
（
一
〇
四
番
歌
）
に
普
賢
の
守
護
を
歌
う
歌
が
置
か
れ
て
お
り
、
緩
や
か
な
配
列
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

法
師
品
の
経
旨
絵
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
図
相
は
、
法
華
経
受
持
者
の
供
養
の
様
子
、
如
来
の
庇
護
、
高
原
穿
鑿
と
い
っ
た
も

の
で
、
今
様
に
歌
わ
れ
る
素
材
と
重
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
様
が
「
花
香
奉
り
」（
一
〇
二
番
歌
）
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
を
、
談
山

神
社
蔵
「
法
華
曼
陀
羅
」
は
十
種
供
養
の
図
と
し
て
経
文
に
沿
っ
て
、
蓋
、
幡
、
伎
楽
な
ど
ま
で
細
か
く
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
法
華
経

を
受
持
・
読
・
誦
・
解
説
・
書
写
す
る
者
（
五
種
法
師
）
の
様
子
も
描
か
れ
る
。

九
八
番
今
様
に
歌
わ
れ
た
、
頭
を
摩
で
る
如
来
の
様
子
は
、
談
山
神
社
蔵
「
法
華
曼
陀
羅
」、
立
本
寺
蔵
「
妙
法
蓮
華
経
金
字
宝
塔
曼

陀
羅
」
と
も
に
描
い
て
い
る
が
、
さ
ら
に
今
様
に
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
、
僧
に
衣
を
与
え
る
如
来
の
姿
も
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
経
本
文

に
「
如
来
滅
後
。
其
能
書
持
。
読
誦
供
養
。
為
他
人
説
者
。
如
来
則
為
。
以
衣
覆
之
」（
如
来
の
滅
後
に
、
そ
れ
能
く
書
持
し
、
読
誦
し
、

供
養
し
、
他
人
の
た
め
に
説
く
者
は
、
如
来
は
則
ち
、
た
め
に
衣
を
も
っ
て
こ
れ
を
覆
い
た
ま
い
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
一
〇
一
番
今

様
に
歌
わ
れ
た
高
原
穿
鑿
の
譬
え
は
、
談
山
神
社
本
、
立
本
寺
本
と
も
に
描
く
。
な
お
、
立
本
寺
本
は
高
原
穿
鑿
の
図
の
下
に
象
に
乗
っ

た
普
賢
菩
薩
を
描
く
。
宮
次
男
氏
は
、
こ
の
図
を
普
賢
品
の
図
相
と
指
摘
す
る
が
27
、
菅
野
扶
美
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
28
、
法
師
品
に

普
賢
菩
薩
が
登
場
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

本
法
寺
蔵
「
法
華
経
曼
荼
羅
図
」
で
は
、
霊
鷲
山
会
の
様
子
、
悟
り
を
得
た
者
が
仏
殿
に
昇
る
様
子
、
法
華
経
を
受
持
・
読
・
誦
・
解
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説
・
書
写
す
る
者
（
五
種
法
師
）
の
様
子
、
迫
害
に
耐
え
る
僧
の
姿
、
五
種
法
師
の
伎
楽
供
養
、
高
原
穿
鑿
な
ど
の
場
面
が
描
か
れ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
僧
が
女
人
を
摩
頂
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
如
来
が
弟
子
た
ち
を
摩
で
る
と
い
う
経
文
の
摩
頂
が
、
人
間
同
士

の
間
の
こ
と
に
変
化
し
て
い
る
。
本
興
寺
蔵
「
法
華
経
曼
荼
羅
図
」
は
、
法
師
品
か
ら
は
高
原
穿
鑿
の
場
面
だ
け
を
抜
き
出
し
て
い
る
。

談
山
神
社
蔵
「
法
華
曼
陀
羅
」、
立
本
寺
蔵
「
妙
法
蓮
華
経
金
字
宝
塔
曼
陀
羅
」
も
ふ
く
め
、
高
原
穿
鑿
の
場
面
は
、
切
り
立
っ
た
崖
の

上
で
、
二
人
の
男
が
向
い
合
わ
せ
に
な
っ
て
地
面
を
掘
る
と
い
う
よ
く
似
た
図
柄
で
描
か
れ
て
い
る
。
高
原
穿
鑿
は
経
見
返
絵
に
も
た
び

た
び
描
か
れ
、
個
人
蔵
「
紙
本
墨
書
法
華
経
」（
平
安
時
代
）
巻
四
見
返
29
、
中
尊
寺
伝
来
個
人
蔵
「
紺
紙
金
字
法
華
経
」（
基
衡
経
）
巻

四
見
返
30
、
延
暦
寺
蔵
「
紺
紙
金
銀
交
書
法
華
経
」（
平
安
時
代
）
巻
四
見
返
31
、
本
興
寺
蔵
「
紺
紙
金
字
法
華
経
」（
平
安
時
代
）
十
巻

本
32
・
八
巻
本
33
の
巻
四
見
返
な
ど
に
表
さ
れ
て
い
る
。

厳
島
神
社
蔵
「
平
家
納
経
」
の
見
返
絵
は
、
幡
、
天
蓋
、
鞨
鼓
、
笛
な
ど
を
描
い
て
お
り
、
中
島
博
は
、「
細
部
ま
で
現
実
的
に
描
写

さ
れ
た
、
華
麗
な
法
会
を
彷
彿
さ
せ
る
諸
道
具
を
、
荘
厳
な
空
気
の
中
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
的
行
為
か
ら
得
ら
れ
る
法
悦
の
境
地

を
表
す
も
の
と
思
わ
れ
る
」34
と
す
る
が
、
こ
れ
は
法
師
品
に
説
か
れ
る
十
種
供
養
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

法
師
品
を
テ
ー
マ
に
し
た
和
歌
に
は
、
法
華
経
を
聞
く
者
の
心
得
と
し
て
心
を
澄
ま
す
べ
き
こ
と
を
詠
ん
だ
り
、
法
華
経
の
す
ば
ら
し

さ
を
蓮
の
花
を
引
き
合
い
に
出
し
て
詠
む
も
の
が
散
見
す
る
。

す
み
が
た
き
心
し
む
ろ
に
と
ま
ら
ね
ば
法
と
く
こ
と
ぞ
ま
れ
ら
な
る
べ
き

（『
赤
染
衛
門
集
』）

法
と
か
む
み
む
ろ
も
外
に
な
か
り
け
り
誰
が
心
を
ぞ
す
ま
す
べ
ら
な
る

（『
公
任
集
』）

法
の
雨
に
み
な
が
ら
き
よ
め
つ
く
し
て
は
さ
は
り
の
外
を
何
か
尋
ね
ん

（『
公
任
集
』）

君
が
た
め
か
け
る
み
の
り
の
水
茎
に
わ
が
身
を
さ
へ
も
す
す
ぎ
つ
る
か
な

（『
散
木
奇
歌
集
』）
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む
す
び
お
き
し
花
の
み
の
り
を
と
く
聞
け
ば
や
が
て
仏
の
身
と
ぞ
な
り
ぬ
る

（『
教
長
集
』）

つ
ゆ
ば
か
り
法
の
蓮
を
聞
き
初
め
て
や
が
て
お
き
ゐ
ん
身
と
ぞ
な
る
べ
き

（『
教
長
集
』）

思
ひ
き
や
八
百
万
代
の
法
の
内
に
す
ぐ
れ
て
に
ほ
ふ
花
を
見
ん
と
は

（『
拾
玉
集
』）

春
の
山
秋
の
野
原
を
な
が
め
す
て
て
庭
に
蓮
の
花
を
見
る
か
な

（『
拾
玉
集
』）

赤
染
衛
門
詠
、
公
任
詠
に
は
「
慈
悲
の
室
」
を
意
識
し
た
「
む
ろ
」
の
語
が
見
え
る
が
、
弘
経
三
軌
の
う
ち
の
一
つ
と
い
う
具
体
性
は
弱

く
、
澄
ん
だ
心
が
在
る
べ
き
場
所
と
い
っ
た
や
や
抽
象
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。『
拾
玉
集
』
の
二
首
は
、「
法
華
最
第
一
」
を
題
と
し

た
も
の
で
、
一
〇
四
番
歌
初
句
が
よ
っ
た
偈
に
基
づ
い
て
い
る
が
、「
八
百
万
代
の
法
」「
春
の
山
秋
の
野
原
」
と
、
比
較
の
対
象
を
具
体

的
に
挙
げ
た
の
は
、
今
様
に
な
い
点
で
あ
る
。

慈
円
に
は
、
九
九
番
歌
・
一
〇
〇
番
歌
に
歌
わ
れ
た
忍
辱
の
衣
を
詠
ん
だ
も
の
も
見
ら
れ
る
。

墨
染
の
袖
を
と
は
ば
や
法
の
師
に
そ
れ
ぞ
ま
こ
と
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り

（『
拾
玉
集
』）

こ
こ
で
は
忍
辱
の
衣
を
歌
語
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
と
か
け
て
詠
ん
で
い
る
が
、
蓮
に
夏
の
季
節
感
を
与
え
、「
春
の
山
秋
の
野
原
」
と

対
照
さ
せ
る
例
と
同
様
に
、
四
季
、
恋
と
い
っ
た
和
歌
の
伝
統
的
な
表
現
の
枠
組
み
を
利
用
す
る
釈
教
歌
の
方
法
が
見
て
取
れ
る
。
忍
辱

の
衣
と
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
を
関
連
さ
せ
て
詠
む
例
は
後
の
時
代
に
も
散
見
す
る
。

わ
が
た
め
に
憂
き
を
忍
ぶ
の
す
り
衣
み
だ
れ
ぬ
色
や
心
な
る
ら
ん

（
藤
原
伊
信
『
続
拾
遺
集
』）
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乱
れ
じ
な
た
も
て
る
法
の
衣
手
に
う
き
も
つ
ら
き
も
忍
ぶ
も
ぢ
ず
り

（『
芳
雲
集
』）

九
八
番
歌
・
一
〇
二
番
歌
・
一
〇
四
番
歌
に
見
ら
れ
た
「
音
せ
ぬ
」「
寂
莫
」
な
ど
と
通
う
静
け
さ
を
詠
ん
だ
も
の
に
は
、
次
の
よ
う

な
例
が
あ
る
。

し
づ
か
に
て
法
と
く
人
ぞ
頼
も
し
き
わ
れ
ら
み
ち
び
く
つ
か
ひ
と
思
へ
ば

（
源
信
『
玉
葉
集
』）

し
づ
か
な
る
と
こ
ろ
は
や
す
く
あ
り
ぬ
べ
し
こ
こ
ろ
す
ま
さ
ん
方
の
な
き
か
な

（
源
信
『
新
千
載
集
』）

草
の
庵
に
こ
ゑ
も
こ
こ
ろ
も
す
み
ぬ
ら
し
人
は
か
げ
せ
ぬ
光
を
ぞ
見
る

（『
拾
玉
集
』
寂
莫
無
人
声
）

今
様
が
そ
の
静
け
さ
の
中
で
仏
の
姿
を
見
る
こ
と
を
直
接
的
に
歌
う
の
に
対
し
、
和
歌
で
は
右
の
慈
円
詠
の
よ
う
に
経
の
「
光
明
身
」
と

い
っ
た
言
葉
か
ら
、
光
を
見
る
と
い
う
間
接
的
表
現
を
と
っ
て
い
た
り
、
次
に
あ
げ
る
如
く
、
待
つ
姿
勢
に
焦
点
を
当
て
て
詠
ん
で
い
る

も
の
が
多
い
。法

師
品
、
寂
漠
無
人
声
、
読
誦
此
経
典

い
さ
ぎ
よ
き
光
も
身
に
や
さ
し
く
る
と
し
づ
か
に
法
を
と
な
へ
て
ぞ
待
つ

し
づ
か
に
の
り
を
と
な
へ
、
き
よ
く
光
の
さ
さ
む
を
ま
つ
べ
し
と
よ
め
る
な
り

（『
田
多
民
治
集
』）

空
す
み
て
心
の
ど
け
き
さ
夜
中
に
有
明
の
月
の
光
を
ぞ
さ
す

（
選
子
内
親
王
『
続
後
拾
遺
集
』）

と
ふ
人
の
跡
な
き
柴
の
庵
に
も
さ
し
く
る
月
の
光
を
ぞ
待
つ

（『
長
秋
詠
草
』）
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静
か
な
道
場
に
い
る
僧
を
歌
う
今
様
（
九
八
番
歌
・
一
〇
二
番
歌
・
一
〇
四
番
歌
）
か
ら
は
、
当
然
な
が
ら
清
澄
な
雰
囲
気
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
僧
の
心
の
状
態
は
直
接
的
に
は
表
現
さ
れ
ず
、
出
現
す
る
仏
（
普
賢
菩
薩
）
の
姿
を
劇
的
に
描
く
の
に

対
し
、
和
歌
で
は
、
仏
の
姿
は
多
く
月
に
譬
え
ら
れ
て
朧
で
あ
り
、「
澄
む
」「
の
ど
け
し
」
な
ど
の
語
に
よ
り
、
人
間
の
心
の
状
態
の
方

に
焦
点
を
当
て
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。

高
原
穿
鑿
の
譬
え
を
詠
む
和
歌
も
多
く
、
今
様
前
後
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

法
師
品
、
漸
見
湿
土
泥
、
決
定
知
近
水
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る

武
蔵
野
の
ほ
り
か
ね
の
井
も
あ
る
も
の
を
う
れ
し
く
水
の
近
づ
き
に
け
る

（
藤
原
俊
成
『
千
載
集
』）

尋
ね
行
く
清
水
に
ち
か
き
道
ぞ
こ
れ
御
法
の
花
の
露
の
下
か
げ

（『
拾
遺
愚
草
』）

な
が
れ
き
て
近
づ
く
水
に
し
る
き
か
な
ま
づ
ひ
ら
く
べ
き
む
ね
の
は
ち
す
ば

（『
拾
遺
愚
草
』）

心
す
む
草
の
い
ほ
り
の
法
の
水
に
う
れ
し
く
月
の
影
や
ど
す
ら
ん

（『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』）

当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
が
ら
、
経
の
漢
語
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
今
様
と
は
異
な
り
、
和
歌
は
和
語
と
し
て
や
わ
ら
げ
た
表
現
を
と

っ
て
い
る
。
特
に
俊
成
詠
は
、
恋
歌
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
ほ
り
か
ね
の
井
」
と
い
う
歌
枕
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
名
と
は
裏
腹
に
水
に

近
づ
い
て
い
る
（
悟
り
に
近
づ
い
て
い
る
）
と
い
う
経
の
内
容
を
詠
み
込
む
と
い
っ
た
や
や
複
雑
な
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
俊
成
詠

で
は
、
地
名
と
の
掛
詞
で
「
掘
り
」
が
意
識
さ
れ
て
は
い
る
が
、
概
し
て
、
和
歌
に
お
い
て
は
、
乾
い
た
土
を
掘
り
進
む
と
い
う
行
動
を

直
接
に
は
詠
ま
ず
、
す
で
に
清
ら
か
な
水
が
あ
ふ
れ
、
蓮
の
花
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
美
し
い
情
景
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
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三
、
宝

塔

品

宝
塔
品
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
時
、
巨
大
な
七
宝
の
塔
が
地
か
ら
湧
き
出
て
空
中
に
静
止
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
塔
の
中
か
ら
、「
よ
く
ぞ
こ
の
す
ば
ら
し
い
法

華
経
を
お
説
き
に
な
っ
た
。
こ
の
内
容
は
す
べ
て
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
。
一
同
は
怪
し
み
、
そ
の
わ
け
を
問
う
た
。
釈

迦
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
。
│
過
去
に
多
宝
と
い
う
名
の
仏
が
い
た
が
、
そ
の
仏
は
「
自
分
の
滅
後
、
法
華
経
の
説
か
れ
る
場
所

に
は
、
自
分
の
遺
体
を
収
め
た
宝
塔
が
出
現
し
、
法
華
経
の
真
実
性
を
証
明
し
よ
う
」
と
の
誓
願
を
起
こ
し
た
。
今
、
こ
こ
に
現
れ
た
塔

は
そ
れ
で
あ
り
、
今
聞
こ
え
た
の
は
そ
の
多
宝
仏
の
声
で
あ
る
、
と
。
│
一
同
は
、
多
宝
仏
の
姿
を
見
た
い
と
思
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に

は
十
方
世
界
に
散
在
し
て
い
る
釈
迦
の
分
身
を
こ
の
場
に
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
釈
迦
が
白
毫
の
光
を
放
つ
と
、
諸
仏
の
国
土
が
見

え
、
娑
婆
も
清
浄
に
な
り
、
数
々
の
宝
玉
で
荘
厳
さ
れ
た
美
し
い
世
界
と
な
っ
た
。
分
身
の
諸
仏
が
集
ま
っ
た
時
、
釈
迦
が
右
の
指
で
宝

塔
の
戸
を
開
く
と
、
多
宝
仏
の
全
身
が
見
え
た
。
釈
迦
は
塔
の
中
に
入
り
、
多
宝
仏
と
並
ん
で
座
し
た
。
そ
し
て
釈
迦
は
一
同
に
「
自
分

は
間
も
な
く
涅
槃
に
入
る
で
あ
ろ
う
」
と
告
げ
た
。

宝
塔
品
を
歌
う
今
様
は
次
の
五
首
で
あ
る
。

霊
山
界
会
の
大
空
に

宝
塔
扉
を
押
し
開
き

二
人
の
仏
を
一
度
に

喜
び
拝
み
奉
る

（
一
〇
五
）

宝
塔
出
で
し
時

遥
か
に
瑠
璃
の
地
と
な
し
て

瑪
瑙
の
扉
を
押
し
開
き

分
身
仏
ぞ
集
ま
り
し

（
一
〇
六
）

宝
塔
出
で
し
時

須
弥
も
鉄
囲
も
投
げ
捨
て
て

遥
か
に
瑠
璃
の
地
と
な
し
て

分
身
仏
ぞ
集
ま
れ
る

（
一
〇
七
）
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十
方
仏
神
集
ま
り
て

宝
塔
扉
を
押
し
開
き

如
来
滅
後
の
末
の
世
に

法
華
を
説
き
置
き
た
ま
ひ
し
ぞ

（
一
〇
八
）

法
華
経
し
ば
し
も
持
つ
人

十
方
諸
仏
喜
び
て

持
戒
頭
陀
に
異
な
ら
ず

仏
に
な
る
こ
と
疾
し
と
か
や

（
一
〇
九
）

こ
れ
ら
の
今
様
は
、
当
然
な
が
ら
宝
塔
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
が
多
く
、
一
〇
九
番
歌
以
外
に
は
す
べ
て
「
宝
塔
」
の
語
が
見
え
る
。
宝

塔
品
で
起
こ
っ
た
事
柄
は
、
①
宝
塔
湧
出
、
②
娑
婆
世
界
の
清
浄
化
、
③
分
身
仏
集
結
、
④
宝
塔
開
戸
、
⑤
二
仏
並
座
で
あ
り
、
一
〇
五

番
歌
に
は
①
④
⑤
、
一
〇
六
番
歌
に
は
①
②
④
③
、
一
〇
七
番
歌
に
は
①
②
③
、
一
〇
八
番
歌
に
は
③
④
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。
経
の
要

点
を
追
っ
て
い
く
歌
が
多
い
が
、
細
か
い
点
で
は
諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
、
経
本
文
と
差
異
が
あ
る
。
一
〇
六
番
歌
の
「
瑠
璃
の
地
」
は

経
本
文
に
あ
る
こ
と
ば
だ
が
、「
瑪
瑙
の
扉
」
は
な
い
（
経
で
は
「
七
宝
塔
戸
」）。
今
様
に
お
い
て
は
、

極
楽
浄
土
の
宮
殿
は

瑠
璃
の
瓦
を
青
く
葺
き

真
珠
の
垂
木
を
造
り
並
め

瑪
瑙
の
扉
を
押
し
開
き

（
一
七
八
）

の
よ
う
に
、
瑠
璃
と
瑪
瑙
を
対
比
的
に
取
り
上
げ
る
例
が
見
ら
れ
、
類
型
的
表
現
と
言
え
よ
う
35
。
な
お
、
一
〇
六
番
歌
の
宝
塔
開
戸
↓

分
身
仏
集
結
の
順
番
は
経
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
一
〇
七
番
歌
の
末
句
も
「
分
身
仏
ぞ
集
ま
れ
る
」
で
結
ば
れ
て
お
り
、
分
身
仏
集
結

を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
一
首
を
閉
じ
る
形
は
一
つ
の
型
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
一
〇
八
番
歌
の
冒
頭
は
分
身
仏
集

結
↓
宝
塔
開
戸
の
順
で
歌
い
出
さ
れ
、
宝
塔
品
最
後
に
述
べ
ら
れ
る
釈
迦
が
末
世
に
法
華
経
を
説
き
置
い
た
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い

る
。一

〇
七
番
歌
の
「
須
弥
も
鉄
囲
も
投
げ
捨
て
て
」
は
、「
無
大
海
江
河
。
…
…
鉄
囲
山
。
大
鉄
囲
山
。
須
弥
山
等
諸
山
王
。
通
為
一
仏

国
土
。」（
大
海
江
河
、
…
…
鉄
囲
山
・
大
鉄
囲
山
・
須
弥
山
等
の
諸
の
山
王
な
く
、
通
じ
て
一
仏
国
土
と
な
り
）
の
経
意
に
よ
る
が
、
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「
投
げ
捨
つ
」
と
い
う
動
詞
に
よ
っ
て
釈
迦
の
行
動
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
歌
う
の
は
、
今
様
の
特
徴
と
言
え
る
。
釈
迦
の
行
為
を
表
す
語

と
し
て
は
、
一
〇
五
番
歌
・
一
〇
六
番
歌
・
一
〇
八
番
歌
に
「（
扉
を
）
押
し
開
き
」
と
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
経
に
は
「
以
右
指

開
。
七
宝
塔
戸
」（
右
の
指
を
も
っ
て
、
七
宝
の
塔
の
戸
を
開
き
た
も
う
に
）
と
あ
り
、
今
様
の
「
押
し
開
く
」
が
一
定
の
重
量
感
を
持

つ
の
に
比
べ
て
軽
や
か
な
印
象
が
あ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
に
お
い
て
、「
扉
を
押
し
開
き
」
と
い
う
表
現
は
、
前
掲
の
極
楽
歌
（
一
七
八
）

の
他
に
、

毎
日
恒
沙
の
定
に
入
り

三
途
の
扉
を
押
し
開
き

猛
火
の
炎
を
か
き
分
け
て

地
蔵
の
み
こ
そ
訪
う
た
ま
へ

（
四
〇
）

の
例
が
あ
り
、「
扉
を
開
き
」
の
例
と
し
て
、

竜
樹
菩
薩
は
あ
は
れ
な
り

南
天
竺
の
鉄
塔
を

扉
を
開
き
て
秘
密
教
を

金
剛
薩
埵
に
受
け
た
ま
ふ

（
四
二
）

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
地
蔵
、
竜
樹
と
い
っ
た
菩
薩
を
主
語
と
し
て
、
そ
の
行
動
を
動
的
に
表
現
し
て
い
る
36
。
宝
塔
品
の
今
様
は
経
本

文
の
「
以
右
指
開
」
を
、「
押
し
開
き
」
と
、
よ
り
い
っ
そ
う
大
き
な
身
体
の
動
き
と
し
て
捉
え
て
お
り
、「
投
げ
捨
て
て
」（
一
〇
七
番

歌
）
と
併
せ
、
躍
動
感
の
あ
る
表
現
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
の
宝
塔
湧
出
を
歌
う
今
様
に
対
し
、
一
〇
九
番
歌
は
、
宝
塔
品
の
偈
「
此
経
難
持

若
暫
持
者

我
即
歓
喜

諸
仏
亦
然
…
…
是

名
持
戒

行
頭
陀
者

則
為
疾
得

無
上
仏
道
」（
こ
の
経
は
持
つ
こ
と
難
し

若
し
暫
ら
く
も
持
つ
者
あ
ら
ば

わ
れ
、
即
ち
歓
喜
せ

ん

諸
仏
も
亦
、
然
か
な
ら
ん
。
…
…
こ
れ
戒
を
持
ち

頭
陀
を
行
ず
る
者
と
名
づ
く

則
ち
為
れ
、
疾
く

無
上
の
仏
道
を
得
た
る
な
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り
）
に
基
づ
き
、
法
華
経
を
し
ば
ら
く
の
間
で
も
受
持
す
る
人
は
、
持
戒
頭
陀
（
戒
律
を
守
り
、
衣
食
住
に
関
す
る
貪
り
を
払
い
除
く
修

行
者
）
と
異
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
す
み
や
か
に
成
仏
で
き
る
と
す
る
。
宝
塔
品
の
今
様
の
中
で
、
唯
一
、
宝
塔
出
現
の
逸
話
と
は
関
わ

ら
ず
、
法
華
経
受
持
者
の
成
仏
を
歌
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

宝
塔
品
の
内
容
は
、
ま
さ
に
絵
画
化
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
華
や
か
さ
を
持
っ
て
お
り
、
宝
塔
湧
出
の
場
面
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
談

山
神
社
蔵
「
法
華
曼
陀
羅
」・
立
本
寺
蔵
「
妙
法
蓮
華
経
金
字
宝
塔
曼
陀
羅
」
に
は
雲
の
上
に
乗
っ
た
宝
塔
が
描
か
れ
、
そ
の
扉
は
す
で

に
開
い
て
い
て
、
中
に
は
多
宝
仏
の
姿
が
見
え
る
。
宝
塔
品
の
絵
画
に
お
い
て
は
、
宝
塔
の
中
に
釈
迦
と
多
宝
仏
が
並
ぶ
二
仏
並
座
の
姿

が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
談
山
神
社
蔵
「
法
華
曼
陀
羅
」・
立
本
寺
蔵
「
妙
法
蓮
華
経
金
字
宝
塔
曼
陀
羅
」
で
は
多
宝
仏
の
み
が
描

か
れ
て
お
り
、
特
徴
的
で
あ
る
。
周
囲
に
は
諸
仏
が
座
し
、
多
く
の
人
々
が
礼
拝
し
て
い
る
。

本
法
寺
蔵
「
法
華
経
曼
荼
羅
図
」
は
、
画
面
上
方
左
に
霊
鷲
山
会
の
説
法
の
様
子
、
画
面
上
方
右
に
多
宝
仏
の
浄
土
で
あ
る
宝
浄
国
が

描
か
れ
る
が
、
中
央
に
描
か
れ
る
の
は
雲
中
の
巨
大
な
多
宝
塔
で
、
扉
が
大
き
く
開
か
れ
、
二
仏
が
並
座
し
て
い
る
。
周
囲
に
は
多
く
の

仏
が
集
ま
っ
て
い
る
。
本
興
寺
蔵
「
法
華
経
曼
荼
羅
図
」
は
、
二
仏
並
座
の
多
宝
塔
と
諸
仏
の
集
ま
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。

宝
塔
湧
出
の
場
面
は
経
見
返
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
、
個
人
蔵
「
紙
本
墨
書
法
華
経
」（
平
安
時
代
）
巻
四
見
返
、
中
尊
寺
伝
来
個
人

蔵
「
紺
紙
金
字
法
華
経
」（
基
衡
経
）
巻
四
見
返
、
金
剛
峯
寺
蔵
「
紺
紙
金
字
法
華
経
」（
秀
衡
経
）
巻
四
見
返
37
、
延
暦
寺
蔵
「
紺
紙
金

銀
交
書
法
華
経
」（
平
安
時
代
）
巻
四
見
返
、
本
興
寺
蔵
「
紺
紙
金
字
法
華
経
」（
平
安
時
代
）
十
巻
本
・
八
巻
本
の
巻
四
見
返
な
ど
に
二

仏
並
座
の
宝
塔
が
表
さ
れ
て
い
る
。
厳
島
神
社
蔵
「
平
家
納
経
」
の
見
返
絵
は
、
花
唐
草
文
が
描
か
れ
、
経
の
内
容
と
は
関
わ
り
が
な

い
。宝

塔
品
を
テ
ー
マ
に
し
た
和
歌
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
宝
塔
湧
出
や
二
仏
並
座
が
詠
ま
れ
る
が
、
瑠
璃
や
瑪
瑙
な
ど
七
宝
で
飾
ら
れ
た

き
ら
び
や
か
な
塔
が
具
体
的
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
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お
ほ
ぞ
ら
に
た
か
ら
の
た
ふ
の
あ
ら
は
れ
て
法
の
た
め
に
ぞ
身
を
ば
分
け
け
る

（『
赤
染
衛
門
集
』）

玉
の
戸
を
ひ
ら
き
し
時
に
あ
は
ず
し
て
明
け
ぬ
よ
に
し
も
ま
ど
ふ
べ
し
や
は

（『
発
心
和
歌
集
』）

が
見
ら
れ
る
程
度
。
多
く
の
場
合
、
具
体
的
な
姿
は
描
写
せ
ず
に
、
空
と
い
う
場
所
だ
け
を
示
す
か
、
宝
塔
を
月
に
譬
え
た
り
、
二
仏
を

日
と
月
に
譬
え
た
り
し
て
、
さ
り
げ
な
い
空
の
風
景
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

い
に
し
へ
も
今
も
か
は
ら
ぬ
月
影
を
雲
の
上
に
て
な
が
め
て
し
か
な

（
後
嵯
峨
院
『
続
拾
遺
集
』）

そ
の
か
み
の
ち
か
ひ
た
え
ね
ば
い
く
よ
と
も
し
ら
ぬ
姿
を
空
に
み
る
か
な

（『
公
任
集
』）

き
く
人
も
は
る
か
に
こ
れ
を
あ
ふ
げ
と
て
空
に
ぞ
法
の
と
く
声
は
せ
し

こ
れ
も
品
の
大
意
な
り
、
此
品
を
ば
、
そ
ら
の
上
に
座
を
な
ら
べ
て
と
か
せ
給
ひ
し
な
り

（『
田
多
民
治
集
』）

く
ま
も
な
き
月
の
み
か
ほ
の
並
び
し
に
よ
も
の
人
さ
へ
空
に
す
み
に
き

（『
教
長
集
』）

い
づ
れ
か
日
い
づ
れ
か
月
と
な
が
む
れ
ば
わ
し
の
た
か
ね
の
み
空
な
り
け
り

（『
拾
玉
集
』）

い
で
て
入
る
わ
し
の
高
根
の
夕
附
日
ひ
か
り
な
ら
べ
て
空
に
こ
そ
す
め

（『
慶
運
法
師
集
』）

め
も
あ
や
に
雲
ゐ
に
ぞ
見
る
い
に
し
へ
の
ひ
じ
り
の
す
み
し
や
ど
の
け
し
き
を

（『
拾
玉
集
』）

宝
塔
品

七
宝
塔
婆
彰
世
界

四
衆
観
仏
在
虚
空

俊
国

む
か
し
き
く
た
ま
の
と
ひ
ら
く
ひ
か
り
に
ぞ
さ
し
い
る
月
も
か
げ
を
な
ら
ぶ
る

成
茂

（『
二
十
八
品
並
九
品
詩
歌
』）
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古
里
は
玉
し
く
庭
と
成
り
に
け
り
あ
さ
ぢ
が
露
に
月
を
や
ど
し
て

（
有
海
『
人
家
和
歌
集
』）

お
の
づ
か
ら
花
の
と
ぼ
そ
を
ひ
ら
き
て
ぞ
春
も
と
き
は
の
も
の
と
し
り
ぬ
る

（
頼
真
『
安
撰
集
』）

経
を
踏
ま
え
て
、
今
様
で
は
「
須
弥
も
鉄
囲
も
投
げ
捨
て
て
」「
遥
か
に
瑠
璃
の
地
と
な
し
て
」
と
歌
わ
れ
る
娑
婆
世
界
の
清
浄
化
も
、

野
も
や
ま
も
み
な
う
つ
さ
れ
し
よ
な
り
と
も
は
な
を
ば
め
で
し
人
や
あ
り
け
ん

（『
入
道
右
大
臣
（
頼
宗
）
集
』）

苔
の
庭
を
玉
の
砌
に
し
き
か
へ
て
光
を
わ
か
つ
峰
の
月
影

（
源
承
『
新
後
拾
遺
集
』）

の
よ
う
に
、
野
、
山
、
庭
な
ど
身
近
な
場
所
の
景
物
（
花
・
月
）
に
と
り
な
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

一
〇
九
番
歌
が
踏
ま
え
る
宝
塔
品
の
偈
に
よ
っ
て
、
法
華
経
の
持
ち
難
さ
や
法
華
経
受
持
者
の
成
仏
を
詠
ん
だ
和
歌
も
散
見
し
、
次
の

よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

大
空
を
手
に
と
る
こ
と
は
や
す
く
と
も
法
に
あ
ふ
べ
き
を
り
や
な
か
ら
む

（
源
信
『
玉
葉
集
』）

宝
塔
品

是
名
持
戒
、
行
頭
陀
者
、
則
為
疾
得
、
无
上
仏
道

か
い
な
く
て
う
か
ぶ
よ
も
な
き
身
な
ら
ま
し
月
の
み
ふ
ね
の
の
り
な
か
り
せ
ば

（『
聞
書
集
』）

宝
塔
品
若
暫
持
者
、
我
即
歓
喜

ま
き
ま
き
を
か
ざ
れ
る
ひ
も
の
玉
ゆ
ら
も
た
も
て
ば
仏
よ
ろ
こ
び
給
ふ

（『
長
秋
詠
藻
』）

是
名
持
戒
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ひ
と
つ
法
を
し
ば
し
た
も
て
ば
十
の
つ
み
も
け
が
さ
ぬ
人
に
成
り
に
け
る
か
な

（『
拾
玉
集
』）

釈
教
歌
に
お
い
て
は
、
薬
草
喩
品
な
ど
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
経
の
世
界
を
季
節
の
詠
歌
と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
清

浄
な
仏
の
世
界
、
悟
り
の
象
徴
と
な
る
月
と
の
関
わ
り
か
ら
秋
の
季
節
感
を
も
つ
場
合
が
多
い
。
時
代
は
や
や
下
る
が
、
次
に
挙
げ
る

『
宗
尊
親
王
詠
法
華
経
百
首
』
の
宝
塔
品
四
首
は
そ
の
典
型
で
、
月
と
雁
に
よ
っ
て
秋
の
季
節
感
を
押
し
出
し
て
い
る
。

宝
塔
品

又
聞
塔
中
所
出
音
声

め
ぐ
り
あ
ふ
秋
を
わ
す
れ
ぬ
ち
ぎ
り
に
て
と
こ
よ
の
か
り
も
今
き
な
く
な
り

釈
迦
牟
尼
可
就
此
座

久
か
た
の
空
ゆ
く
と
も
に
さ
そ
は
れ
て
田
面
の
か
り
も
い
ま
ぞ
た
つ
な
る

仮
使
有
人
手
把
虚
空

あ
ま
つ
空
て
に
と
ら
ず
と
も
雲
ぢ
行
く
雁
だ
に
法
の
も
じ
を
つ
ら
ね
よ

我
即
歓
喜
諸
仏
亦
然

う
き
事
を
わ
す
れ
て
ぞ
見
る
よ
は
の
月
千
里
の
人
も
お
な
じ
こ
こ
ろ
に

（『
宗
尊
親
王
詠
法
華
経
百
首
』）

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
宝
塔
品
を
テ
ー
マ
と
し
た
今
様
と
和
歌
を
比
較
す
る
と
、
宝
塔
湧
出
と
い
う
仏
世
界
の
奇
跡
を
、
き
ら
び

や
か
な
色
彩
と
仏
の
身
体
の
躍
動
感
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
く
前
者
と
、
穏
や
か
で
清
ら
か
な
秋
の
風
景
詠
と
し
て
詠
む
後
者
の
対
照
が
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浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。

註⑴

植
木
朝
子
「『
梁
塵
秘
抄
』
法
華
経
二
十
八
品
歌
と
釈
教
歌
、
経
旨
絵
（
そ
の
一
）」（『
文
化
学
年
報
』
第
六
十
一
輯

二
〇
一
二
年
三
月
）、「
同

（
そ
の
二
）」（『
文
化
学
年
報
』
第
六
十
五
輯

二
〇
一
六
年
三
月
）。

⑵
「
梁
塵
秘
抄
注
釈
（
第
三
回
）」（『
梁
塵

研
究
と
資
料
』
第
二
十
五
号

二
〇
〇
八
年
三
月
）
の
校
訂
本
文
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
以

下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、『
梁
塵
秘
抄
』
法
華
経
二
十
八
品
歌
の
引
用
は
本
誌
に
よ
る
。

⑶
『
法
華
経
』
本
文
お
よ
び
書
下
し
文
の
引
用
は
、
岩
波
文
庫
『
法
華
経
』
中
（
岩
波
書
店

一
九
六
四
年
）
に
よ
る
。

⑷

小
西
甚
一
『
梁
塵
秘
抄
考
』（
三
省
堂

一
九
四
一
年
）。

⑸

荒
井
源
司
『
梁
塵
秘
抄
評
釈
』（
甲
陽
書
房

一
九
五
九
年
）。

⑹

武
石
彰
夫
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
梁
塵
秘
抄

閑
吟
集

狂
言
歌
謡
』（
岩
波
書
店

一
九
九
三
年
）。

⑺

志
田
延
義
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系
『
和
漢
朗
詠
集

梁
塵
秘
抄
』（
岩
波
書
店

一
九
六
五
年
）。

⑻

榎
克
朗
校
注

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
梁
塵
秘
抄
』（
新
潮
社

一
九
七
九
年
）。

⑼

新
間
進
一
・
外
村
南
都
子
校
注

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌

催
馬
楽

梁
塵
秘
抄

閑
吟
集
』（
小
学
館

二
〇
〇
〇
年
）。

⑽

上
田
設
夫
『
梁
塵
秘
抄
全
注
釈
』（
新
典
社

二
〇
〇
一
年
）。

⑾

宇
津
木
言
行
担
当
九
六
番
歌
【
考
説
】（
註
⑵
「
梁
塵
秘
抄
注
釈
（
第
三
回
）」）。

⑿

今
野
達
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集

一
』（
岩
波
書
店

一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

⒀

植
木
朝
子
「
提
婆
達
多
の
今
様
│
『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
の
一
性
格
│
』（『
同
志
社
国
文
学
』
第
六
十
三
号
・
第
六
十
四
号

二
〇
〇
五
年
一
二

月
・
二
〇
〇
六
年
三
月
）

⒁

註
⑼
書
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
法
華
経
二
十
八
品
歌
（
人
記
品
・
法
師
品
・
宝
塔
品
）
以
外
の
『
梁
塵
秘
抄
』
今
様
の
本
文
は
、
以

下
、
同
じ
。

⒂
『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
二
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
口
絵
写
真
に
よ
り
、
適
宜
漢
字
を
宛
て
、
濁
点
を
加
え
た
。

⒃

宮
次
男
『
金
字
宝
塔
曼
陀
羅
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
七
六
年
）
を
参
照
し
た
。
両
曼
陀
羅
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

⒄
『
厳
島
神
社
国
宝
展
図
録
』（
奈
良
国
立
博
物
館

二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
し
た
。
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⒅

倉
田
文
作
・
田
村
芳
朗
監
修
『
法
華
経
の
美
術
』（
佼
成
出
版
社

一
九
八
一
年
）
を
参
照
し
た
。
本
曼
陀
羅
図
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

⒆

註
⒅
書
を
参
照
し
た
。
本
曼
陀
羅
図
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

⒇
『
大
正
新
修
大
蔵
経

第
三
十
四
巻
』
一
八
頁
下
段
（
大
正
新
修
大
蔵
経
刊
行
会

一
九
二
六
年
）。

21

和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。

22

宇
津
木
言
行
担
当
九
七
番
歌
【
考
説
】（
註
⑵
「
梁
塵
秘
抄
注
釈
（
第
三
回
）」）。

23

菅
野
扶
美
「
普
賢
摩
頂
の
今
様
・
法
華
経
絵
・
唱
導
」（『
東
横
国
文
学
』
第
三
十
三
号

二
〇
〇
二
年
三
月
）、
菅
野
扶
美
担
当
九
八
番
歌
【
考

説
】（
註
⑵
「
梁
塵
秘
抄
注
釈
（
第
三
回
）」）。

24

永
井
久
美
子
担
当
九
九
番
歌
・
一
〇
〇
番
歌
【
考
説
】（
註
⑵
「
梁
塵
秘
抄
注
釈
（
第
三
回
）」）。

25
『
大
正
新
修
大
蔵
経

第
十
四
巻
』
五
四
九
頁
中
段
（
大
正
新
修
大
蔵
経
刊
行
会

一
九
二
五
年
）。

26

宇
津
木
言
行
担
当
一
〇
一
番
歌
【
考
説
】（
註
⑵
「
梁
塵
秘
抄
注
釈
（
第
三
回
）」）。

27

註
⒃
書
。

28

註
23
論
文
。

29

註
⒅
書
を
参
照
し
た
。
本
経
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

30

註
⒅
書
を
参
照
し
た
。
本
経
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

31

註
⒅
書
を
参
照
し
た
。
本
経
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

32

註
⒅
書
を
参
照
し
た
。
本
経
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

33

註
⒅
書
を
参
照
し
た
。
本
経
に
つ
い
て
は
、
以
下
同
じ
。

34

註
⒄
図
録
解
説
に
よ
る
。

35

鈴
木
治
子
担
当
一
〇
六
番
歌
【
語
釈
】「
瑪
瑙
の
扉
」（
註
⑵
「
梁
塵
秘
抄
注
釈
（
第
三
回
）」）。

36

植
木
朝
子
『
梁
塵
秘
抄
の
世
界
』
第
一
章
第
二
節
「
地
蔵
菩
薩
の
今
様
」（
角
川
書
店

二
〇
〇
九
年
）。

37

註
⒅
書
を
参
照
し
た
。
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