
紫
め
 
上
 
再
 
論

そ
の
「
世
（
の
申
）
」
認
識
を
め
ぐ
っ
て

武

原

弘

一

 
「
若
菜
」
下
巻
初
頭
近
く
に
、
「
は
か
な
く
て
、
年
月
も
重
な
り
て
、
内
（

裏
）
の
帝
、
御
意
に
つ
か
せ
給
ひ
て
、
十
八
年
に
な
ら
せ
給
ひ
ぬ
」
 
（
三
-
謝

Y
と
い
う
短
か
い
叙
述
で
四
年
問
の
経
過
が
語
ら
れ
て
い
る
。
物
語
に
お
け
る

四
年
間
の
空
白
が
、
作
者
の
い
か
な
る
意
図
と
方
法
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い

 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

う
問
題
も
あ
る
が
、
続
く
物
語
本
文
は
、
唐
突
に
、
冷
泉
帝
の
譲
位
の
こ
と
を

語
り
、
さ
ら
に
は
紫
の
上
の
出
家
志
願
の
こ
と
を
語
る
。

 
「
今
は
、
が
う
、
お
ほ
ぞ
う
の
住
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
と
な

ん
思
ふ
。
こ
の
世
は
、
か
ば
か
り
と
、
見
果
て
つ
る
心
ち
す
る
齢
に
も
、
な
り

に
け
り
。
さ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
に
、
お
ぼ
し
許
し
て
よ
」
（
三
一
謝
）
さ
き
の
、

四
年
間
の
経
過
を
含
む
速
い
歳
月
の
流
れ
が
重
く
か
か
っ
て
い
る
紫
の
上
の
こ

と
ば
で
は
あ
る
が
、
「
こ
の
世
は
、
、
か
ば
か
り
と
、
見
果
て
つ
る
齢
」
に
ば
、

現
世
の
喜
怒
愛
楽
、
人
生
の
表
裏
を
経
験
し
つ
く
し
て
の
ち
、
世
を
無
常
と
悟

っ
た
彼
女
の
深
い
感
慨
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
紫
の
上
に

対
す
る
源
氏
自
身
に
も
、
出
家
の
志
は
は
や
く
か
ら
あ
っ
た
。
「
み
つ
か
ら
、

深
き
本
意
の
あ
る
こ
と
」
，
（
同
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
の
紫
の
上
に
対
す

 
紫
の
上
再
論
 
1
そ
の
「
世
（
の
中
）
」
認
識
を
め
ぐ
っ
て
一

る
愛
執
の
故
に
そ
れ
を
思
い
ど
ど
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

 
十
月
、
源
氏
は
紫
の
上
と
と
も
に
住
吉
神
社
に
詣
で
た
。
明
石
女
御
の
産
ん

だ
若
宮
が
帝
位
に
つ
く
未
来
へ
の
御
願
果
し
の
た
め
で
あ
る
。
明
石
一
族
に
係

る
源
氏
の
子
孫
の
末
長
い
繁
栄
が
約
束
さ
れ
、
そ
れ
を
支
え
る
六
条
院
の
栄
華

も
い
っ
そ
う
輝
い
た
が
、
紫
の
上
の
心
底
に
動
く
出
家
の
志
は
お
と
ろ
え
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。
「
あ
ま
り
年
積
り
な
ば
、
そ
の
御
心
ば
へ
も
、
つ
ひ
に
衰
へ

な
ん
。
さ
ら
む
世
を
見
果
て
ぬ
さ
き
に
、
心
と
そ
む
き
に
し
が
な
」
 
（
三
1
謝

）
や
が
て
朱
雀
院
の
五
十
賀
を
祝
う
た
め
、
六
条
院
で
は
華
麗
を
き
わ
め
た
女

楽
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
物
語
は
源
氏
の
満
ち
た
り
た
栄
華
を
描
き
つ
く
す
べ

く
、
こ
れ
に
膨
大
な
叙
述
を
当
て
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
花
と

い
え
ば
桜
に
た
と
え
ら
れ
る
紫
の
上
の
美
し
い
容
姿
が
強
調
さ
れ
、
彼
女
の
理

想
的
な
女
人
像
が
印
象
深
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
宴
を
終
え
て
源
氏
は
紫
の

上
と
同
卜
し
、
愛
を
語
ら
う
が
、
そ
の
と
き
再
び
、
，
紫
の
上
は
出
家
の
許
可
を

求
め
て
い
る
。
-

 
「
ま
め
や
か
に
、
い
と
、
行
く
さ
き
少
な
き
心
ち
す
る
を
。
今
年
も
、
か

く
、
知
ら
ず
顔
に
て
す
ぐ
す
は
、
い
と
、
う
し
ろ
め
た
く
こ
そ
。
さ
き
み
＼
も

聞
ゆ
る
事
、
い
か
で
、
御
許
し
あ
ら
ば
」
 
（
 
0
0
∩
一
」
ご
一
「
0
～
5
 
3
3
）
、
彼
女
は
い
ま
3
7
才 （13）



で
あ
る
。
源
氏
の
言
う
と
お
り
、
「
そ
の
方
、
人
に
す
ぐ
れ
た
り
け
る
宿
世
」

（
同
）
は
、
 
「
物
は
か
な
き
身
に
は
、
過
ぎ
に
た
る
、
よ
そ
の
思
え
」
 
（
同
）

と
自
身
も
思
う
が
、
「
心
に
堪
へ
ぬ
物
嘆
か
し
さ
の
み
、
う
ち
添
ふ
や
、
さ

は
、
み
つ
か
ら
の
い
の
り
な
り
け
る
」
 
（
同
）
と
も
嘆
か
ざ
る
を
え
な
い
6
こ

こ
で
、
 
「
心
に
堪
へ
ぬ
物
嘆
か
し
さ
」
と
は
、
具
体
的
に
は
女
三
宮
の
六
条
院

へ
の
降
嫁
の
こ
と
を
さ
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
思
う
に
、
女
三
宮
の
降
嫁
は
紫
の
上
に
と
っ
て
、
確
か
に
深
刻
な
衝
撃
を
与

え
た
。
源
氏
が
は
じ
め
て
宮
と
の
結
婚
を
告
げ
た
の
は
、
年
の
暮
れ
も
近
い
、

寒
い
冬
の
日
で
、
「
平
う
ち
降
り
、
空
の
気
色
も
あ
は
れ
に
」
 
（
三
-
鵬
）
沈

静
し
た
趣
ぎ
を
見
せ
て
い
た
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
降
り
し
き
る
雪
の
風
景

は
そ
の
ま
ま
作
中
人
物
の
思
い
悩
む
心
象
を
あ
ら
わ
す
場
合
が
多
い
が
、
こ
こ

で
も
源
氏
と
紫
の
上
の
苦
悩
に
満
ち
た
心
の
様
の
象
徴
と
し
て
、
雪
の
描
写
が

お
か
れ
て
い
る
。
以
来
、
孤
閨
を
守
る
紫
の
上
の
衣
の
袖
は
い
つ
も
涙
で
濡
れ

て
い
た
（
三
-
魏
）
。
い
ま
ハ
い
ち
い
ち
の
本
文
引
用
は
省
略
す
る
が
、
源
氏

の
正
妻
の
座
が
ら
確
実
に
す
べ
り
落
ち
て
い
ぐ
わ
が
身
の
不
安
を
嘆
き
悲
し
む

紫
の
上
の
心
情
こ
そ
が
、
「
若
菜
」
両
巻
の
主
題
性
を
形
成
し
て
い
く
過
程
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

つ
い
て
は
す
で
に
諸
家
が
つ
と
に
論
評
し
て
き
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
を
レ
ゆ
う
ぶ
ん
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
私
は
な
お
紫
の
上
の
出
家
志
願

の
動
機
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
た
い
。

 
端
的
に
、
紫
の
上
の
出
家
志
願
の
動
機
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
女
三
宮
の
六

条
院
へ
の
降
嫁
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
苦
悩
と
悲
嘆
は
深
刻
で
は
あ
っ
た

が
、
紫
の
上
は
そ
の
よ
う
な
自
己
の
現
実
を
直
視
し
、
強
固
な
意
志
に
よ
る
自

己
抑
制
と
賢
明
な
理
性
・
判
断
に
よ
る
対
処
に
よ
っ
て
、
宮
と
の
対
立
や
確
執

を
避
け
た
の
で
あ
る
，
破
局
へ
の
危
機
は
避
け
ら
れ
、
六
条
院
の
秩
序
と
調
和
'

と
繁
栄
は
維
持
さ
れ
続
け
た
。
源
氏
の
紫
の
上
に
対
す
る
愛
情
は
、
薄
れ
る
ど

r
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
宮
の
も
と
で
過
ご
す
夜
で
も
、
源
氏
の

心
は
紫
の
上
に
あ
り
、
「
一
夜
の
ほ
ど
、
あ
し
た
の
間
も
、
恋
し
く
、
お
ぼ
つ
．

か
な
く
、
唱
い
と
ゴ
し
き
御
心
の
ま
さ
る
」
 
（
三
-
鰯
）
の
で
あ
る
。
．
あ
く
ま
で

も
平
静
…
を
装
い
、
賢
明
に
情
況
に
対
応
し
て
身
を
処
し
て
い
く
紫
の
上
は
、
 
「

あ
る
べ
き
か
ぎ
り
、
気
高
う
、
は
っ
か
し
げ
に
整
ひ
た
る
さ
ま
み
＼
の
か
を
り

も
、
と
り
集
め
、
め
で
た
き
さ
か
り
に
、
見
え
給
ふ
」
 
（
三
-
矧
）
。
源
氏
は

 
「
た
ぐ
ひ
な
く
こ
そ
は
」
 
．
（
同
）
と
称
賛
を
惜
し
ま
な
い
。
そ
の
よ
う
に
満
ち

足
り
た
愛
情
生
活
が
続
く
中
で
、
さ
き
に
引
い
た
紫
の
上
の
出
家
志
願
の
こ
と

ば
が
叙
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
い
さ
さ
か
唐
突
に
も
思
わ
れ
る
紫
の
上
の
出
家
志
願
の
叙
述
を
、
わ
れ
わ
れ

は
い
か
な
る
文
脈
と
し
て
把
握
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
．
「
こ
の
世
は
、
か
ば
か
り
」
と
か
、
「
行
く
さ
き
少
な
き
心
ち
す
る
を
」
と

か
の
前
お
き
の
こ
と
ば
に
は
、
世
の
無
常
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
は
や
く
も
悟

・
り
き
っ
た
か
の
ご
と
き
厭
世
観
、
宗
教
的
諦
観
が
読
み
と
ら
れ
る
。
女
三
宮
に

対
す
る
嫉
妬
心
や
対
抗
意
識
で
は
な
く
、
さ
き
に
触
れ
た
四
年
間
を
も
含
め
た

憂
い
歳
月
の
流
れ
の
中
で
抽
象
化
さ
れ
普
通
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
昇
華
さ
れ
た

諦
念
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
出
家
志
願
の
動
機
を
問
題
に
す
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
無
常
感
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

 
す
で
に
、
重
松
信
弘
氏
の
で
論
考
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
人
々
が

 
 
 
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

出
家
に
到
る
動
機
と
し
て
、
次
の
よ
う
癒
五
つ
の
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。
e
甚

だ
し
く
心
を
悩
ま
す
よ
う
な
事
態
に
出
合
っ
た
場
合
。
口
無
常
の
感
慨
や
宿
世

の
思
い
が
心
を
誘
う
場
合
。
口
病
気
を
治
し
、
息
災
延
命
を
願
う
場
合
。
㈱
こ

の
世
に
希
望
を
持
た
な
く
て
、
ひ
た
す
ら
後
世
を
願
う
場
合
。
㈲
罪
悪
深
重
の

（ 14 ）

、



思
い
。
氏
も
論
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
が
重

な
る
ケ
ー
ス
が
多
．
い
の
で
あ
る
が
、
紫
の
上
の
場
合
は
上
記
の
い
ず
れ
に
該
当

す
る
で
あ
ろ
う
か
。
紫
の
上
は
、
後
に
発
病
し
て
い
っ
そ
う
出
家
の
志
を
強
く

し
、
 
「
き
こ
ゆ
る
こ
と
を
。
さ
も
心
憂
く
」
 
（
三
-
謝
）
ど
か
、
「
い
か
で
、

な
ほ
、
本
意
あ
る
さ
ま
に
な
り
て
、
し
ば
し
も
、
か
㌧
づ
ら
は
む
命
の
程
は
、

お
こ
な
ひ
を
、
ま
ぎ
れ
な
く
て
」
 
（
四
一
塒
）
と
か
言
っ
て
い
る
の
で
、
日
や

四
も
含
め
て
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
最
初
の
出
家
志
願
が
発
病
以
前
の
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
口
を
中
心
に
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
女

三
宮
の
降
嫁
が
彼
女
を
苦
悩
と
悲
嘆
に
お
と
し
入
れ
た
の
だ
か
ら
e
を
重
視
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

べ
き
だ
と
す
る
見
解
も
．
一
応
は
な
り
た
つ
で
は
あ
ろ
う
が
、
・
．
私
は
い
ま
紫
の
上

の
心
情
描
写
の
中
に
e
を
で
は
な
く
、
口
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
い
の
で
あ
る
コ
す
な
わ
ち
、
宮
の
六
条
院
降
嫁
の
ご
と
を
出
家
志
頴
の

直
接
的
動
機
と
す
る
に
は
、
紫
の
上
は
あ
ま
り
に
も
長
い
歳
月
と
変
わ
ら
ぬ
源

氏
の
愛
情
と
を
彼
女
の
日
常
と
し
て
生
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
い
ま
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
直
接
的
動
機
を
も
た
な
い
、
も
っ

と
抽
象
的
普
遍
的
な
無
常
感
に
追
い
た
て
ら
れ
る
よ
う
な
精
神
状
況
が
彼
女
を

支
配
し
て
い
る
よ
う
に
馬
私
に
は
読
み
と
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
抽

象
思
考
、
普
遍
認
識
は
、
第
一
部
の
紫
の
上
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
で
も
第
一
部
か
ら
第
二
部
に
至
る
紫
の

 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

上
の
人
物
像
の
変
貌
の
問
題
が
等
閑
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

二

 
「
若
菜
」
上
巻
の
始
発
に
近
い
場
面
に
お
い
て
、
紫
の
上
の
次
の
詠
歌
が
消

せ
ら
れ
て
い
る
。

紫
の
上
再
論
 
一
そ
．
の
「
世
（
の
中
）
」
認
識
を
め
ぐ
っ
て
ト

 
 
目
に
ち
か
く
う
つ
れ
ば
か
は
る
世
（
の
）
中
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
く
末
と
ほ
く
頼
み
け
る
か
な
 
 
（
三
-
鵬
）

女
三
宮
の
降
嫁
の
直
後
、
三
日
間
夜
離
れ
な
く
宮
の
も
と
に
通
う
源
氏
を
送
り

出
す
と
き
の
紫
の
上
が
胸
中
の
苦
悩
と
悲
嘆
の
情
を
詠
ん
だ
、
痛
切
な
歌
で
あ

る
。
源
氏
の
愛
を
み
す
み
す
宮
に
奪
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
紫
の
上
の
深
い
悲
嘆

の
情
が
、
抑
制
さ
れ
て
慎
ま
し
や
か
で
静
か
な
野
情
と
し
て
詠
出
さ
れ
て
お

り
、
源
氏
物
語
中
の
歌
で
も
秀
逸
の
傑
作
と
評
さ
れ
よ
う
。

し
す
で
に
先
学
の
ご
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
は
こ
首
の
古
歌
が
引

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

き
歌
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
古
今
下
巻
第
十
五
恋
歌
五
、
富
有
常
の
女
「
あ
ま

雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
、
さ
す
が
に
め
に
は
み
ゆ
る
物
か
ら
」
ま

た
、
貫
之
集
第
九
、
近
隣
な
り
け
る
所
に
方
違
に
あ
る
女
「
秋
萩
の
下
葉
に
附

て
目
に
近
く
よ
そ
な
る
人
の
心
を
ぞ
見
る
」
い
ま
、
二
首
と
も
そ
の
詞
書
の
引

用
を
省
く
が
、
歌
意
と
し
て
ぽ
い
ず
れ
も
男
の
心
変
わ
り
、
あ
る
い
は
薄
情
を

嘆
く
女
の
気
持
を
主
題
と
し
て
い
る
。

 
い
ま
、
こ
れ
ら
の
引
き
歌
と
紫
の
上
の
歌
と
を
あ
わ
せ
読
む
と
き
、
引
き
歌

・
に
は
男
の
移
り
気
を
な
じ
る
よ
う
な
、
 
あ
ら
わ
な
感
情
の
表
出
が
見
ら
れ
る

が
、
紫
の
上
の
歌
に
は
制
御
さ
れ
た
、
落
ち
つ
い
た
将
舷
の
調
べ
が
読
み
と
ら

れ
る
。
そ
れ
は
紫
の
上
の
人
柄
や
こ
の
場
面
で
の
詠
歌
態
度
-
彼
女
は
古
歌

の
手
習
い
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
な
く
自
分
の
歌
を
書
き
つ
け
た
一
に
も
薫

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
よ
ヶ
直
接
的
に
は
、
引
き
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
「
世
（
の

）
中
」
と
い
う
措
辞
の
効
果
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
が
、
、
そ
の
す
ぐ
上
下

に
配
せ
ら
れ
て
い
る
「
う
つ
れ
ば
か
は
る
」
や
「
ゆ
く
末
ど
ほ
く
」
と
い
う
表

現
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
、
単
に
相
手
の
男
の
心
変
わ
り
を
な
じ
る
と
い
う
意

味
以
上
の
無
常
の
世
、
は
か
な
い
人
生
を
嘆
く
心
情
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

！

（15）

、



＼

 
周
知
の
と
お
り
、
平
安
朝
語
と
し
て
の
「
世
」
あ
る
い
は
「
世
の
中
」
に

は
、
，
男
女
の
仲
、
夫
婦
の
関
係
の
意
と
、
世
の
申
（
世
間
）
、
人
生
の
意
と

の
、
両
意
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
き
の
紫
の
上
の
歌
の
「
世
（
の
）
申
」
が
い

ず
れ
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
な
の
か
、
諸
注
を
閲
し
て
も
必
ず
し
も
一
定
し
て

 
 
（
か
6
）

い
な
い
が
、
私
見
で
は
後
者
、
す
な
わ
ち
広
義
の
世
の
中
、
世
間
、
人
生
を
指

し
た
も
の
と
解
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
か
っ
て
小
野
村
洋
子
氏
が
説
か
れ
た
よ

（
注
7
）

う
に
、
 
「
こ
の
時
代
の
貴
族
の
女
性
の
大
部
分
に
と
っ
て
、
 
『
世
の
中
」
 
（
世

間
）
は
即
ち
『
世
の
中
』
 
（
野
女
の
仲
）
と
重
な
る
の
が
常
態
」
で
あ
っ
た
か

ら
、
「
十
歳
で
光
源
氏
の
も
と
に
ひ
き
と
ら
れ
、
以
後
光
源
氏
以
外
の
男
性
と

、
顔
を
あ
わ
せ
る
こ
と
も
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
」
紫
の
上
に
と
っ
て
、
 
「
源

氏
と
の
間
が
ら
に
つ
い
て
の
反
省
は
、
人
生
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
省
察
と
い

う
意
味
を
重
ね
も
っ
て
く
る
ト
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
た
だ
、
氏
も
さ
ら
に
論

じ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
で
は
「
光
源
氏
と
の
仲
の
無
常
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
感
知
し
た
」
紫
の
上
の
内
面
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
直
ち
に
、
『
世

の
中
」
の
無
常
と
し
て
、
普
遍
化
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

 
こ
の
歌
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
「
命
こ
ぞ
た
ゆ
と
も
絶
え
め
さ
だ
め
な
き
世

の
常
な
ら
ぬ
な
か
の
契
り
を
」
 
（
三
-
脇
）
に
お
け
る
「
世
」
は
、
「
さ
だ
め

な
き
世
」
と
「
世
の
常
な
ら
ぬ
」
の
両
方
に
関
わ
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
紫
の
上
の
歌
の
「
う
つ
れ
ば
か
は
る
世
（
の
）
中
」
に
導
か
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
両
者
と
も
移
ろ

い
や
す
い
人
生
、
無
常
の
世
間
を
贈
答
歌
で
詠
み
あ
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

 
紫
の
上
は
こ
う
し
て
、
「
若
菜
」
上
巻
の
始
発
か
ら
、
は
や
く
も
、
人
生
無

常
の
観
を
根
底
に
す
え
た
「
世
」
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
引

い
た
歌
に
近
い
条
で
、
「
世
（
の
）
申
も
、
い
と
、
常
な
き
物
を
」
（
三
一
捌
）

と
い
う
叙
述
を
見
る
が
、
こ
こ
で
の
「
世
（
の
）
中
」
が
源
氏
と
の
夫
婦
仲
の

意
で
は
な
く
、
世
間
あ
る
い
は
人
生
の
意
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
、
 
「
世
、
（

 
 
 
へ

の
）
中
も
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
忙
明
ら
か
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
紫
め
上
の
「
世
」
認
識
が
女
三
宮
の
降
嫁
に
よ
っ

て
徐
々
に
、
ま
た
確
実
に
地
す
べ
り
し
は
じ
め
て
い
る
彼
女
自
身
の
不
安
定
な

現
実
を
知
覚
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
現
実
に
お
け
る
具
体
的
な
情
況
に
対
応
す
る
紫
の
上
の
認
識
と

し
て
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
抽
象
的
観
念
的
な
様
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
「
世
」
認
識
は
、
い
と
も
容
易
に
彼
女
の
出
家
志
向
へ
と
飛
躍
す
る
の

で
あ
る
。

三

 
思
う
に
、
「
若
菜
」
上
・
下
巻
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情

況
や
立
場
に
お
い
て
、
．
こ
の
世
の
無
常
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
認
識
し
な
が
ら

生
き
、
あ
る
い
は
死
に
向
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
世
」
あ
る
い
は

「
世
の
中
」
と
い
う
語
は
、
し
ば
し
ば
「
常
な
し
」
「
定
め
な
し
」
な
ど
の
形

容
語
を
伴
っ
て
話
せ
ら
れ
て
い
る
。

 
冒
頭
で
出
家
の
準
備
を
急
ぐ
朱
雀
院
の
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
主
人
公

の
光
源
氏
自
身
も
、
は
や
く
か
ら
出
家
の
志
を
抱
き
続
け
て
い
た
こ
と
を
語
る

叙
述
が
頻
出
す
る
。
「
い
と
不
定
な
る
、
世
の
定
め
な
き
な
り
や
」
（
三
一
鵬
）

「
故
院
に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
し
頃
ほ
ひ
よ
り
、
世
の
、
常
な
く
思
う
給
へ
ら

れ
し
か
ば
」
 
（
三
-
蹴
）
「
さ
も
、
移
り
行
（
く
）
世
か
な
」
（
三
-
創
）
「
さ

ま
み
＼
な
る
、
世
の
定
め
な
さ
を
、
心
に
思
ひ
つ
め
て
」
噛
（
三
i
姻
）
1

（16）



・
無
常
感
に
染
め
あ
げ
ら
れ
た
源
氏
の
「
世
」
、
認
識
を
よ
く
あ
ち
わ
し
て
い
る
。

源
氏
と
の
十
五
年
ぶ
り
の
逢
瀬
に
愛
欲
を
よ
み
が
え
ら
せ
て
し
ま
う
朧
月
夜

は
、
「
世
（
の
）
中
を
思
し
し
づ
ま
り
給
ふ
」
 
（
三
一
瑚
）
は
ず
の
い
ま
、
「

さ
ま
み
＼
に
、
世
（
の
）
中
を
思
ひ
知
り
」
 
（
三
一
蹴
）
、
過
去
の
復
活
を
厭

う
べ
く
や
が
て
出
家
す
る
。
「
常
な
き
世
と
は
、
身
一
つ
の
み
知
り
侍
り
に
し

を
」
 
（
三
-
姐
）
と
は
、
源
氏
に
も
劣
ら
ぬ
無
常
の
感
慨
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

 
明
石
の
御
方
の
場
合
、
「
世
（
の
）
中
も
定
め
な
き
に
、
や
が
て
消
え
給
ひ

な
ば
、
か
ひ
な
く
な
ん
」
 
（
三
一
蹴
）
と
父
入
道
を
慕
い
、
わ
が
娘
女
御
に
は

「
世
（
の
）
巾
、
定
め
が
た
け
れ
ば
、
う
レ
う
め
た
さ
に
な
ん
」
 
（
三
i
蹴
）

と
、
無
常
の
こ
の
世
に
処
す
る
道
を
説
き
聞
か
せ
る
。

 
そ
の
ほ
か
、
「
物
の
は
え
な
き
に
、
世
'
（
の
）
中
は
か
な
く
お
ぼ
ゆ
る
を
」

 
（
三
-
謝
）
と
言
っ
て
に
わ
か
に
譲
位
す
る
冷
泉
帝
、
「
世
の
中
の
、
常
な
き

に
よ
り
、
 
（
中
略
）
年
ふ
か
き
身
の
、
冠
を
掛
け
む
、
な
に
を
か
惜
し
か
ら

ん
」
 
（
同
）
と
世
層
悲
観
し
て
致
仕
す
る
太
政
大
臣
、
「
世
（
の
）
中
定
め
な

さ
を
」
「
世
（
の
）
中
は
、
い
と
、
常
な
き
物
を
」
 
（
三
一
鵬
、
㎜
）
と
口

ば
し
り
な
が
ら
短
い
青
春
を
情
念
の
炎
で
焼
き
つ
く
す
か
の
ご
と
く
に
死
へ
向

う
柏
木
な
ど
σ
、
さ
ま
ざ
ま
に
は
か
な
く
、
無
常
の
「
世
」
認
識
が
見
出
さ
れ

る
つ
こ
れ
ら
の
引
用
文
中
の
「
世
」
は
、
厳
密
に
見
れ
ば
狭
義
の
「
世
」
、
す

な
わ
ち
男
女
の
仲
、
夫
婦
の
間
が
ら
の
意
に
用
い
ら
れ
た
も
の
も
認
め
ら
れ
は

 
 
 
（
注
8
）

，
し
ょ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
は
広
く
世
間
あ
る
い
は
人
生
一
般
を
さ
し
て
い
る
。
主

要
な
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
己
の
過
去
を
顧
み
、
幽
そ
の
生
を
深
く
省
察

し
、
己
れ
の
宿
世
や
無
常
の
世
間
を
観
じ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

 
 
「
若
菜
」
両
巻
の
主
題
と
方
法
が
、
物
語
第
一
部
で
書
か
れ
た
事
件
や
人
物

紫
の
上
再
論
 
一
そ
の
「
世
（
の
申
）
」
認
識
を
め
ぐ
っ
て
一

を
再
び
呼
び
出
し
て
そ
の
「
過
去
」
と
し
て
の
意
味
を
問
い
直
し
、
把
え
直
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
、
清
水
好
子
氏
の
こ
高
論
に
よ
っ
て
解
き
明
か
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
9
）

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
巻
の
主
要
人
物
た
ち
に
前
提
的
に
賦

与
さ
れ
て
い
る
無
常
の
「
世
」
認
識
に
も
と
ず
く
主
題
と
方
法
で
あ
っ
た
と
も

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
世
」
を
無
常
と
観
ず
る
人
物
た
ち
の
眼
に
、
過
去

と
現
在
と
未
来
の
意
味
が
明
瞭
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
紫
の
上
も
当
然
、

そ
の
よ
う
な
主
題
お
よ
び
方
法
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
。

 
た
だ
、
私
に
と
っ
て
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
前
述
し
た
紫
の
上
の
「
世
」

認
識
が
「
若
菜
」
上
巻
の
は
じ
め
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
前
提
的
自
明
的
に
彼
女
自

身
の
も
の
と
し
て
所
有
さ
れ
て
い
る
、
唐
突
と
も
言
え
る
そ
の
普
遍
志
向
の
あ

り
方
で
あ
る
。
そ
れ
が
単
に
紫
の
上
一
人
の
認
識
様
態
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
私
の
さ
き
の
粗
述
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
出
家
志
願
と
い
う
重

大
事
ざ
え
も
が
そ
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
無
常
の
観
念
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と

を
考
慮
し
て
、
こ
の
巻
に
お
け
る
作
者
の
物
語
形
象
の
達
成
法
に
つ
い
て
さ
ら

に
考
察
を
進
め
た
い
。

四

 
い
さ
さ
か
唐
突
な
述
べ
方
で
あ
る
が
、
「
若
菜
」
下
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の

発
病
は
な
に
に
起
因
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
'

 
発
病
場
面
に
至
る
ま
で
の
物
語
本
文
は
、
精
確
な
情
況
設
定
と
場
面
描
写
に

よ
っ
て
馬
病
に
至
る
紫
の
上
の
生
き
ざ
ま
と
内
面
心
理
と
を
説
得
力
の
あ
る
確

か
な
形
象
と
し
て
読
者
に
示
し
て
い
る
。
女
三
宮
降
嫁
以
来
、
内
界
に
苦
悩
と

悲
傷
を
刻
み
な
が
ら
も
、
六
条
院
の
調
和
あ
る
秩
序
と
繁
栄
を
維
持
し
て
自
ら

の
苛
酷
な
現
実
を
生
き
ぬ
き
、
心
労
積
も
っ
て
い
た
こ
と
。
い
っ
そ
う
の
輝
き

（17）
'

、



；

を
増
す
彼
女
の
美
質
を
見
て
、
「
至
ら
ぬ
事
な
く
、
す
べ
て
、
何
事
に
つ
け
て

も
、
も
ど
か
し
く
、
た
ど
ハ
＼
し
き
こ
と
ま
じ
ら
ず
、
あ
り
が
た
き
、
人
の
御

有
様
」
 
（
三
-
鰯
）
「
と
り
あ
つ
め
足
ら
ひ
た
る
事
は
、
ま
こ
と
に
、
類
あ
ら

じ
」
 
（
三
一
細
）
，
と
ま
で
称
賛
す
る
源
氏
に
も
、
ふ
と
「
い
と
、
か
く
具
し
ぬ

る
人
は
、
世
に
久
し
か
ら
ぬ
た
め
し
を
あ
な
る
を
と
、
ゆ
㌧
し
き
ま
で
思
ひ
聞

え
給
ふ
」
 
（
 
ρ
n
U
7
ゴ
ー
r
O
～
【
」
 
∩
」
3
）
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
。
地
の
文
に
「
こ
と
し
は
、

三
十
七
に
ぞ
な
り
給
ふ
」
 
（
同
）
と
あ
っ
て
、
紫
の
上
の
重
い
厄
年
が
強
調
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
女
三
宮
の
琴
が
上
達
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
、
そ
れ
を
口
実
に
．

宮
を
た
ず
ね
な
が
ら
「
御
琴
ど
も
お
し
や
り
て
、
大
殿
籠
り
ぬ
」
 
（
三
1
㎜
）

，
と
い
う
描
写
で
、
源
氏
と
宮
と
の
情
交
場
面
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
せ
て
い
る

こ
と
な
ど
。

 
右
の
ご
と
き
物
語
形
象
を
た
ど
れ
ば
、
そ
の
直
後
に
叙
せ
ら
れ
る
彼
女
の
発

病
も
突
然
の
印
象
を
い
さ
さ
か
も
与
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
時
の
紫
の
上
の

心
理
描
写
に
注
目
す
る
と
、
 
「
あ
や
し
く
、
浮
き
で
も
過
ご
し
0
る
有
様
か

な
。
げ
に
、
の
た
ま
ひ
つ
る
や
う
に
、
人
よ
り
異
な
る
宿
世
も
、
あ
り
け
る
身

な
が
ら
、
人
の
、
忍
び
が
た
く
、
飽
か
ぬ
こ
と
に
す
る
物
思
ひ
、
離
れ
ぬ
身
に

て
や
、
・
や
み
な
ん
と
す
ら
ん
。
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な
」
 
（
三
一
説
）
と
あ

っ
て
、
彼
女
自
身
の
生
を
過
去
か
ら
未
来
ま
で
遠
く
、
深
く
省
察
す
る
思
惟
世

界
が
鮮
か
に
隈
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
世
の
た
と

ひ
に
言
ひ
集
め
た
る
昔
語
り
ど
も
」
 
（
同
）
に
触
発
さ
れ
た
思
惟
の
世
界
な
の

で
あ
る
。
紫
の
上
の
内
界
に
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
見
と
お
さ
れ
た
無
常
の
「

世
の
中
」
が
あ
る
ば
か
り
で
、
源
氏
や
女
三
宮
、
六
条
院
で
泣
き
み
笑
ひ
み
す

る
多
く
め
貴
婦
人
の
姿
や
ふ
る
ま
い
や
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
す
べ
て
が
、
遠

ざ
か
る
小
さ
な
影
に
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
発
病
し
た
紫

の
上
は
や
が
て
、
六
条
院
を
離
れ
二
条
院
に
移
さ
れ
る
が
、
は
か
な
く
無
常
な

こ
の
「
世
」
の
ど
こ
に
身
を
置
い
て
も
、
も
は
や
彼
女
の
病
い
を
癒
す
場
所
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
寒
い
の
床
で
出
家
の
許
可
を
懇
請
し
続
け
た
紫
の
上
は
、
や

が
て
あ
た
か
も
「
消
え
ゆ
く
一
露
」
．
（
四
-
醜
）
の
よ
う
に
、
静
し
か
に
息
を
引
き

と
る
の
で
あ
る
。

 
ひ
る
が
え
っ
．
て
思
う
に
、
・
紫
の
上
の
発
病
は
、
確
か
に
女
三
宮
の
降
嫁
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
深
い
苦
悩
と
悲
嘆
に
起
因
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
源

氏
に
対
す
る
決
定
的
な
不
信
感
を
、
彼
女
に
も
た
ら
し
た
。
彼
女
の
出
家
志
願

は
源
氏
の
色
好
み
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
、
発
病
は
そ
の
た
た
か
い
に
お
け
る

彼
女
の
敗
北
の
肉
体
に
よ
る
証
明
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
物
語
の
作
者
は
．

そ
れ
ら
い
っ
さ
い
を
、
無
常
の
「
世
」
に
生
き
る
人
間
の
は
か
な
い
営
み
と
し

て
描
く
べ
く
、
と
り
わ
け
紫
の
上
の
生
き
ざ
ま
の
中
に
、
そ
の
主
題
と
方
法
を

顕
証
し
よ
う
と
し
た
の
．
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
女
の
発
病
が
著
し
く
抽
象
的
と

も
い
え
る
無
常
の
「
世
」
認
識
に
由
因
す
る
、
そ
の
描
写
の
あ
り
方
に
も
、
そ

の
一
端
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
紫
の
上
の
病
気
が
物
の
怪
（
六
条
御
息
所
の
死
霊
）
の
仕
わ
ざ
で
あ

る
と
す
る
描
写
（
 
O
J
 
3
ご
一
7
～
8
 
り
O
 
q
り
）
に
つ
い
て
付
説
し
て
お
き
た
い
。
私
見
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
紫
の
上
の
発
病
が
源
氏
を
め
ぐ
っ
て
の
女
三
宮
と
の
確
執
！
i
一

心
理
的
葛
藤
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
読
者
に
了
解
さ
せ
る
た
め
の
、
作
者

の
周
到
な
用
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
当
初
か
ら
、
紫
の
上
と
宮
の
確

執
不
和
を
注
意
深
く
避
け
て
き
て
い
る
。
宮
の
人
物
像
を
際
だ
っ
て
幼
稚
な
人

柄
の
も
の
と
し
て
造
型
し
た
の
も
、
あ
る
い
は
唐
突
と
も
読
ま
れ
る
宮
と
柏
木

と
の
密
通
事
件
を
物
語
中
途
に
導
入
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
作
者
の

用
意
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
主
人
公
光
源
氏
の
理
想
の
妻
紫
の
上
に
、
嫉
妬

（18）



に
よ
る
乱
心
や
発
病
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
が
、
無
常
感
に
ま
で
昇
華
・
さ
れ
て

い
る
彼
女
の
内
面
の
苦
悩
や
悲
嘆
が
源
氏
の
色
好
み
に
遠
因
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
問
い
つ
め
る
作
者
は
、
だ
れ
を
も
傷
つ
け
な
い
方
法
で
そ
れ
を
果
す
た
め

に
、
過
去
の
怨
霊
を
呼
び
出
し
た
の
で
あ
る
。
紫
の
上
の
理
想
的
人
物
像
は
、

あ
く
ま
で
も
守
り
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
作
者
自
身
の
人
生

観
・
世
界
観
を
も
っ
と
も
よ
く
担
い
え
た
入
物
と
し
て
も
、
な
の
で
あ
る
。

（

五

 
紫
の
上
が
、
六
条
院
に
お
け
る
現
実
情
況
を
強
靱
な
意
志
と
聡
明
な
理
性
と

で
十
全
に
生
き
ぬ
き
な
が
ら
、
内
面
に
お
い
て
世
の
い
っ
遠
い
を
無
常
と
観
ず

る
認
識
を
ま
す
ま
す
深
く
し
て
い
く
自
己
矛
盾
一
よ
り
端
的
な
表
現
を
と
れ

ば
、
現
実
と
理
想
と
の
対
立
相
野
、
外
界
と
内
界
の
分
裂
背
反
、
肉
体
と
精
神

の
乖
離
の
様
相
は
、
た
と
え
ば
紫
式
部
日
記
あ
る
い
は
紫
式
部
集
な
ど
に
見
ら

れ
る
作
者
自
身
の
精
神
構
造
、
そ
の
様
態
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
も
の
と
見
と

れ
よ
う
。

・
紫
式
部
日
記
の
記
述
が
、
後
一
条
帝
の
誕
生
を
祝
っ
て
に
ぎ
わ
い
栄
え
る
土

御
門
邸
で
自
分
も
ま
た
そ
の
祝
儀
に
参
列
す
る
一
人
と
し
て
薄
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
叙
し
な
が
ら
、
い
か
に
も
唐
突
に
、
「
な
ぞ
や
、
ま
し
て
、
思
ふ
こ
と
の

少
し
も
な
の
め
な
る
身
な
う
ま
し
か
ば
、
す
き
ず
き
し
く
も
も
て
な
し
若
や
ぎ

て
、
常
な
き
世
を
も
す
ぐ
し
て
ま
し
、
め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を

見
聞
く
に
つ
け
て
も
、
た
だ
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
ひ
く
か
た
の
み
強
く
て
、

も
の
う
く
、
思
は
ず
に
、
な
げ
か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
苦
し
き
」

（
3
0
）
と
い
う
、
深
い
無
常
感
に
沈
み
ゆ
く
式
部
の
心
情
告
白
を
叙
し
、
さ
ら

に
そ
う
し
た
心
情
が
仏
教
的
な
罪
意
識
に
ま
で
昇
華
・
さ
れ
て
い
る
ζ
と
を
も
叙

紫
の
上
再
論
 
一
そ
の
「
世
（
の
中
）
」
認
識
を
め
ぐ
っ
て
一

、

し
て
い
る
こ
と
は
、
式
部
の
精
神
構
造
を
見
る
う
え
で
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ

て
き
た
。
「
世
の
い
と
は
し
き
こ
と
は
、
す
べ
て
露
ば
か
り
心
も
と
ま
ら
ず
な

り
に
て
侍
れ
ば
、
聖
に
な
ら
む
に
、
惚
覆
す
べ
う
も
侍
ら
ず
。
た
だ
ひ
た
み
ち

に
そ
む
き
て
も
、
雲
に
乗
ち
ぬ
ほ
ど
の
た
ゆ
た
ふ
べ
き
や
う
な
む
侍
る
べ
か
な

る
。
そ
れ
に
、
や
す
ら
ひ
侍
る
な
り
」
 
（
8
0
）
と
、
厭
離
繊
土
の
気
持
を
強
く

抱
き
な
が
ら
な
か
な
か
決
断
が
つ
か
な
い
自
分
を
嘆
く
叙
述
も
見
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
無
常
感
に
彩
ら
れ
だ
式
部
の
内
面
告
白
が
、
ほ
と
ん
ど
公
的
記
録
に

も
近
い
様
態
を
示
す
日
記
の
叙
述
回
申
に
挿
入
さ
れ
る
、
そ
の
不
整
合
な
文
体

そ
の
も
の
が
式
部
の
生
き
ざ
ま
を
象
徴
す
る
も
の
と
私
は
考
え
て
い
る
が
（
「

若
菜
」
上
・
下
巻
に
お
け
る
紫
の
上
造
型
が
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
式
部
自
身
の

虚
構
世
界
に
お
け
る
自
己
確
認
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
．

 
紫
式
部
集
に
あ
る
歌
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
0
）

で
に
清
水
好
子
氏
の
こ
論
考
に
も
あ
る
よ
う
に
、
は
や
く
か
ら
未
亡
人
に
な
っ

た
紫
式
部
を
．
覆
う
感
情
は
、
「
世
を
憂
し
」
と
い
う
一
語
に
尽
く
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
彼
女
の
華
や
か
な
る
べ
き
宮
廷
生
活
に
お
い
て
も
、
こ
の
一
語
を
源
泉

と
す
る
数
多
く
の
詠
歌
が
成
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
無
常
感
が
夫
宣
孝

の
早
世
に
粗
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
え
な
い
と
し
て
、
そ
う
し
た
具
・

体
的
な
体
験
に
基
く
感
情
を
い
ち
早
く
抽
象
化
、
普
遍
化
し
て
一
種
の
観
念
と

し
、
長
い
時
間
の
申
で
持
続
的
に
そ
れ
を
吟
味
し
検
証
し
よ
う
と
す
る
精
神
の

あ
り
様
に
、
私
は
式
部
の
独
特
の
人
格
ど
資
質
を
見
た
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に

私
見
を
許
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
源
氏
物
語
第
】
部
に
お
い
て
源
氏
の
正
妻

と
し
て
の
位
置
が
確
定
さ
れ
た
紫
の
上
の
人
間
像
に
、
そ
う
し
た
式
蔀
自
身
の

内
面
世
界
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
像
と
し
て
の
自
己
の
分
身
を
描

き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
氏
物
語
第
二
部
は
そ
の
よ
う
な

（ 19 ）



式
部
の
精
神
構
造
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
紫
の

上
の
「
世
」
認
識
に
も
っ
と
も
端
的
に
そ
れ
が
集
中
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

清
水
氏
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、
「
人
間
の
有
限
を
自
覚
し
、
仏
道
を
志
し
、
死
．

後
の
、
見
え
ざ
る
生
に
つ
い
て
思
い
悩
む
の
が
、
知
識
人
の
ス
タ
イ
ル
と
さ
れ

て
い
た
時
代
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
紫
式
部
な
ど
は
逆
に
、
い
た
ず
ら
に
仏
冊
に

入
り
た
い
な
ど
と
口
に
す
る
の
は
気
障
だ
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
ぐ
ら
い
だ
。

（
中
略
）
主
人
も
召
使
い
庵
、
と
も
に
現
世
の
無
常
を
嘆
き
な
が
ら
、
そ
れ
で

も
召
使
い
は
主
家
の
繁
栄
に
希
望
を
見
出
す
と
書
い
て
あ
る
ほ
う
が
、
ま
こ
と

 
 
 
 
 
 
（
注
1
1
）

の
礼
讃
に
な
っ
た
」
と
い
う
紫
式
部
日
記
、
あ
る
い
は
紫
式
部
集
の
世
界
は
、

そ
の
ま
ま
源
氏
物
語
「
若
菜
」
倉
皇
に
お
け
る
紫
の
上
の
世
界
と
重
な
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 
 
 
 
、
．
 
 
 
．

 
式
部
が
夫
に
死
別
し
た
頃
の
．
詠
歌
と
思
．
わ
れ
る
も
の
に
、
「
消
え
ぬ
間
の
身

を
も
知
る
く
朝
顔
の
 
露
と
あ
ら
そ
ふ
世
を
嘆
く
か
な
」
 
あ
る
い
は
「
若

竹
の
お
い
ゆ
く
末
を
祈
る
か
な
 
こ
の
世
を
憂
し
と
厭
ふ
も
の
か
ら
」
な
ど
が

あ
り
、
こ
ご
で
「
世
を
憂
し
」
と
嘆
ぐ
心
情
は
そ
の
ま
ま
彼
女
の
出
仕
の
時
期

に
及
び
、
 
「
初
め
て
内
裏
わ
た
り
を
見
る
に
も
、
も
の
あ
は
れ
な
れ
ば
身
の

憂
さ
は
心
の
う
ち
に
慕
ひ
来
て
」
い
ま
九
重
ぞ
思
ひ
細
る
る
」
と
の
詠
歌
を
な

し
、
以
降
同
じ
趣
き
の
数
多
く
の
詠
歌
で
一
貫
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

 
源
氏
物
語
の
執
筆
の
時
期
を
正
確
に
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
く
と

も
、
紫
式
部
日
記
の
記
述
に
あ
ら
わ
れ
る
「
源
氏
の
物
語
」
は
、
そ
の
前
後
の

叙
述
と
も
あ
わ
せ
考
え
て
、
「
薄
雲
」
巻
以
降
の
相
当
の
巻
ま
で
を
指
し
て
い

る
ら
し
い
こ
と
が
、
す
で
に
諸
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

・
に
私
見
に
よ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
寛
弘
五
、
六
年
の
時
期
が
「
若
菜
」
上
・
下
巻

の
執
筆
時
期
と
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
し
た
い
。

「
内
心
の
不
断
の
不
安
匙
不
満
之
、
毎
日
の
謙
抑
の
生
活
」
 
（
清
水
氏
）
の
申
に

あ
っ
た
当
時
の
式
部
が
こ
の
両
巻
に
お
け
る
紫
の
上
谷
に
近
接
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
満
ち
足
り
た
生
活
の
中
で
ほ
と
ん
ど
唐
突
に
世
の

無
常
を
嘆
く
紫
、
の
上
の
抽
象
思
考
、
普
遍
認
識
の
ス
タ
イ
ル
が
第
」
部
に
お
け

る
彼
女
の
人
物
像
と
著
し
く
相
異
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
、
私
は

物
語
作
者
が
に
わ
か
に
自
己
自
身
の
内
面
思
惟
を
作
中
人
物
に
移
入
し
は
じ
め

た
様
相
を
読
み
と
り
た
い
。
す
な
わ
ち
、
紫
の
上
が
直
面
し
た
現
実
情
況
か
ら

い
ち
は
や
く
世
の
無
常
を
観
じ
て
出
家
を
志
向
す
る
過
程
に
つ
い
て
、
、
作
者
が

じ
ゅ
う
ぶ
ん
確
か
な
形
象
を
獲
得
し
な
い
ま
ま
や
や
性
急
に
人
物
像
を
変
貌
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
私
は
「
若
菜
」
巻
執
筆
の

時
期
を
紫
式
部
日
記
執
筆
・
の
時
期
と
重
ね
て
み
る
こ
ど
も
で
き
る
と
思
う
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
式
部
の
日
記
自
体
は
回
想
記
述
体
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
寛
弘
七
年
四
月
を
下
る
時
期
の
成
立
と
見
な
く
て
は
な
る
ま
い
こ
と
も
確

か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
記
の
成
立
論
議
に
立
ち
入
る
こ
と
は
い
ま
の
私
の

力
量
を
超
え
る
の
で
別
の
機
会
に
試
み
る
こ
と
に
し
て
も
、
そ
の
記
述
内
容
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

精
密
さ
、
正
確
さ
を
思
え
ば
、
現
存
形
態
の
日
記
の
も
と
に
な
る
手
び
か
え
的

な
草
稿
が
は
や
く
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
寛
弘

五
、
六
年
頃
か
ら
日
付
を
追
う
形
で
さ
ま
ざ
ま
の
行
事
や
生
活
の
記
録
と
し
て

記
さ
れ
、
そ
の
中
に
日
々
の
自
己
の
感
慨
や
思
索
を
も
併
記
し
て
い
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
若
菜
」
両
巻
の
物
語
は
、
そ
の

主
題
・
構
想
・
叙
述
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
素
地
が
紫
式
部
日
記
の
記

述
中
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
の
は
、
．
私
の
偏
見
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
の
執
筆
時
期
を
重
ね
る
の
は
単
な
る
私
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、

少
く
と
も
、
「
若
菜
」
角
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
内
面
世
界
が
紫
式
部
日
記
に

（20）



叙
せ
ら
れ
て
い
る
作
者
自
身
の
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
接
し
た
も
の
で
あ
り
、
ほ

と
ん
ど
具
体
的
契
機
を
も
た
な
い
無
常
の
「
世
」
認
識
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。

 
か
く
て
、
紫
の
上
は
作
者
紫
式
部
の
も
っ
と
も
重
要
な
自
画
像
た
め
え
た
の

で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
．

 
注
1
 
大
朝
雄
二
氏
「
源
氏
物
語
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論
「
（
「
国
語
国

 
 
 
 
文
学
研
究
4
7
」
昭
4
6
・
9
、
 
「
源
氏
物
語
正
篇
の
研
究
」
所
収
）
や

 
 
 
 
野
村
精
一
氏
「
若
菜
下
」
 
（
「
国
文
学
」
昭
4
1
．
・
6
、
 
『
源
氏
物

 
 
 
 
語
の
創
造
」
所
収
）
ほ
か
参
照
。
，

 
注
2
 
秋
山
慶
氏
「
「
若
菜
」
巻
の
始
発
を
め
ぐ
っ
て
」
 
（
「
源
氏
物
語
の

 
 
 
 
世
界
」
階
3
9
・
1
2
）
ほ
か
参
照
。

 
注
3
 
重
松
信
弘
氏
「
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想
」
 
（
昭
4
2
・
8
）
謝
ペ
ー

 
 
 
 
ジ
。

 
注
4
 
拙
稿
「
紫
の
上
の
人
間
像
に
つ
い
．
て
1
第
一
部
か
ら
第
二
部
へ
の
変

 
 
 
 
貌
を
め
ぐ
っ
て
l
」
 
（
「
日
本
文
学
研
究
第
十
四
号
」
）
で
触
れ

 
 
 
 
た
。

 
注
5
 
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
四
」
 
（
小
学
館
刊
）
に
は
拾
遺
集

 
 
 
 
に
収
め
ら
れ
て
い
る
貫
之
に
贈
る
女
の
歌
一
首
の
み
を
引
く
が
、

 
 
 
 
日
本
古
典
文
学
大
系
「
源
氏
物
語
三
」
の
補
注
に
は
二
首
を
引
い

 
 
 
 
て
あ
る
。

 
注
6
 
日
本
古
典
全
書
（
池
田
亀
鑑
氏
）
は
夫
婦
の
仲
の
意
と
し
、
日
本
古
・

 
 
 
 
典
文
学
大
系
（
山
岸
徳
平
氏
）
は
世
の
中
（
世
間
）
の
意
と
し
、
日
‘

 
 
 
 
本
古
典
文
学
全
集
（
阿
部
秋
生
・
秋
山
度
・
今
井
源
衛
諸
氏
）
は
前

 
 
 
 
者
の
意
と
し
て
注
解
し
て
い
る
。
吉
沢
義
則
氏
、
玉
上
琢
弥
氏
ほ
か

紫
の
上
再
論
 
1
そ
の
「
世
（
の
申
）
」
認
識
を
め
ぐ
っ
て
一
，

 
 
 
 
多
く
が
夫
婦
仲
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
口
訳
で

 
 
 
 
は
「
世
の
中
」
と
な
っ
て
い
て
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。

 
注
7
 
小
野
村
洋
子
氏
「
源
氏
物
語
の
精
神
的
基
底
」
 
（
昭
4
5
・
4
）
㎜
～

 
 
 
 
劉
ぺ
！
ジ
。

 
注
8
 
柏
木
の
会
話
文
申
の
「
世
（
の
）
中
」
は
へ
源
氏
と
紫
の
上
の
夫
婦

 
 
 
 
の
仲
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
限
定
し
な
い

 
 
 
 
で
広
く
男
女
の
仲
の
意
が
含
ま
れ
、
そ
れ
は
さ
ら
に
一
般
的
な
世
の

 
 
 
 
中
、
す
な
わ
ち
玉
算
の
意
に
も
転
化
さ
れ
て
い
く
可
能
性
を
も
つ
。
 
、

 
注
9
 
清
水
好
子
氏
「
源
氏
物
語
の
主
題
と
方
法
-
若
菜
上
・
下
巻
に
つ

 
 
 
 
い
て
l
」
 
（
「
古
代
文
学
論
叢
第
一
輯
」
昭
4
4
・
6
）

 
注
1
0
 
清
水
好
子
氏
『
紫
式
部
」
 
（
岩
波
新
書
、
昭
4
8
・
4
）

 
注
1
1
 
注
1
0
の
書
蝿
～
照
ペ
ー
ジ
。

 
な
お
、
本
文
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
源
氏
物
語
」
 
（
岩
波
書
店

刊
）
、
岩
波
文
庫
本
『
紫
式
部
田
記
」
 
「
紫
式
部
集
」
に
よ
っ
た
。
 
（
 
）
内

に
そ
れ
ぞ
れ
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
和
5
4
年
1
0
月
）

（2！）
顧

一e


