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山
上
憶
良
晩
年
の
三
部
作
に
お
け
る
〈
言
志
〉

─
「
沈
痾
自
哀
文
」「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」

　
　「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
に
お
け
る
自
己
─小

川
靖
彦

一
、
憶
良
の
〈
言
志
〉

　

強
い
思
想
性
と
社
会
性
を
具
え
、『
萬
葉
集
』
の
中
で
も
異
彩
を
放
つ

山
上
憶
良
の
文
学
が
、
中
国
古
典
詩
の
伝
統
で
あ
る
「
詩
言
志
（
詩
は
志

を
言
ふ
）」
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
先
の
論
文

「
山
上
憶
良
と
〈
言
志（

１
）〉」

で
論
じ
た
。

　

従
来
の
萬
葉
集
研
究
に
お
い
て
も
憶
良
の
文
学
は
「
述
志
の
文
学
」
ま

た
は
「
言
志
の
文
学
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に

「
志
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
知
性
的
で
政
治
的
道
徳
的
な
も
の
に
限

定
し
た
た
め
に
、
必
ず
し
も
憶
良
の
文
学
の
本
質
を
押
さ
え
る
も
の
と
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
「
詩
者
志
之
所
也
（
詩
は
志し

の
之ゆ

く
所
な
り
）」
と
、「
詩
言
志
」
を
文
学
理

論
と
し
て
明
確
に
打
ち
出
し
た
漢
代
の
「
毛
詩
大
序
」
に
お
け
る
「
志
」

は
知
性
的
目
的
意
識
的
な
精
神
を
さ
す
が
、
一
方
で
は
そ
れ
が
感
情
や
情

動
も
含
む
こ
と
を
言
い
、
他
方
で
は
「
詩
言
志
」
が
政
治
的
道
徳
的
効
用

を
持
つ
こ
と
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
志
」
に
は
幅
が
あ
る
。

「
詩
言
志
」
の
理
念
は
中
国
文
学
史
に
お
い
て
、
こ
の
幅
の
間
を
揺
れ
動

い
て
ゆ
く
。

　

大
上
正
美
氏
は
「
志
」
を
、「
心
が
あ
る
べ
き
方
向
に
向
か
わ
ん
と
す
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る
精
神
」、
す
な
わ
ち
能
動
的
な
情
動
を
基
礎
に
置
い
た
知
性
的
目
的
意

識
的
な
精
神
と
広
く
捉
え
て
（
広
義
の
「
志
」）、
そ
の
一
部
と
し
て
、
政

治
的
道
徳
的
な
目
的
意
識
を
持
っ
た
心
の
表
明
（
狭
義
の
「
志
」）
が
あ

る
と
整
理
し
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
詩
が
時
代
と
と
も
に
狭
義
の
「
志
」

に
依
拠
し
て
、
政
治
性
道
徳
性
を
強
め
体
制
を
追
認
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
っ
た
の
に
対
し
て
、
苛
酷
な
情
況
や
、
人
間
存
在
の
有
限
性
と
い
う
絶

対
的
な
事
実
に
挫
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
か
ら
目
を
そ
ら
さ
ず
、
し
か
も

本
来
的
に
〝
か
く
生
き
た
い
〟
と
願
い
、
そ
れ
を
文
学
の
場
で
問
い
続
け

る
と
い
う
、
広
義
の
「
志
」
に
基
づ
く
「
詩
言
志
」
本
来
の
精
神
が
曹

植
・
阮
籍
・
嵆
康
・
陶
淵
明
ら
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
た（

２
）。

　

私
は
大
上
氏
の
見
解
に
従
い
、
広
義
の
「
志
」
に
基
づ
く
「
詩
言
志
」

を
、〈
言
志
〉
と
表
記
し
た
。
貧
窮
や
病
苦
と
い
う
苛
酷
な
情
況
、
老
い

と
死
と
い
う
絶
対
的
事
実
を
真
正
面
か
ら
見
つ
め
な
が
ら
、〝
か
く
生
き

た
い
〟
と
願
い
続
け
た
憶
良
の
文
学
は
、
ま
さ
に
〈
言
志
〉
の
文
学
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
政
治
的
社
会
的
に
厳
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
中
で
〈
言

志
〉
の
精
神
を
貫
い
た
曹
植
ら
と
異
な
り
、
憶
良
は
忠
良
な
律
令
官
人
と

し
て
生
涯
を
全
う
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
律
令
官
人
、
あ
る
い
は
「
人
間
と

文
化
と
道
義
に
対
す
る
責
任
者
」
た
る
「
士
人（

３
）」

と
し
て
の
自
覚
が
強
く

前
面
に
出
た
作
品
に
お
い
て
は
、「
志
」
は
政
治
的
道
徳
的
な
目
的
意
識

を
持
っ
た
心
の
表
明
（
狭
義
の
「
志
」）
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
根
底
に
は
〝
か
く
生
き
た
い
〟
と
い
う
〈
言
志
〉
の
精
神
が
常
に
存
在

し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

大
上
氏
に
よ
れ
ば
、〈
言
志
〉
の
中
核
に
は
「
対
自
性
」（「
か
く
あ
る

自
己
と
か
く
あ
る
べ
き
自
己
を
表
現
の
場
で
問
う
こ
と（

４
）」）

が
あ
る
。
憶

良
の
作
品
の
殆
ど
は
、
⑴
実
際
に
歌
を
贈
る
相
手
を
想
定
し
た
、
ま
た
は

⑵
作
中
で
他
者
の
心
を
想
像
し
た
対
他
的
な
作
品
で
あ
る
。
そ
の
中
に

あ
っ
て
、
最
晩
年
の
天
平
五
年
（
七
三
三
）
六
月
三
日
作
の
「
沈
痾
自
哀

文
」「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」「
老
身
重
病
經
年
辛

苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」（
５
・
八
九
七
～
九
〇
三
）
の
三
篇
は
、
他
者
に

謹
上
す
る
こ
と
を
想
定
せ
ず
、
自
己
と
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
憶
良
の

〈
言
志
〉
が
直
接
的
な
形
で
果
た
さ
れ
た
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

従
来
の
萬
葉
集
研
究
に
お
い
て
、
憶
良
の
文
学
の
「
述
志
性
」「
言
志

性
」
を
考
察
す
る
際
に
、
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た（

５
）こ

れ
ら
の
三

篇
に
む
し
ろ
、
憶
良
の
〈
言
志
〉、
ま
た
憶
良
の
文
学
に
お
け
る
対
自
性

と
対
他
性
の
独
自
な
関
わ
り
方
を
考
察
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　

以
上
が
先
の
論
文
「
山
上
憶
良
と
〈
言
志
〉」
の
骨
子
で
あ
る
（
詳
細

は
こ
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
本
論
は
こ
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
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三
篇
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
と
自
己
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
、
憶
良
の

〈
言
志
〉
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

二
、
天
平
五
年
の
作
品
群
に
つ
い
て
の
研
究
史
上
の
問
題
点

　

三
篇
の
作
品
の
題
・
題
詞
と
左
注
は
以
下
の
よ
う
な
特
異
な
形
式
と

な
っ
て
い
る
。

沈
痾
自
哀
文 

山
上
憶
良
作

悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序

老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
長
一
首

短
六
首

　
　

天
平
五
年
六
月
丙
申
朔
三
日
戊
戌
作

　

作
者
名
が
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
題
の
下
に
の
み
記
さ
れ
、
ま
た
制
作
年

次
を
記
す
左
注
が
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
の
後
に
の

み
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
『
萬
葉
集
』
に
他
に
例
を
見
ず
、
三
篇
の
一
体

性
を
強
く
窺
わ
せ
る
。
萬
葉
集
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
形
式
的
特
徴
に

加
え
、
三
篇
の
テ
ー
マ
が
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を

一
体
の
作
品
と
捉
え
る
こ
と
が
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
一
体
と
捉
え
な
が
ら
も
、
三
篇
に
組
織
的
な
関
連
を
見
る
こ

と
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
る
。
三
篇
を
初
め
て
「
連
作
」
と
把
握
し
た

の
は
伊
藤
博
氏
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
三
篇
の
関
係
に
つ
い
て
は
具
体
的

説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い（

５
）。

後
年
の
『
萬
葉
集
釈
注
』
で
、「
悲
歎
俗
衜

假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
に
は
「
沈
痾
自
哀
文
」
よ
り
も
「
思

索
の
深
ま
り
が
感
じ
ら
れ（

６
）」、

ま
た
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌

七
首
」
は
「
前
の
漢
詩
文
の
思
索
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
る
の
で
、
振
動
が

激
し
い（

７
）」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
三
篇
が
書
き
継
が
れ
て
ゆ
く

中
で
の
思
索
の
深
化
や
感
情
の
展
開
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え

る
。

　

さ
ら
に
中
西
進
氏
は
、
三
篇
は
綜
合
的
な
意
図
の
上
に
な
る
よ
う
に
見

え
る
も
の
の
そ
れ
は
無
意
識
の
結
果
で
あ
る
と
、
三
篇
の
組
織
的
関
連
性

を
強
く
否
定
し
た
。
中
西
氏
は
三
篇
を
「
連
続
的
な
心
情
の
中
で
作
ら
れ

た
」
も
の
と
捉
え
、「
沈
痾
自
哀
文
」
を
詠
嘆
に
終
始
す
る
エ
チ
ュ
ー

ド
、「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
は
そ
の
未
整
理
な

嗟
嘆
を
明
晰
な
論
理
の
力
に
よ
っ
て
払
拭
し
た
憶
良
の
文
学
の
到
達
点
、

そ
し
て
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
は
そ
の
残
喘
の
よ
う

な
呼
吸
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
説
明
し
た（

８
）。

こ
の
中
西
氏
の
説
以
後
、

三
篇
に
つ
い
て
の
議
論
は
概
ね
、
三
篇
の
順
序
に
心
情
の
連
続
的
展
開
を

認
め
る
こ
と
を
前
提
に
、「
悲
歎
俗
道
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」

と
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
の
ど
ち
ら
を
憶
良
の
到
達



國學院雜誌　第 116 巻第 1号（2015） ─ 162 ─

点
と
見
る
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る（

９
）。

　

し
か
し
、
三
篇
の
順
序
を
そ
の
ま
ま
憶
良
の
心
情
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス

と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
三
篇
を
そ
の
順
序
に
即

し
て
〝
憶
良
の
内
面
の
物
語
〟
と
し
て
読
み
込
ん
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

神
亀
五
年
（
七
二
八
）
に
漢
文
・
漢
詩
・
や
ま
と
歌
（
５
・
七
九
四
～

七
九
九
）
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
文
体
に
よ
る
作
品
群
を
一
体
と
し
て
、

大
伴
旅
人
の
妻
へ
の
哀
悼
を
多
面
的
に
表
現
し
た
憶
良
か
ら
す
れ
ば
、

「
沈
痾
自
哀
文
」
を
執
筆
す
る
時
点
で
、
既
に
や
ま
と
歌
の
制
作
は
当
然

視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
三
篇
は
、
私
の
先
の
論
文
「
山
上
憶
良
と
〈
言
志）

（1
（

〉」

で
論
じ
た
よ
う
に
、
老
い
の
苦
し
み
や
病
の
重
篤
化
の
中
で
偶
然
に
制
作

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
七
十
有
四
」（「
沈
痾
自
哀
文
」）
と
い
う
年
齢

に
な
っ
た
こ
と
を
強
く
意
識
し
、
迫
り
く
る
死
を
前
に
自
己
と
向
き
合

い
、「
生
と
死
」
と
は
何
か
を
問
う
べ
く
極
め
て
自
覚
的
に
作
り
上
げ
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

作
品
の
制
作
の
日
付
や
そ
の
時
の
年
齢
を
記
す
こ
と
は
、
中
国
古
典
詩

に
お
い
て
決
し
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
く
、〈
言
志
〉
の
詩
人
が
特
定
の

情
況
下
で
の
自
己
の
内
部
体
験
を
一
回
限
り
の
も
の
と
し
て
記
し
止
め
る

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。
憶
良
が
「
沈
痾
自
哀
文
」
に
「
是
時
年
七
十
有

四
（
こ
の
時
に
年
は
七
十
有
四
）」
と
自
ら
の
年
齢
を
態
々
具
体
的
に
記
し
た

の
は
、
孔
子
の
没
年
齢
七
十
三
歳
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
と
思
わ
れ

る）
（1
（

。
憶
良
は
生
涯
の
指
針
と
し
て
き
た
儒
教
の
始
祖
孔
子
の
没
年
齢
を
超

え
て
未
踏
の
世
界
に
入
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
、
死
へ
の
不
安
を
痛
切
に
覚

え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

三
篇
に
は
死
期
に
対
す
る
強
い
関
心
が
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
。

⑴
抱
朴
子
曰
、
人
但
不
知
其
當
死
之
日
、
故
不
憂
耳
。
若
誠
知
、
刖

劓
可
得
延
期
者
、
必
將
爲
之
。（
抱
朴
子
曰
く
、「
人
は
但た

だ

そ
の
当ま

さ

に
死
ぬ

べ
き
日
を
知
ら
ず
、
故
に
憂
へ
ざ
る
の
み
。
若も

し
誠
に
知
り
、
刖げ

つ

劓ぎ

し
て
期ご

を
延

ぶ
る
こ
と
得
べ
け
れ
ば
、
必
ず
将
に
こ
れ
を
為
さ
む
と
す
」
と
い
ふ
。）

（「
沈
痾
自
哀
文
」）

⑵
況
乎
、
縦
覺
始
終
之
恒
數
、
何
慮
存
兦
之
大
期
者
也
。（
況い

は
むや

、
縦た

と

ひ
始
終
の
恒こ

う

数す
う

を
覚
る
と
も
、
何
ぞ
存そ

ん

亡ば
う

の
大だ

い

期ご

を
慮

お
も
ひ
は
から

む
。）

 

（「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」）

⑶
…
こ
と
こ
と
は　

死
な
な
と
思
へ
ど
…

 

（「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」）

　
「
沈
痾
自
哀
文
」
で
は
、
死
期
を
知
ら
ず
に
安
穏
と
日
々
を
送
る
人
間

の
愚
か
さ
言
う
『
抱
朴
子
』
の
一
節
で
あ
る
⑴
を
引
用
し
て
、
摂
生
を
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怠
っ
て
き
た
我
が
身
を
省
み
る
。
死
期
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ

を
延
ば
す
た
め
い
か
な
る
努
力
も
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
に
、
と
い
う
苦
い

思
い
を
こ
の
引
用
に
託
し
て
い
る
。

　
「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
の
序
の
末
尾
の
一
文

で
あ
る
⑵
の
解
釈
は
諸
説
あ
る
が
、
最
新
の
富
原
カ
ン
ナ
氏
の
説
に
よ
れ

ば
、〝
ま
し
て
や
、
た
と
え
人
生
に
始
終
が
あ
る
と
い
う
定
め
を
解
き
明

か
し
た
と
し
て
も
、
死
期
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
案
じ
て
何
に
な
ろ
う
か
、

そ
の
必
要
は
な
い
〟
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
実
際
の
死
期
が
い
つ
か
に
つ

い
て
心
を
煩
わ
せ
て
も
仕
方
が
な
い
と
、
自
分
自
身
に
強
く
言
い
聞
か
せ

て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
そ
の
悟
り
済
ま
し
た
か
の
よ
う
な
言
い
方
の
裏
に

は
、
逆
に
強
烈
な
ま
で
の
死
期
へ
関
心
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
の
長
歌
（
５
・
八
九
七
）

の
老
い
と
病
の
苦
し
さ
に
〝
同
じ
こ
と
な
ら
ば
死
ん
で
し
ま
お
う
〟
と
い

う
表
現
⑶
は
、
こ
の
世
を
肯
定
的
に
捉
え
、
相
聞
歌
の
修
辞
的
な
表
現
を

除
い
て
死
へ
の
願
望
を
歌
わ
な
い
『
萬
葉
集
』
の
中
で
は
異
例
で
あ
る
。

こ
れ
も
死
期
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
が
、
極
限
的
情
況
の
中
で
発

し
た
こ
と
ば
に
他
な
ら
な
い
。
死
期
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
死
へ
の

願
望
が
き
ざ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
三
篇
に
は
仏
教
語
が
駆
使
さ
れ
、
仏
典
に
由
来
す
る
辞
句
も
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
の
、
仏
教
の
死
生
観
で
あ
る
死
後
の
生
、
来
世
の

応
報
に
考
え
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
現
世
の
範
囲
に
踏
み
止
ま
っ
て
「
生

と
死
」
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
東
晋
以
降
、
中
国
の
知
識
人
た
ち
が

仏
教
の
三
世
輪
廻
を
受
容
し
、
来
世
の
応
報
を
信
じ
る
こ
と
を
最
善
の
生

き
方
と
し
た
こ
と
や）

（1
（

、
こ
れ
を
め
ぐ
る
儒
教
と
仏
教
の
間
の
論
争
に
つ
い

て
、
憶
良
が
知
識
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
そ
う
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
憶
良
は
三
篇
に
お
い
て
、
死
後
を
不
可
知
と
す
る
儒
教

の
立
場
を
意
識
的
に
選
び
取
っ
た
と
言
え
る
。

　

孔
子
の
没
年
齢
を
超
え
た
未
知
の
領
域
で
、
自
ら
の
死
期
を
強
く
意
識

し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
現
世
の
範
囲
内
で
、「
生
と
死
」
と
は
何
か
を

極
限
ま
で
意
志
的
に
追
究
し
よ
う
と
し
た
の
が
三
篇
な
の
で
あ
る
。

三
、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
自
己
意
識

　

三
篇
は
い
ず
れ
も
直
接
的
に
自
己
と
向
き
合
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
で
自
己
の
あ
り
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
互
い
に

齟
齬
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
逆
に
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
し
た
も
の

と
し
て
読
む
と
、
自
己
の
あ
り
方
に
は
何
か
し
ら
充
足
し
な
い
も
の
を
感

じ
さ
せ
る
。
こ
の
齟
齬
感
と
不
充
足
感
が
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
三

篇
に
憶
良
の
心
情
の
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
〝
憶
良
の
内
面
の
物
語
〟
を

読
み
込
ま
せ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
あ
り
方
は
、
漢
文
、
序
と
漢
詩
、
や
ま

と
歌
と
い
う
異
な
る
文
体
の
可
能
性
と
限
界
を
秤
量
し
な
が
ら
、
意
図
的

に
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

「
沈
痾
自
哀
文
」
は
本
文
が
六
五
七
字
、
そ
し
て
本
文
の
所
々
に
合
計
五

五
五
字
に
も
及
ぶ
自
注
が
書
き
加
え
ら
れ
た
大
規
模
な
漢
文
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
次
の
よ
う
に
七
段
に
分
け
ら
れ
る
（「
新
日
本
古
典
文
学
大

系
」
に
拠
る
）。

⑴
竊
以
、
朝
夕
佃
⻝
山
野
者
、
犹
無
災
害
、
而
得
度
世
。
…
〔
自
分

が
な
ぜ
重
い
病
に
罹
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
〕

⑵

沈
痾
已
來
、
年
月
稍
多
。
…
〔
老
い
に
病
を
加
え
、
思
う
よ
う
に
身

体
が
動
か
な
い
〕

⑶
吾
以
身
已
穿
俗
、
心
亦
累
塵
、
欲
知
禍
之
所
伏
、
…
〔
名
医
を
得
て

治
療
を
受
け
た
い
が
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
〕

⑷
命
根
旣
盡
、
終
其
天
年
、
尙
爲
哀
。
…
〔
寿
命
の
半
ば
で
死
に
、
若
く

し
て
病
に
罹
る
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
は
な
い
〕

⑸
帛
公
略
説
曰
、
伏
思
自
勵
、
以
斯
長
生
…
〔
生
命
ほ
ど
貴
重
で
重
大

な
も
の
は
な
い
〕

⑹
惟
以
、
人
無
賢
愚
、
世
無
古
今
、
咸
悉
嗟
歎
。
…
〔
全
て
の
人
が
時

の
流
れ
を
嘆
い
て
き
た
〕

⑺
若
夫
群
生
品
類
、
莫
不
皆
以
有
盡
之
身
、
並
求
無
窮
之
命
。
…

〔
長
生
き
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
せ
め
て
病
を
取
り
除
い
て
ほ
し
い
〕

　

⑴
か
ら
⑷
で
病
の
苦
し
み
を
嘆
き
、
⑸
⑹
で
生
命
の
貴
さ
と
、
無
窮
の

命
を
得
る
こ
と
の
で
き
ぬ
人
間
の
哀
し
み
を
述
べ
、
⑺
で
長
生
が
叶
わ
な

い
の
な
ら
ば
、
せ
め
て
今
す
ぐ
病
を
取
り
除
い
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
、
と

い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
表
現
の
特
徴
は
、「
我
」「
吾
」
と
い
う
一
人
称
を

多
用
し
て
（
７
箇
所
）、
病
の
苦
し
み
を
悲
嘆
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
冒

頭
の
⑴
で
は
日
々
殺
生
の
罪
を
犯
し
て
も
生
涯
を
無
事
に
終
え
る
者
と
自

分
を
引
き
比
べ
て
、
次
の
よ
う
に
嘆
く
（
傍
線
は
引
用
者
、
注
は
一
行
書
と
す

る
、
以
下
同
）。

況
乎
、
我
從
胎
生
、
迄
于
今
日
、
自
有
修
善
之
志
、
曾
無
作
惡
之

心
。
謂
聞
諸
惡
莫
作
、
諸
善
奉
行
之
敎
也
。 

所
以
、
禮
拜
三
寶
、
無
日
不

勤
、
毎
日
誦
經
、
發
露
懺
悔
也
。 

敬
重
百
神
、
鮮
夜
有
闕
。
謂
敬
拜
天
地
諸
神

等
也
。 

嗟
乎
媿
哉
。
我
犯
何
罪
、
遭
此
重
疾
。
謂
未
知
過
去
所
造
之
罪
、
若

是
現
歬
所
犯
之
過
。
無
犯
罪
過
、
何
獲
此
病
乎
。（
況い

は
むや

、
我
胎た

い

生し
や
うよ

り
今
日
に
迄い

た

る

ま
で
、
自
ら
修

し
ゆ
う

善ぜ
ん

の
志
あ
り
て
、
曾か

つ

て
作さ

悪あ
く

の
心
な
き
や
。〔
諸
悪
莫ま

く

作さ

、
諸
善
奉
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行
の
教
へ
を
聞
く
こ
と
を
謂
ふ
。〕
所こ

の

以ゆ
ゑ

に
三
宝
を
礼ら

い

拝は
い

し
て
、
日
と
し
て
勤
め
ず
と

い
ふ
こ
と
な
く
、〔
日
毎ご

と

に
経
を
誦
し
、
発ほ

つ

露ろ

懺さ
ん

悔げ

す
。〕
百
神
を
敬け

い

重ち
よ
うし

て
、
夜
と

し
て
闕か

く
る
こ
と
あ
る
こ
と
鮮す

く
なし

。〔
天
地
の
諸

も
ろ
も
ろの

神か
み

等た
ち

を
敬
拝
す
る
こ
と
を
謂
ふ
。〕

嗟あ

乎あ

媿は
づ
かし

き
か
も
、
我
何
の
罪
を
犯
し
て
か
、
こ
の
重
疾
に
遭
へ
る
。〔
未
だ
過

去
に
造
り
し
所
の
罪
か
、
若も

し
く
は
こ
れ
現
前
に
犯
す
所
の
過
ち
な
る
か
知
ら
ざ
る
を
謂

ふ
。
罪
過
を
犯
す
こ
と
な
く
し
て
、
何
ぞ
こ
の
病
を
獲
む
や
。〕）

　

生
ま
れ
て
こ
の
か
た
修
善
の
志
を
持
ち
、
三
宝
・
百
神
を
礼
拝
敬
重
し

て
き
た
「
我
」
が
な
ぜ
重
い
病
に
罹
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
述
べ

る
。
他
者
と
自
分
と
を
区
別
す
る
意
識
、
そ
し
て
善
行
を
積
ん
で
き
た
自

分
へ
の
自
負
と
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
病
に
罹
っ
た
こ
と
ゆ
え
の
、
自
負

へ
の
裏
返
し
と
し
て
の
羞
恥
が
、「
我
」
と
い
う
一
人
称
を
押
し
出
し
て

い
る
。

　
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
自
己
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
強
烈
な
自
己
意
識
と

し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
続
く
⑵
で
は
自
分
の
病
苦
が
い

か
に
辛
い
か
を
誇
張
も
交
え
て
詳
細
に
記
し
、
⑶
で
は
治
療
の
た
め
に
尽

く
し
て
き
て
た
空
し
い
努
力
を
並
べ
立
て
る
。

　
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
⑸
⑹
で
は
人
間
に
と
っ
て
生
命
が
い
か
に
貴
い
も

の
か
を
述
べ
、
⑺
を
「
若
夫
群
生
品
類
、
莫
不
皆
以
有
盡
之
身
、
並
求
無

窮
之
命
（
若
し
そ
れ
群ぐ

ん

生し
や
う

品ほ
ん

類る
い

、
皆
尽
く
る
こ
と
あ
る
身
を
以
て
、
並な

ら

び
に
窮
ま
り

な
き
命
を
求
め
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
）」
と
書
き
出
し
、
人
間
、
さ
ら
に
は
生

き
と
し
生
け
る
も
の
に
つ
い
て
の
生
と
死
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
議
論
に

踏
み
出
し
な
が
ら
、
結
局
そ
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
中
で
も
、
自
分

こ
そ
が
最
も
不
幸
だ
と
い
う
結
論
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。

今
吾
爲
病
見
惱
、
不
得
臥
坐
。
向
東
向
西
、
莫
知
所
爲
。
無
福
至

甚
、
惣
集
于
我
。
人
願
天
從
。
如
有
實
者
、
仰
願
、
頓
除
此
病
、
賴

得
如
平
。（
今
吾
病
の
た
め
に
悩
ま
さ
れ
て
、
臥ぐ

わ

坐ざ

す
る
こ
と
得
ず
。
東
に
向

か
ひ
西
に
向
か
ひ
て
、
為
す
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
な
し
。
福
な
き
こ
と
の
至
り
て

甚
だ
し
く
、
惣す

べ

て
我
に
集
ま
る
。「
人
願
へ
ば
天
従
ふ
」
と
い
ふ
。
如も

し
実ま

こ
とあ

れ

ば
、
仰
ぎ
て
願
は
く
は
、
頓

た
ち
ま
ちに

こ
の
病
を
除
き
て
、
頼よ

り
て
平つ

ね

の
如
く
な
る
こ

と
得
む
と
。）

　

長
生
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
場
合

に
は
病
の
な
い
こ
と
が
幸
い
な
の
に
、
病
で
身
動
き
さ
え
で
き
ぬ
自
分
に

は
全
て
の
不
幸
が
集
ま
っ
て
い
る
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
自
己
に
は
強
烈
な
自
己
意
識
が
認
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
中
西
進
氏
は
右
の
⑺
の
末
尾
の
文
章
に
つ
い
て
「
憶

良
の
生
身
の
人
間
性
」
を
見
た
が）

（1
（

、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
自
己
は
、
あ
く

ま
で
も
憶
良
そ
の
人
の
個
人
史
と
身
体
と
密
着
し
て
い
る
と
言
え
る）

（1
（

。
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さ
ら
に
「
沈
痾
自
哀
文
」
で
は
、
自
己
が
救
い
主
に
訴
え
か
け
る
と
い

う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
⑶
の
末
尾
の

若
逢
垩
醫
神
藥
者
、
仰
願
、
割
刳
五
藏
、
抄
探
百
病
、
尋
逹
膏
肓
之

隩
處
、
肓
鬲
也
。
心
下
爲
膏
。
攻
之
不
可
、
逹
之
不
及
、
藥
不
至
焉
。 

欲
顯
二
豎

之
逃
匿
。
謂
晋
景
公
疾
、
秦
醫
緩
視
而
還
者
、
可
謂
爲
鬼
所
殺
也
。（
若も

し
聖
医
神
薬

に
逢
は
ば
、
仰
ぎ
て
願
は
く
は
、
五
蔵
を
割
刳
し
て
、
百
病
を
抄
探
し
、
膏か

う

肓
く
わ
う

の
隩あ

う

所し
よ

に
尋
ね
達い

た

り
、〔
膏
は
鬲
な
り
。
心
の
下
を
膏
と
為
す
。
こ
れ
を
攻を

さ

む
る
も
可
な

ら
ず
。
こ
れ
を
達と

ほ

す
も
及
ば
す
。
薬
も
至
ら
ず
。〕
二
豎
の
逃
れ
匿
れ
た
る
を
顕
は
さ

む
と
欲お

も

ふ
。〔
晋
の
景
公
の
疾
み
て
、
秦
の
医
緩
の
視
れ
ど
も
還
り
し
こ
と
を
謂
ふ
。
鬼

の
為
に
殺
さ
る
と
謂
ふ
べ
し
。〕）

や
⑺
の
末
尾
の
「
人
願
天
從
。
如
有
實
者
、
仰
願
、
頓
除
此
病
、
賴
得
如

平
」
は
も
ち
ろ
ん
、
⑴
の
「
嗟
乎
媿
哉
。
我
犯
何
罪
、
遭
此
重
疾
」
も
不

条
理
を
救
い
主
に
訴
え
た
言
葉
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

辰
巳
正
明
氏
は
、「
懺
悔
」
を
述
べ
た
沈
約
「
捨
身
願
疏
」
や
蕭
子
良

『
浄
住
子
浄
行
法
門
』
な
ど
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
自
分
の
罪
を
深
く
懺

悔
し
、
長
命
を
願
う
「
沈
痾
自
哀
文
」
が
「
懺
悔
文
」
と
し
て
の
意
味
を

持
つ
と
捉
え）

（1
（

、
東
茂
美
氏
は
、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
基
調
は
六
朝
文
の
一

つ
で
あ
る
「
懺
悔
文
」
の
類
に
拠
る
と
推
測
し
た）

（1
（

。

　
「
沈
痾
自
哀
文
」
が
「
懺
悔
文
」
に
学
ん
だ
可
能
性
は
あ
り
得
る
。
し

か
し
、「
懺
悔
文
」
が
仏
に
対
す
る
絶
対
的
な
帰
依
を
表
白
す
る
の
に
対

し
て
、「
沈
痾
自
哀
文
」
は
救
い
主
を
全
面
的
に
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
⑶
の
末
尾
の
「
仰
願
」
は
、「
若0

逢
垩
醫
神
藥
者
」
と
い
う
仮
定

の
上
で
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
自
注
で
は
そ
の
願
い
を
過
去
の
名
医
さ

え
も
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。
⑺
の
末
尾
の
「
仰
願
」
も
、
や

は
り
「
如0

有
實
者
」
と
い
う
仮
定
の
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
⑴
の
「
嗟
乎

媿
哉
。
我
犯
何
罪
、
遭
此
重
疾
」
に
し
て
も
、
あ
た
か
も
救
い
主
に
食
っ

て
掛
か
る
か
の
よ
う
な
気
息
で
あ
る
。

　

憶
良
は
救
い
主
に
訴
え
か
け
る
文
体
に
よ
っ
て
、
救
い
主
へ
の
絶
対
的

帰
依
を
誓
う
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
己
の
嘆
き
を
増
幅
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
他
者
を
想
定
す
る
こ
と
で
自
己
の
嘆
き
を
増
幅
す
る
こ
と

は
自
注
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
⑵
の
次
の
自
注
で
あ
る
。

四

不
動
、
百
節
皆
疼
、
身
體
太
重
、
犹
負
鈞
石
。
廿
四
銖
爲
一
兩
、
十

六
兩
爲
一
斤
、
卅
斤
爲
一
鈞
、
四
鈞
爲
一
石
、
合
一
百
廿
斤
也
。（
四
支
動
か
ず
、
百
節

皆
疼ひ

ひ
らき

、
身
体
太は

な
はだ

重
き
こ
と
、
猶
し
鈞
石
を
負
ふ
が
ご
と
し
。〔
二
十
四
銖
を

一
両
と
為
し
、
十
六
両
を
一
斤
と
為
し
、
三
十
斤
を
一
鈞
と
為
し
、
四
鈞き

ん

を
一
石せ

き

と
為
す
。

合
せ
て
一
百
二
十
斤
な
り
。〕）
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身
体
の
重
い
こ
と
が
、
鈞
石
を
背
負
う
よ
う
だ
と
言
い
、
自
注
で
そ
の

重
さ
に
つ
い
て
細
か
く
説
明
す
る
。
自
分
の
覚
え
と
し
て
記
し
た
と
い
う

よ
り
は
、
他
者
に
身
体
の
重
い
感
覚
を
生
々
し
く
伝
え
る
た
め
の
説
明
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
知
識
人
で
あ
る
律
令
官
人
を
読
者
と

し
て
具
体
的
に
想
定
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
当
然
度
量
衡
の
知
識

を
持
っ
て
い
た
律
令
官
人
に
対
し
て
こ
こ
ま
で
初
歩
的
な
説
明
は
不
要
で

あ
る
。
こ
の
自
注
は
具
体
的
読
者
を
想
定
し
て
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
他

者
に
説
明
す
る
と
い
う
構
え
に
よ
っ
て
、
自
己
の
苦
し
み
を
言
い
尽
く
そ

う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

11
（

。

　
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
自
己
と
は
強
烈
な
自
己
意
識
を
持
っ
た
、
生
身
の

憶
良
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
嘆
き
を
即
自
的
に
吐
露
す
る
の
で
は
な

く
、
他
者
に
訴
え
か
け
、
説
明
す
る
と
い
う
構
え
に
よ
っ
て
そ
れ
を
増
幅

し
な
が
ら
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
に

　
　
お
け
る
他
者
に
開
か
れ
た
自
己

　

次
に
「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
（
俗
道
の
仮
に
合
ひ

て
即
ち
離
れ
、
去
り
易
く
留
ま
り
難
き
こ
と
を
悲
歎
す
る
詩
一
首
序
を
并あ

は

せ
た
り
）」

の
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
は
引
用
者
）。

悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
、
易
去
難
留
詩
一
首
并
序

Ａ
竊
以
、
釋
慈
之
示
敎
、
謂
釋
氏
慈
氏
。 

先
開
三
歸
、
謂
歸
依
佛
法
僧
。 

五

戒
而
化
法
界
、
謂
一
不
殺
生
、
二
不
偸
盗
、
三
不
邪
婬
、
四
不
妄
語
、
五
不
飮
酒
也
。

周
孔
之
垂
訓
、
歬
張
三
綱
、
謂
君
臣
父
子
夫
婦
、
五
敎
以
濟
邦
國
。
謂
父

義
、
母
慈
、
兄
友
、
弟
順
、
子
孝
。
故
知
、
引
導
雖
二
、
得
悟
惟
一
也
。

Ｂ
但
以
、
世
無
恒
質
、
所
以
陵
谷
更
變
、
人
無
定
期
、
所
以
壽
夭
不

同
。
擊
目
之
閒
、
百
齢
已
盡
、
申
臂
之
頃
、
千
代
亦
空
。
旦
作
席
上

之
主
、
夕
爲
泉
下
之
客
。
白
馬
走
來
、
黃
泉
何
及
。

上
靑
松
、
空

懸
信
劍
、
野
中
白
楊
、
但
吹
悲
風
。
是
知
、
世
俗
本
無
隱
遁
之
室
、

原
野
唯
有
長
夜
之
䑓
、
先
垩
已
去
、
後
賢
不
留
。
如
有
贖
而
可
免

者
、
古
人
誰
無
價
金
乎
。
未
聞
獨
存
遂
見
世
終
者
。
所
以
、
維
摩
大

士
、
疾
玉
體
于
方
丈
、
釋
迦
能
仁
、
掩
金
容
于
雙
樹
。

Ｃ
內
教
曰
、
不
欲
黑
闇
之
後
來
、
莫
入
德
天
之
先
至
。
德
天
者
生
也
。
黒
闇

者
死
也
。
故
知
、
生
必
有
死
、
死
若
不
欲
、
不
如
不
生
。

Ｄ
況
乎
、
縦
覺
始
終
之
恒
數
、
何
慮
存
兦
之
大
期
者
也
。

　
　

俗
道
變
化
犹
擊
目　

人
事
經
紀
如
申
臂

　
　

空
與
浮
雲
行
大
虛　

心
力
共
盡
無
所
寄　
　
　
　

（
Ａ
竊ひ

そ
かに

以お
も
ひみ

る
に
、
釈
慈
の
教
を
示
す
や
〔
釈
氏
と
慈
氏
と
を
謂
ふ
。〕、
先
に
三
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帰
を
開
き
〔
仏
法
僧
に
帰
依
す
る
を
謂
ふ
。〕、
五
戒
に
し
て
法
界
を
化け

し
〔
一
に
不
殺

生
、
二
に
不
偸
盗
、
三
に
不
邪
婬
、
四
に
不
妄
語
、
五
に
不
飲お

ん

酒じ
ゆ

を
謂
ふ
〕、
周
孔
の
訓

を
し
へ

を
垂
る
る
や
、
前さ

き

に
三さ

ん

綱か
う

を
張
り
〔
君
臣･

父
子･

夫
婦
を
謂
ふ
。〕、
五
教
以
て
邦

国
を
済す

く

ふ
〔
父
は
義
、
母
は
慈
、
兄
は
友
、
弟
は
順
、
子
は
孝
な
る
こ
と
を
謂
ふ
。〕。
故

に
知
る
、
引
導
は
二
つ
な
り
と
雖
も
、
悟
り
を
得
る
こ
と
は
唯
一
つ
な
る
こ
と

を
。
Ｂ
た
だ
し
世
に
恒
の
質
無
く
、
所こ

の

以ゆ
ゑ

に
陵
と
谷
と
更た

が
ひに

変
は
り
、
人
に
定
ま

れ
る
期ご

無
く
、
所
以
に
寿
と
夭
と
同
じ
か
ら
ず
。
撃
目
の
間
に
、
百
齢
已
に
尽

き
、
申
臂
の
頃あ

ひ
だに

、
千
代
も
亦
空
し
。
旦あ

し
たに

席
上
の
主あ

る
じと

作な

る
も
、
夕ゆ

ふ
へに

泉
下
の

客か
く

と
為
る
。
白
馬
走
り
来
た
る
も
、
黄
泉
に
何
ぞ
及
ば
む
。
隴
上
の
青
松
は
、
空

し
く
信
剣
を
懸
け
、
野
中
の
白
楊
は
、
但た

だ

悲
風
に
吹
か
る
る
の
み
。
是こ

こ

に
知
る
、

世
俗
に
は
本
よ
り
隠
遁
の
室む

ろ

な
く
、
原
野
に
は
唯た

だ

長
夜
の
台う

て
なの

み
あ
る
こ
と
を
。

先
聖
已
に
去
り
、
後
賢
も
留
ま
ら
ず
。
如も

し
贖あ

か

ひ
て
免ま

ぬ

か
る
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
、

古
人
誰た

れ

か
価あ

た
ひの

金く
が
ねな

し
と
せ
む
や
。
未
だ
独
り
存
し
て
遂
に
世
の
終
は
り
を
見
し

者ひ
と

を
聞
か
ず
。
所こ

の

以ゆ
ゑ

に
、
維
摩
大
士
も
、
玉
体
を
方
丈
に
疾や

ま
し
め
、
釈
迦
能の

う

仁に
ん

も
、
金こ

ん

容よ
う

を
双
樹
に
掩お

ほ

ひ
た
ま
ふ
。
Ｃ
内
教
に
曰
く
、「
黒
闇
の
後の

ち

に
来
る
こ
と

を
欲ね

が

は
ず
は
、
徳
天
の
先
に
至
る
を
入
る
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
ふ
〔
徳
天
と
は

生
な
り
。
黒
闇
と
は
死
な
り
。〕。
故
に
知
る
、
生
ま
る
れ
ば
必
ず
死
ぬ
る
こ
と
あ

り
、
死
を
若も

し
欲ね

が

は
ず
は
、
生
ま
れ
ざ
る
に
如
か
ず
と
い
ふ
こ
と
を
。
Ｄ
況い

は
むや

、

縦た
と

ひ
始
終
の
恒こ

う

数す
う

を
覚
る
と
も
、
何
ぞ
存そ

ん

亡ば
う

の
大だ

い

期ご

を
慮

お
も
ひ
は
から

む
。

　

俗
道
の
変
化
す
る
こ
と
撃
目
の
ご
と
く
、　

人
事
の
経
紀
す
る
こ
と
申
臂
の
ご

と
し
。
空
し
く
浮
雲
と
と
も
に
大
虚
を
行
き
、心
力
共
に
尽
き
て
寄
る
所
な
し
。）

　
「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
で
は
、
憶
良
は
全
て

の
も
の
が
死
を
免
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
。
長
大

な
序
は
四
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
で
は
仏
教
と
儒
教
は

手
段
は
異
な
っ
て
も
こ
の
世
を
よ
り
よ
く
生
き
る
と
い
う
目
標
は
同
じ
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
、
Ｂ
で
は
そ
の
仏
教
と
儒
教
も
、
こ
の
世
の
も
の
は
全

て
死
を
免
れ
ぬ
と
い
う
定
め
を
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘

し
、
Ｃ
で
は
〝
生
と
死
は
一
体
で
あ
る
〟
と
い
う
『
大
般
涅
槃
経
』
聖
行

品
の
説
を
極
端
に
推
し
進
め
て
、
死
を
恐
れ
る
な
ら
ば
生
ま
れ
な
け
れ
ば

よ
い
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
、
Ｄ
で
は
結
局
死
期
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ

悩
ん
で
も
仕
方
が
な
い
と
慨
嘆
す
る
。
そ
し
て
、
七
言
古
詩
で
死
を
免
れ

ぬ
絶
望
感
を
詠
む
。

　
「
沈
痾
自
哀
文
」
と
異
な
り
「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首

幷
序
」
に
は
「
我
」「
吾
」
と
い
う
一
人
称
は
一
切
現
れ
な
い
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
序
と
詩
に
憶
良
の
自
己
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
序
の
「
竊
以
」
と
い
う
書
き
出
し
方
は
、
六
朝
文
の
「
懺
悔
文
」
に

も
見
え）

1（
（

、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
採
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。「
懺
悔
文
」
の
場

合
は
、
仏
に
対
し
て
遜
る
気
持
ち
を
示
す）

11
（

。「
竊
以
」
や
こ
れ
に
類
す
る

表
現
は
、『
広
弘
明
集
』
に
よ
れ
ば
、「
懺
悔
文
」
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
に
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対
し
て
自
分
の
見
解
を
開
陳
す
る
初
唐
の
文
章
に
も
し
ば
し
ば
見
る
こ
と

が
で
き
る
（
巻
第
二
十
五
）。「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷

序
」
の
場
合
、
憶
良
が
謙
遜
し
て
い
る
相
手
を
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
が
、
憶
良
が
身
を
引
い
て
、
自
分
の
独
自
の
見
解
を
打
ち
出

そ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

初
唐
の
文
章
で
は
仏
教
と
道
教
の
関
係
の
問
題
な
ど
を
あ
く
ま
で
も
論

理
的
に
議
論
し
よ
う
と
す
る
。
憶
良
も
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、

「
生
と
死
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
強
烈
な
自
己
意
識
を
持
っ
た
生
身
の
憶
良
は
直
接
的
に
は
現
れ

ず
、「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
の
自
己
は
抽
象
的

で
や
や
冷
た
い
印
象
を
与
え
る
。

　

し
か
し
、
憶
良
が
議
論
を
多
岐
に
亙
ら
せ
ず
に
、
こ
の
世
の
も
の
は
全

て
死
を
免
れ
な
い
と
い
う
一
点
に
絞
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。「
沈
痾
自
哀
文
」
で
は
病
に
苦
し
む
自
己
を
こ
の
世
で
最
も
不
幸
な

者
と
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
他
者
と
自
分
を
区
別
す
る
意
識
が
働
い
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」

で
は
自
己
を
死
の
定
め
を
免
れ
な
い
こ
の
世
の
存
在
、
死
の
定
め
を
こ
の

世
の
も
の
全
て
と
共
有
す
る
存
在
と
し
て
明
確
に
定
位
し
て
い
る
。「
沈

痾
自
哀
文
」
に
「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
を
重
ね

る
と
、
身
勝
手
な
思
い
込
み
と
も
見
え
か
ね
な
い
生
身
の
憶
良
の
苦
し
み

が
、
こ
の
世
の
も
の
全
て
の
普
遍
的
な
苦
し
み
と
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

一
方
、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
存
在
は
、「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留

詩
一
首
幷
序
」
の
抽
象
的
な
議
論
の
裏
に
激
し
い
情
動
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

序
で
憶
良
が
得
た
結
論
は
、
Ｃ
の
「
生
必
有
死
、
死
若
不
欲
、
不
如
不

生
（
生
ま
る
れ
ば
必
ず
死
ぬ
る
こ
と
あ
り
、
死
を
若
し
欲
は
ず
は
、
生
ま
れ
ざ
る
に
如

か
ず
）」
と
い
う
極
端
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
『
大
般
涅
槃
経
』

聖
行
品
の
「
不
欲
黑
闇
之
後
來
、
莫
入
德
天
之
先
至
（
黒
闇
の
後
に
来
る
こ

と
を
欲
は
ず
は
、
徳
天
の
先
に
至
る
を
入
る
る
こ
と
な
か
れ
）」
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
富
原
カ
ン
ナ
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
『
大
般
涅
槃
経
』
は
、
生
・
老
・
病
・
死
を
と
も
に

受
け
入
れ
、
生
に
も
死
に
も
こ
だ
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
い
て
お

り
、
憶
良
は
経
典
の
趣
旨
と
は
全
く
逆
の
方
向
へ
と
振
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

死
を
恐
れ
る
な
ら
ば
生
ま
れ
な
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
結
論
は
ニ
ヒ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
で
、
深
い
絶
望
感
に
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
即
物
的
な
「
沈

痾
自
哀
文
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
極
端
な
結
論
が
生
に
対
す

る
激
し
い
執
着
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
生
々
し
く
了
解
さ
れ
る
。

　
「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
を
貫
く
深
い
絶
望
感
・

無
力
感
の
裏
側
に
は
、
そ
れ
と
等
量
の
生
へ
の
強
烈
な
愛
着
が
あ
る
こ
と

を
「
沈
痾
自
哀
文
」
は
明
か
し
て
い
る
。
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五
、「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
に
お
け
る

　
　
現
実
の
概
念
化

　
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
で
は
、
さ
ら
に
「
沈
痾
自

哀
文
」
と
も
「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
と
も
異
な

る
自
己
が
現
れ
る
（
本
文
は
訓
読
文
の
み
引
用
）。

老
身
に
病
を
重
ね
、
年
を
経
て
辛た

し
な苦

み
、
児
等
を
思
ふ
に
及
ぶ
歌
七

首
長
一
首

短
六
首

た
ま
き
は
る　

う
ち
の
限
り
は 

瞻
浮
州
の
人
の
寿

よ
は
ひ

一
百
二
十
年
な
る
こ
と
を

謂
ふ　

平
ら
け
く　

安
く
も
あ
ら
む
を　

事
も
無
く　

喪
無
く
も
あ

ら
む
を　

世
の
中
の　

憂
け
く
辛
け
く　

い
と
の
き
て　

痛
き
瘡き

ず

に

は　

辛
塩
を　

注そ
そ

く
ち
ふ
が
ご
と
く　

ま
す
ま
す
も　

重
き
馬
荷
に

　

表う
は

荷に

打
つ
と　

い
ふ
こ
と
の
ご
と　

老
い
に
て
あ
る　

我あ

が
身
の

上
に　

病
を
と　

加
へ
て
あ
れ
ば　

昼
は
も　

嘆
か
ひ
暮
ら
し　

夜

は
も　

息
づ
き
明
か
し　

年
長
く　

病
み
し
渡
れ
ば　

月
累か

さ

ね　

憂う
れ

へ
吟さ

ま
よひ　

こ
と
こ
と
は　

死
な
な
と
思
へ
ど　

五さ月
蠅ば

え

な
す　

騒
く

児
ど
も
を　

打う

棄つ

て
て
は　

死
に
は
知
ら
ず　

見
つ
つ
あ
れ
ば　

心

は
燃
え
ぬ　

か
に
か
く
に　

思
い
煩
ひ　

音ね

の
み
し
泣
か
ゆ

 

（
５
・
八
九
七
）

　
　

反
歌

慰
む
る
心
は
な
し
に
雲
隠が

く

り
鳴
き
行
く
鳥
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ

 

（
５
・
八
九
八
）

す
べ
も
な
く
苦
し
く
あ
れ
ば
出い

で
走
り
去い

な
な
と
思
へ
ど
此こ

ら
に
障さ

や

り
ぬ 

（
５
・
八
九
九
）

富と
み

人ひ
と

の
家
の
子
ど
も
の
着
る
身
な
み
腐く

た

し
捨す

つ
ら
む
絁き

ぬ

綿わ
た

ら
は
も

 

（
５
・
九
〇
〇
）

荒あ
ら

栲た
へ

の
布ぬ

の

衣き
ぬ

を
だ
に
着
せ
が
て
に
か
く
や
嘆
か
む
せ
む
す
べ
を
な
み

 

（
５
・
九
〇
一
）

水み
な
わ沫

な
す
も
ろ
き
命
も
栲た

く

縄な
は

の
千
尋
に
も
が
と
願
ひ
暮
ら
し
つ

 

（
５
・
九
〇
二
）

倭し

文つ

た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど
千ち

年と
せ

に
も
が
と
思
ほ
ゆ

る
か
も 

（
５
・
九
〇
三
）

　
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
は
長
歌
で
は
、
平
安
に
生

き
た
い
と
い
う
願
い
が
、
老
い
に
病
も
加
わ
り
叶
わ
な
い
こ
と
を
嘆
き
、

あ
ま
り
の
苦
し
さ
に
死
を
思
う
が
子
を
置
い
て
は
死
ね
ず
泣
く
し
か
な
い

こ
と
を
歌
い
、
反
歌
で
は
貧
し
さ
ゆ
え
に
子
に
満
足
に
着
る
物
も
与
え
ら

れ
な
い
こ
と
を
悲
憤
し
、
永
遠
の
命
を
願
う
。
願
望
か
ら
そ
れ
を
拒
否
す
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る
現
実
へ
、
そ
の
現
実
か
ら
さ
ら
に
強
い
願
望
へ
と
い
う
螺
旋
的
構
成
が

と
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
で
は
、
憶
良

は
生
き
る
こ
と
の
根
源
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
生
の
願
望
を
改
め
て
強
く

打
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
生
身
の
憶
良
の
嘆
き
と
願
望
を
そ
の
ま
ま

歌
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、「
老
い
に
て
あ
る　

我あ

が
身
の

上
に　

病
を
と　

加
へ
て
あ
れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
、「
我あ

」
と
い
う
一

人
称
を
伴
い
な
が
ら
、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
老
い
と
病
の
苦
し
み
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
沈
痾
自
哀
文
」
の
よ
う
に
そ

れ
を
即
物
的
に
詳
し
く
記
す
こ
と
は
な
く
、
こ
の
「
我
」
に
し
て
も
必
ず

し
も
他
者
と
区
別
さ
れ
る
自
己
を
強
く
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
一
人
称
の
「
我
」「
吾
」
は
こ
こ
だ
け
に
限
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
致
事
し
た
と
は
い
え
従
五
位
下
の
位
階
を
有
し
て
い
た
憶
良

に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
位
田
八
町
と
位
分
資
人
二
十
人
と
、
年
一
回
の

位
録
（
絁
四
疋
、
綿
四
屯
、
布
二
十
九
端
、
庸
布
百
八
十
常
）
が
支
給
さ

れ
て
お
り
、
現
実
的
に
は
子
に
粗
末
な
布
の
衣
さ
え
着
せ
て
や
れ
な
い
ほ

ど
に
貧
し
か
っ
た
（
第
四
反
歌
）
と
は
考
え
ら
れ
な
い）

11
（

。
ま
た
、
七
十
四

歳
の
憶
良
に
「
五
月
蠅
な
す
騒
く
」（
長
歌
）
よ
う
な
幼
子
が
実
際
に
い

た
こ
と
も
考
え
に
く
い
。

　

憶
良
は
生
身
の
自
己
を
そ
の
ま
ま
詠
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
憶
良
の

考
え
る
普
遍
的
人
間
像
に
概
念
化
し
て
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

神
亀
五
年
（
七
二
八
）
に
完
成
し
た
「
思
子
等
歌
一
首
幷
序
」（
５
・

八
〇
二
、
八
〇
三
）
に
お
い
て
、
憶
良
は
幼
子
に
対
し
て
自
然
と
湧
き
上

が
っ
て
く
る
慈
し
み
の
心
を
、
有
限
な
こ
の
世
を
生
き
る
人
間
の
本
性
と

捉
え
て
い
た
。「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
で
憶
良
が
表

現
し
よ
う
と
し
た
も
の
も
、
病
の
苦
し
み
の
中
に
あ
っ
て
も
、
な
お
子
の

た
め
に
生
き
た
い
と
願
う
よ
う
な
人
間
の
本
性
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
憶
良
の
場
合
そ
の
慈
し
み
の
心
は
、
感
情
的
に
子
を
い
と
お

し
む
だ
け
で
な
く
、「
思
子
等
歌
一
首
幷
序
」
に
お
い
て
高
価
な
瓜
や
栗

を
子
に
も
食
べ
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
物
を
通
し
て
表

現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」

で
は
そ
の
物0

は
着
物
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
自
己
は
、
粗
末
な
布
の
衣
さ
え

満
足
に
子
に
与
え
ら
れ
な
い
貧
し
い
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
己
を
貧
し
い
者
と
し
た
の
は
、
中
国
に
お
け
る
、

「
士
人
」
に
は
常
に
貧
し
さ
が
つ
き
ま
と
う
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は
『
論
語
』
の
「
在
陳
絶
糧
、
從
者
病
莫
能
興
、

子
路
慍
見
曰
、
君
子
亦
有
窮
乎
、
子
曰
、
君
子
固
窮
、
小
人
窮
斯
濫
矣
。

（
陳
に
在い

ま

し
て
糧
を
絶
つ
。
従
者
病
み
て
能
く
興
つ
こ
と
な
し
。
子
路
慍い

か

り
て
見ま

み

え
て
曰い

は

く
、
君
子
も
亦
た
窮
す
る
こ
と
あ
る
か
。
子
の
曰

の
た
ま
はく

、
君
子
固も

と

よ
り
窮
す
。
小
人
窮
す
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れ
ば
斯
に
濫
る
。）」（
衛
霊
公
第
十
五
）
に
始
ま
り
、「
貧
者
士
之
常
也
（
貧

は
士
の
常
な
り
）」（『
列
子
』）
と
公
式
化
さ
れ
、
陶
淵
明
ら
は
こ
の
考
え
方

を
支
え
に
貧
し
さ
に
耐
え
た
。
憶
良
は
自
己
に
こ
の
よ
う
な
「
士
人
」
像

を
与
え
る
た
め
に
、
実
際
以
上
に
貧
し
さ
を
強
調
し
た
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

ま
た
、「
貧
窮
問
答
歌
一
首
幷
短
歌
」（
５
・
八
九
二
～
八
九
三
）
の
長

歌
の
後
半
で
、
困
窮
し
た
民
の
暮
ら
し
を
描
く
の
に
、
海
松
の
よ
う
に
破

れ
た
布
肩
衣
、
倒
れ
か
け
た
家
、
煙
を
立
て
な
い
か
ま
ど
、
蜘
蛛
の
巣
の

か
か
っ
た
甑
な
ど
、
存
在
し
て
い
て
も
無
い
に
等
し
い
も
の
を
取
り
上
げ

た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憶
良
に
と
っ
て
の
貧
し
さ
と
は
単
に
物

が
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
物
が
本
来
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
広
げ
る
と
、
本
来
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
が
な
い

こ
と
で
あ
る
。「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
で
も
憶
良
の

考
え
る
貧
し
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
着
物
が
な
い

こ
と
を
言
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
の
自
己
は
、

「
士
人
」
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
貧
し
さ
に
耐
え
よ
う
と
し
た
陶
淵
明

ら
と
は
異
な
り
、
高
級
な
絁
綿
を
無
駄
に
腐
ら
せ
て
い
る
「
富
人）

11
（

」
へ
の

羨
望
を
言
う
（
第
三
反
歌
）。
そ
の
羨
望
は
、
窪
田
空
穂
氏
が
「
云
つ
て

ゐ
る
こ
と
は
、
我
が
児
を
標
準
に
し
て
富
人
の
子
を
羨
ん
で
ゐ
る
如
く
に

見
え
る
が
、
心
と
し
て
は
羨
み
で
は
な
く
、『
貧
窮
問
答
』
の
極
貧
者
の

心
と
同
じ
く
、
一
種
の
憤
り
を
云
つ
た
も
の
で
あ
ら
う）

11
（

」（『
萬
葉
集
評

釈
』）
と
読
み
取
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
内
実
は
む
し
ろ
憤
り
で
あ
り
、
そ

れ
は
困
窮
す
る
民
の
心
と
変
わ
ら
な
い
。

　
「
士
人
」
を
志
向
し
つ
つ
も
、
こ
の
世
の
苦

─
仏
教
で
は
、
生
・
老
・

病
・
死
に
加
え
、
貧
窮
困
苦
も
人
身
を
受
け
た
者
が
被
ら
な
く
て
は
な
ら

ぬ
苦
と
さ
れ
た
（『
法
華
経
』
譬
喩
品
な
ど
）

─
を
、「
士
人
」
と
し
て

の
覚
悟
か
ら
も
仏
教
的
な
悟
り
か
ら
も
遠
い
と
こ
ろ
で
、
愚
か
し
く
嘆
き

悲
し
み
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
子
を
慈
し
む
と
い
う
人
間
の
本
然
の
心

に
よ
っ
て
、
生
き
た
い
と
い
う
願
望
を
改
め
て
肯
定
し
て
ゆ
く
人
間
像

が
、「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
の
自
己
で
あ
る
。
そ
れ

は
憶
良
を
含
め
た
、
こ
の
世
を
生
き
る
人
間
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
憶
良
最
晩
年
の
三
篇
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

る
自
己
の
あ
り
方
を
見
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
迫
り
く
る
死
を
前
に
し
た
苦
し
み
は
、
あ
く
ま
で
も
憶
良
そ
の
人
の

個
人
史
と
身
体
に
深
く
根
差
し
た
具
体
的
な
も
の
と
し
て
、
同
時
に
死
を

免
れ
ぬ
こ
の
世
の
全
て
の
も
の
が
運
命
的
に
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
普
遍
的

な
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
世
を
惑
い
な
が
ら
生
き
る
人
間
存
在
の
根

源
に
あ
る
も
の
を
照
ら
し
出
す
も
の
と
し
て
差
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　

容
易
に
は
捉
え
難
い
「
生
と
死
」
と
は
何
か
を
、
個
別
の
身
体
、
普
遍
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的
な
思
考
、
人
間
存
在
と
し
て
の
心
の
あ
り
方
と
い
う
異
な
る
角
度
か
ら

立
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
が
三
篇
一
群
で
あ
り
、
真
に
憶
良
の

「
遺
稿
」
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
渾
身
の
作
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（１
）
小
川
靖
彦
「
山
上
憶
良
と
〈
言
志
〉」『
青
山
語
文
』
第
43
号
、
二
〇
一
三
─
三
。

（
２
）
大
上
正
美
氏
『
中
国
古
典
詩
歌
聚
花 
思
索
と
詠
懐
』「
解
説
」（
尚
学
図
書
、
一

九
八
五
）〈
ａ
〉、『
六
朝
文
学
が
要
請
す
る
視
座
─
曹
植
・
陶
淵
明
・
庾
信
』（
Ⅱ

二
・
言
志
の
文
学
─
陶
淵
明
詩
の
自
己
把
握
に
つ
い
て
、
研
文
出
版
、
二
〇
一

二
）〈
ｂ
〉
な
ど
。

（
３
）
吉
川
幸
次
郎
氏
「
中
国
の
知
識
人
」『
増
補
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩

書
房
、
一
九
八
三
。

（
４
）
大
上
氏
注
（
２
）
書
ａ
（「
解
説
」、
八
頁
）。

（
５
）
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品 

下
』
第
八
章
第
五
節
・
貧
窮
問
答
歌
の
成

立
、
塙
書
房
、
一
九
七
五
（
初
出
＝
『
専
修
国
文
』
第
６
号
、
一
九
六
九
─
九
）。

（
６
）
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釈
注 

三
』、
二
三
七
頁
、
集
英
社
、
一
九
九
六
。

（
７
）
伊
藤
氏
注
（
６
）
書
、
二
四
〇
頁
。

（
８
）
中
西
進
氏
「
沈
痾
自
哀
文
」「
俗
道
悲
歎
の
詩
」「
老
身
重
病
の
歌
」『
中
西
進
万

葉
論
集
』
第
八
巻
〈
山
上
憶
良
〉、
講
談
社
、
一
九
九
六
（
初
出
＝
「
悲
歎
俗
道

仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
」『
文
学
』
第
39
巻
第
９
号
、
一
九
七
一
─
九
、「
老
身
重

病
経
年
辛
苦
及
思
児
等
歌
」『
論
集
上
代
文
学
』
第
二
冊
、
一
九
七
一
─
一
一
、

ま
た
以
上
の
二
論
文
と
未
発
表
の
「
沈
痾
自
哀
文
」
を
『
山
上
憶
良
』〈
河
出
書

房
新
社
、
一
九
七
三
〉
に
収
録
）。

（
９
）
そ
の
後
の
研
究
で
は
三
篇
を
連
続
す
る
も
の
と
捉
え
る
立
場
を
採
る
も
の
と
し
て

は
、「
悲
歎
俗
衜
假
合
卽
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
」
を
憶
良
文
学
の
究
極
と
す

る
村
山
出
氏
「
悲
歎
俗
道
仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
」（『
山
上
憶
良
の
研
究
』
桜
楓

社
、
一
九
七
六
）、
言
い
残
し
た
こ
と
を
次
々
と
構
想
し
て
書
い
て
い
っ
た
と
す

る
西
原
能
夫
氏
「
沈
痾
自
哀
群
論
考
」（『
昭
和
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
20
号
、

一
九
八
四
─
三
）、「
老
身
重
病
經
年
辛
苦
及
思
兒
等
歌
七
首
」
を
頂
点
と
す
る
岡

内
弘
子
氏
「
老
身
重
病
の
歌
─
憶
良
文
学
の
到
達
点
─
」（『
香
川
大
学
教
育
学
部

研
究
報
告
第
Ⅰ
部
』
第
66
号
、
一
九
八
六
─
一
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
芳
賀
紀

雄
氏
は
、
三
篇
が
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
伺
わ
れ
る
の
は
理

と
情
の
間
の
揺
れ
の
み
で
あ
る
と
い
う
注
目
さ
れ
る
見
方
を
提
出
し
て
い
る（「
理

と
情
─
─
憶
良
の
相
剋
」『
萬
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
學
の
受
容
』、
三
七
二
頁
、

塙
書
房
、
二
〇
〇
三
）。

（
10
）
小
川
注
（
１
）
論
文
。

（
11
）
大
上
正
美
氏
「
日
付
を
刻
む
─
陶
淵
明
小
論
─
」『
言
志
と
縁
情
─
私
の
中
国
古

典
文
学
─
』
創
文
社
、
二
〇
〇
四
。
小
川
注
（
１
）
論
文
参
照
。

（
12
）
八
世
紀
の
日
本
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
『
史
記
』
で
の
孔
子
の
没
年
齢
。
な
お
、

「
七
十
有
四
」
と
い
う
年
齢
の
記
載
と
、
孔
子
の
没
年
齢
の
関
係
に
つ
い
て
示
唆

し
た
も
の
と
し
て
は
、
東
茂
美
氏
『
山
上
憶
良
の
研
究
』（
沈
痾
自
哀
文
論
、
第

五
章
・
過
往
の
〈
遊
〉、
六
四
五
頁
、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
）
が
あ
る
。
東
氏

は
孔
子
の
没
年
齢
を
七
十
四
歳
と
し
、
憶
良
が
厳
密
に
孔
子
の
卒
年
を
知
っ
て
い

た
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
孔
子
の
「
逝
水
の
嘆
」
が
憶
良
の
心
を
ゆ
さ
ぶ

り
、「
沈
痾
自
哀
文
」
で
「
人
無
賢
愚
、
世
無
古
今
、
咸
悉
嗟
歎
」
と
慨
嘆
さ
せ

た
と
捉
え
、
三
篇
全
体
の
制
作
動
機
ま
で
は
結
び
付
け
て
い
な
い
。

（
13
）
富
原
カ
ン
ナ
氏
「
悲
歎
俗
道
仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
一
首
幷
序
─
序
の
『
何
慮
存

亡
之
大
期
者
也
』
の
解
釈
を
中
心
に
─
」『
萬
葉
』
第
212
号
、
二
〇
一
二
─
六
。

「
何
慮
」
つ
い
て
は
、
高
潤
生
氏
「
悲
嘆
俗
道
詩
文
の
基
礎
考
察
」（
西
宮
一
民
氏

編
『
上
代
語
と
表
記
』
お
う
ふ
う
、二
〇
〇
〇
）
が
同
じ
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

（
14
）
安
藤
信
廣
・
大
上
正
美
・
堀
池
信
夫
編
『
陶
淵
明 

詩
と
酒
と
田
園
』
第
二
章
第

二
節
・
運
命
の
在
処
─
楽
天
の
思
想
（
安
立
典
世
氏
執
筆
）、
東
方
書
店
、
二
〇

〇
六
。

（
15
）
辰
巳
正
明
氏
『
万
葉
集
と
中
国
文
学 

第
二
』（
五
・
万
葉
集
と
三
教
思
想
、
笠
間
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書
院
、
一
九
九
三
）、
東
氏
注
（
12
）
書
（
沈
痾
自
哀
文
論
）
な
ど
。

（
16
）
中
西
氏
注
（
８
）
書
（「
沈
痾
自
哀
文
」）。

（
17
）
他
に
「
吾
以
身
已
穿
俗
」「
吾
聞
、
前
代
多
有
良
醫
」（
⑶
）、「
我
病
蓋
斯
飮
食
所

招
」（
⑷
の
自
注
）。
こ
れ
ら
も
自
分
を
強
く
指
し
示
し
て
い
る
。

（
18
）
辰
巳
氏
注
（
15
）
書
、
五
・
第
四
章
・
道
理
論
。

（
19
）
東
氏
注
（
12
）
書
、
沈
痾
自
哀
文
論
・
第
一
章
・
輪
廻
す
る
憶
良
、
五
五
九
～
五

六
三
頁
。

（
20
）「
沈
痾
自
哀
文
」
の
自
注
に
つ
い
て
は
、他
者
に
示
す
た
め
の
文
芸
的
な
も
の
（
小

島
憲
之
氏
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學 

中
』（
第
五
篇
・
第
六
章
・
山
上
憶
良

の
述
作
、
一
〇
〇
七
頁
、
塙
書
房
、
一
九
六
四
）、
人
間
苦
を
整
理
し
人
生
を
総

決
算
す
る
た
め
に
自
己
を
含
む
抽
象
の
人
間
を
意
識
し
て
の
も
の
（
伊
藤
氏
注

（
６
）
書
、
二
二
七
頁
）
な
ど
の
見
解
が
あ
る
。

（
21
）
東
氏
注
（
12
）
書
、
沈
痾
自
哀
文
論
・
第
一
章
・
輪
廻
す
る
憶
良
、
五
六
〇
頁
。

（
22
）「
竊
」
に
「
私ひ

そ
かに

」
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
謙
遜
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
康
林

氏
「
山
上
憶
良
『
沈
痾
自
哀
文
』
の
訳
」（『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
35
巻
第

２
号
、
二
〇
〇
〇
─
一
二
）
に
拠
る
。

（
23
）
富
原
氏
注
（
13
）
論
文
。

（
24
）
従
五
位
の
給
与
は
『
養
老
令
』
田
令
・
録
令
・
軍
防
令
に
よ
る
。
現
実
の
憶
良
の

給
与
と
、「
貧
窮
問
答
歌
一
首
幷
短
歌
」
の
長
歌
前
半
に
お
け
る
貧
の
意
識
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
中
西
氏
注
（
８
）
書
（「
貧
窮
問
答
」、
三
八
三
頁
）、
井
村
哲
夫

氏
『
萬
葉
集
全
注 

巻
第
五
』（
一
九
四
～
一
九
五
頁
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
に

言
及
を
見
る
。

（
25
）
辰
巳
正
明
氏
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』（
四
・
第
三
章
・
貧
窮
問
答
歌
論
、
笠
間

書
院
、
一
九
八
七
）、
同
氏
注
（
15
）
書
（
五
・
第
二
章
・
憶
良
と
筑
前
）
に
、

憶
良
が
「
貧
窮
問
答
歌
」
に
お
い
て
士
の
理
念
と
し
て
の
貧
を
主
題
化
し
て
い
る

と
い
う
指
摘
を
見
る
。

（
26
）
芳
賀
紀
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
富
人
」
は
具
体
的
に
は
莫
大
な
給
与
を
得
て
い

る
上
級
貴
族
を
指
し
て
い
る
（
注
（
９
）
書
（「
貧
窮
問
答
の
歌
─
短
歌
を
め

ぐ
っ
て
─
」））。

（
27
）
窪
田
空
穂
氏
『
萬
葉
集
評
釈
』
第
四
巻
、
一
九
〇
頁
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四

（
新
訂
初
版
）。

〔
付
記
〕
本
稿
は
第
29
回
漢
文
教
育
研
修
会
教
養
講
座
（
全
国
漢
文
教
育
学
会
主
催
、
二

〇
一
三
年
七
月
二
十
五
日
、
於
斯
文
会
館
）
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の
後
半
を
基
と
し

て
い
る
。


