
「
厭
離
欣
求
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
」
の
略
で
、

穢
れ
た
此
世
を
嫌
っ
て
捨
て
去
り
、
死
後
に
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
い

求
め
る
こ
と
の
意
で
あ
る
。
慈
円
に
は
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
十
月
十
四

日
・
十
五
日
に
詠
ん
だ
「
厭
離
欣
求
百
首
」
と
い
う
百
首
歌
の
作
品
が
あ
る
。

『
拾
玉
集
』
上
巻
（
和
歌
文
学
大
系
）
で
も
担
当
し
た
が
、
全
体
と
し
て
脚

注
の
分
量
に
乏
し
く
、「
補
注
」
で
処
理
出
来
た
と
し
て
も
読
者
に
と
り
参

照
し
に
く
い
形
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
う
ち
、
そ
の
百
首
冒
頭
が
二
首
一
対
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
他
の

歌
も
調
べ
て
み
る
と
、
扱
う
歌
材
が
対
語
で
あ
っ
た
り
、
詩
型
が
類
似
す
る

も
の
も
か
な
り
看
取
出
来
る
よ
う
な
の
で
、
当
該
百
首
を
仔
細
に
調
査
し
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

（
Ａ
）「
厭
離
欣
求
百
首
」
内
部
の
様
相

い
と

は
な

わ

こ
ゝ
ろ

①
厭
ひ
て
も
猶
離
る
べ
き
世
の
中
に
と
め
て
も
と
む
る
我
が
心
か
な
（
三
一

六
二
）

ね
が

な
を
も
と

の
ち

よ

し

し

願
ひ
て
も
猶
求
む
べ
き
後
の
世
を
知
ら
で
も
知
ら
ぬ
我
心
か
な
（
三
一
六

三
）

（
�
）

『
和
歌
文
学
大
系
』
脚
注
で
は
、
前
歌
の
「
四
句
を
一
・
二
句
と
対
に
な

る
」
と
し
、「
厭
離
す
べ
き
こ
の
世
に
留
め
て
浄
土
を
欣
求
す
る
わ
た
し
の

慈
円
「
厭
離
欣
求
百
首
」
検
証

＊

石

川

一
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要

旨

慈
円
の
自
省
期
に
お
け
る
諸
社
法
楽
百
首
群
に
先
駆
け
る
「
厭
離
欣
求
百
首
」
と
い

う
作
品
が
あ
る
。
そ
の
内
題
の
所
以
と
な
っ
た
の
は
天
台
教
学
の
要
諦
で
あ
る
「
二
諦

一
如
」
と
い
う
理
念
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
。
稿
者
は
本
論
稿
に
先
立
ち
、
二
〇
一
七

年
六
月
和
歌
文
学
会
例
会
（
於：

日
本
女
子
大
学
）
で
「
慈
円
の
『
二
諦
一
如
』
に
つ

い
て
」
と
題
す
る
口
頭
発
表
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
の
家
集
『
拾
玉
集
』
第
五
帖
所

載
散
文
と
い
う
出
所
不
明
の
文
章
が
あ
る
が
、
当
該
百
首
が
こ
の
第
五
帖
所
載
散
文
と

密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
口
頭
発
表
は
当
該
百
首
の
検

証
、『
拾
玉
集
』
所
収
の
百
首
歌
の
序
・
跋
の
検
証
、
そ
し
て
第
五
帖
所
載
散
文
の
内

容
検
証
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
の
一
部
の
「
厭
離
欣
求
百
首
」
検
証
を
扱
う

も
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
諸
社
法
楽
百
首
群
、
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
、
第
五
帖
所
載
散
文
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心
だ
な
あ
」
の
意
味
（
一
首
内
部
で
「
厭
離
欣
求
が
完
結
す
る
）
と
考
え
た
が
、

（
�
）

『
新
編
国
歌
大
観
』
は
四
句
を
「
と
め
で
も
と
む
る
」
と
す
る
の
で
、「
留
め
で
も

留
む
る
（
穢
れ
た
此
の
世
に
留
ま
ろ
う
と
し
な
い
の
に
猶
も
留
ま
ろ
う
と
す
る
私

の
心
だ
な
あ
）」
ま
た
は
「
留
め
で
求
む
る
（
穢
れ
た
此
の
世
に
留
ま
ろ
う
と
せ

ず
に
厭
離
す
る
私
の
心
だ
な
あ
）」
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
厭
離
穢
土
の
成
し
難
い
自
分
の
弱
い
心
な
の
か
、
あ
く
ま
で
も
厭
離
穢
土
を

成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
心
な
の
か
、
何
れ
に
し
て
も
厭
離
穢
土
を
詠
ん
で
い
る
と

解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
前
歌
に
応
じ
て
、
後
歌
「
願
ひ
て
も
」
も
「
後
の

世
で
の
浄
土
を
知
ら
な
い
の
に
知
ろ
う
と
し
な
い
私
の
心
だ
な
あ
」
の
意
に
解
し

得
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
二
首
は
「
厭
離
穢
土
」「
欣
求
浄
土
」

と
い
う
理
想
に
従
い
得
な
い
己
が
心
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
併
せ

て
、
詩
型
も
対
句
を
為
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
、
冒
頭
二
首
が
対
句
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
百
首
全
体
を

通
し
て
、
他
に
も
対
照
的
で
あ
る
も
の
は
な
い
か
、
詩
型
が
類
似
し
て
い
る
は
な

い
か
な
ど
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た

の
で
あ
る
。

う

よ
し
の
ゝ

か
ぜ
（
し
ぐ
る
）

よ

②
憂
き
世
か
な
吉
野
の
花
に
春
の
風
時
雨
る
空
に
秋
の
夜
の
月
（
三
一
六
四
）

く
る

う
み

わ
た

も
り
ふ
か

や
み
ぢ

思
ふ
か
な
苦
し
き
海
に
渡
し
守
深
き
闇
路
に
法
の
灯
（
三
一
六
五
）

前
歌
は
吉
野
の
花
を
散
ら
す
春
の
風
、
秋
の
夜
の
月
を
隠
す
時
雨
と
い
う
憂
き

世
の
迷
妄
の
実
態
を
例
示
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
歌
は
苦
し
き
海
に
渡
し

守
、
深
い
闇
路
に
法
の
灯
と
、
前
歌
と
は
逆
に
迷
妄
か
ら
の
救
済
と
し
て
の
対
語

を
詠
む
。
言
う
ま
で
な
く
、「
苦
し
き
海
」
と
い
う
歌
語
は
仏
教
語
「
苦
海
」
の

訓
読
で
、
人
が
我
執
に
溺
れ
苦
し
む
こ
と
の
喩
え
。

こ

あ

よ

し

か
ね

を
と

③
恋
ひ
�
�
て
逢
ふ
夜
の
夢
を
う
つ
ゝ
と
も
知
ら
れ
が
ほ
な
る
鐘
の
音
か
な
（
三

一
六
六
）

い
も

や
ど

お
く

ま
ど

妹
が
宿
の
実
の
道
の
奥
な
ら
ば
か
く
し
も
人
は
惑
は
ざ
ら
ま
し
（
三
一
六
七
）

前
歌
の
本
歌
は
「
恋
ひ
恋
ひ
て
逢
ふ
夜
は
今
宵
天
の
川
霧
立
ち
わ
た
り
明
け
ず

も
あ
ら
な
ん
」（
古
今
・
秋
一
七
六

読
人
不
知
）
で
、
明
け
ず
に
い
て
欲
し
い

の
意
。
ず
っ
と
恋
慕
っ
て
一
年
ぶ
り
に
逢
う
夜
は
明
け
て
欲
し
く
な
い
と
夢
の
中

で
思
う
の
だ
が
、
現
実
は
そ
の
逆
で
夢
か
ら
覚
ま
さ
れ
る
よ
う
な
鐘
の
音
だ
な
の

意
。
後
歌
は
愛
し
い
女
の
住
ま
い
が
佛
道
の
極
み
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

に
人
は
惑
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
の
意
。
前
歌
の
憂
き
世
の
辛
い
現
実
に
対
し

て
、
後
歌
は
恋
と
い
う
煩
悩
が
仏
道
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
か
も
と
い
う
反
実
仮

想
を
詠
む
。

わ

い
づ
か
た

さ
そ

き

ね

う
は

④
我
が
心
こ
は
何
方
へ
誘
ふ
ら
む
聞
か
で
を
寝
な
ん
荻
の
上
風
（
三
一
六
八
）

よ

し
た

て
ら

に
し

は

夜
も
す
が
ら
慕
ふ
心
を
照
さ
な
ん
西
に
か
た
ぶ
く
山
の
端
の
月
（
三
一
六
九
）

前
歌
は
荻
の
上
を
吹
く
さ
び
し
い
風
は
私
の
心
を
ど
こ
か
へ
連
れ
去
る
も
の
だ

か
ら
、
聞
か
な
い
で
寝
よ
う
の
意
。
後
歌
は
一
晩
中
浄
土
を
願
う
心
を
照
ら
す
こ

と
で
し
ょ
う
、
西
方
浄
土
を
思
わ
せ
る
西
の
山
の
端
に
傾
く
真
如
の
月
よ
の
意
。

正
に
厭
離
穢
土
、
欣
求
浄
土
の
対
を
為
す
。
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こ

は

そ

か
へ

⑤
山
お
ろ
し
に
ま
よ
ふ
木
の
葉
を
な
が
め
て
も
染
む
る
心
の
返
ら
ぬ
ぞ
う
き
（
三

一
七
〇
）

か
り

（
ゆ
く
）

春
の
雁
の
花
の
都
の
空
を
行
に
た
ぐ
ふ
心
の
な
ど
な
か
る
ら
ん
（
三
一
七
一
）

前
歌
の
一
・
二
句
は
自
然
の
実
相
（
煩
悩
）
の
比
喩
的
表
現
で
、
煩
悩
に
流
さ

れ
る
状
態
を
い
う
。
下
句
は
煩
悩
に
染
着
す
る
心
が
元
に
戻
ら
な
い
の
が
憂
く
つ

ら
い
の
意
。
風
に
吹
き
惑
う
木
の
葉
を
見
て
、
厭
離
穢
土
に
繋
が
ら
な
い
こ
と
を

嘆
く
。
後
歌
の
本
歌
は
「
春
霞
立
つ
を
見
捨
て
ゝ
行
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や

な
ら
へ
る
」（
古
今
・
春
三
一

伊
勢
）
で
、
花
の
都
を
見
捨
て
る
帰
雁
の
よ
う

に
、
伴
う
心
（
世
間
を
厭
離
す
る
心
）
が
ど
う
し
て
な
い
の
だ
ろ
う
か
の
意
。
厭

離
穢
土
の
理
想
に
従
い
得
な
い
己
が
心
の
弱
さ
を
詠
む
二
首
。

す

か

ゝ

⑥
秋
の
空
は
月
澄
め
と
て
や
雲
は
な
き
人
の
こ
ゝ
ろ
の
掛
か
ら
ま
し
か
ば
（
三
一

七
二
）

み
や
こ
い

し
ば
ひ

か
こ

に
し

う
き
な
が
ら
あ
る
か
心
の
都
出
で
ゝ
柴
引
き
囲
ふ
西
の
山
も
と
（
三
一
七
三
）

前
歌
の
上
句
は
秋
の
月
を
見
て
浄
土
を
願
う
こ
と
の
比
喩
で
、
下
句
で
は
も
し

も
人
の
心
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
ら
な
あ
の
意
。
後
歌
は
落
ち
着
か
な
い
ま
ま
に

「
心
の
都
（
心
の
中
に
あ
る
都
。
煩
悩
を
引
き
起
こ
す
も
の
の
比
喩
）」
を
出
て
、

西
方
浄
土
に
近
い
西
の
山
の
麓
の
柴
で
四
方
を
囲
ん
だ
粗
末
な
庵
で
住
む
こ
と
だ

の
意
。
こ
こ
で
は
慈
円
が
当
時
隠
棲
し
て
い
た
善
峰
寺
を
寓
す
る
か
。
二
首
共
に

欣
求
浄
土
を
詠
む
。

こ

（
ゆ
く
）

し

（
を
）お
く
ふ
か

み
ね

⑦
越
え
て
行
心
を
人
に
知
ら
れ
ば
や
な
ほ
奥
深
き
峰
の
あ
な
た
を
（
三
一
七
四
）

（
い
で
）

の
ち

（
お
も
ひ
）
し

う

な
ら

故
郷
を
出
て
後
こ
そ
思
知
れ
あ
な
憂
あ
は
れ
の
世
の
習
ひ
を
も
（
三
一
七

五
）

前
歌
は
峰
を
越
え
て
行
く
我
が
心
を
知
ら
れ
た
い
も
の
だ
、
猶
深
い
峰
の
向
こ

う
側
に
存
す
る
真
実
の
世
界
を
得
る
た
め
に
の
意
。
後
歌
の
本
歌
は
「
と
り
と
む

る
物
に
し
あ
ら
ね
ば
年
月
を
あ
は
れ
あ
な
憂
と
過
ぐ
し
つ
る
か
な
」（
古
今
・
雑

八
九
七

読
人
不
知
）
で
、
あ
あ
何
と
つ
ら
い
世
の
習
い
か
と
い
う
こ
と
も
故
郷

を
出
て
初
め
て
思
い
知
る
の
意
。
穢
土
（
故
郷
）
を
離
れ
て
、
深
遠
な
仏
法
を
求

め
る
心
を
詠
む
。わ

た

そ
ま

は
な

も
と

み
ち

⑧
い
か
に
せ
ん
我
が
立
つ
杣
を
離
れ
き
て
求
む
る
道
の
末
ぞ
は
る
け
き
（
三
一
七

六
）

（
お
も
ひ
）
し

う

思
知
る
友
こ
そ
な
け
れ
い
か
に
せ
ん
人
の
心
の
憂
き
世
な
り
け
り
（
三
一
七

七
）

前
歌
の
「
我
が
立
つ
杣
」
は
比
叡
山
延
暦
寺
の
異
名
で
、「
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
の
仏
た
ち
我
が
立
つ
杣
に
冥
加
あ
ら
せ
給
へ
」（
新
古
今
・
釈
教
一
九
二
〇

最
澄
）
に
拠
る
。
古
巣
の
叡
山
を
離
れ
て
西
山
に
や
っ
て
来
て
、
得
よ
う
と
思
っ

て
い
る
仏
の
道
の
遙
け
き
を
嘆
息
す
る
。
参
考
「
思
ひ
出
で
の
あ
ら
ば
心
も
と
ま

り
な
ん
厭
ひ
や
す
き
は
憂
き
世
な
り
け
り
」（
千
載
・
雑
一
一
〇
八

守
覚
法
親

王
）
な
ど
に
拠
り
、
思
い
出
が
あ
れ
ば
こ
そ
厭
い
易
い
と
い
う
逆
説
的
な
捉
え

方
。
後
歌
は
道
理
な
ど
を
理
解
す
る
友
が
居
な
い
の
で
、
人
の
心
が
憂
く
つ
ら
い

世
で
あ
る
こ
と
だ
の
意
。
欣
求
浄
土
の
難
し
さ
を
詠
む
。
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た
づ

し

が
ほ

あ
と

⑨
尋
ね
く
る
心
の
う
ち
を
知
り
顔
に
ひ
じ
り
の
跡
に
月
の
く
ま
な
き
（
三
一
七

八
）

い
と

い

み
や
こ

や

（
か
な
）

厭
ひ
出
で
ゝ
都
か
た
し
く
槙
の
屋
に
夢
だ
に
み
せ
ぬ
村
時
雨
哉
（
三
一
七
九
）

前
歌
は
西
山
に
尋
ね
来
る
心
を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
顔
付
き
で
、
聖
の
住
ん
だ

痕
跡
に
月
が
曇
り
な
く
輝
い
て
い
る
の
意
。
後
歌
は
厭
い
出
た
都
を
思
い
な
が
ら

独
り
寝
す
る
真
木
の
屋
で
は
眠
ら
せ
ず
従
っ
て
夢
さ
え
も
見
せ
な
い
村
時
雨
だ
な

あ
の
意
。
参
考
「
ま
ば
ら
な
る
槙
の
板
屋
に
音
は
し
て
も
ら
ぬ
時
雨
や
木
の
葉
な

る
ら
む
」（
千
載
・
冬
四
〇
四

藤
原
俊
成
）
に
拠
り
、
音
は
す
る
が
時
雨
が
洩

れ
な
い
状
態
を
逆
説
的
に
捉
え
る
。

（
お
も
ひ
）
た

み

ぢ

⑩
う
れ
し
く
も
わ
が
思
立
つ
深
山
路
の
ふ
か
き
梢
に
有
明
の
月
（
三
一
八
〇
）

い

や
ど

ち

も
み
ぢ

う
き
世
出
づ
る
宿
も
あ
ら
し
に
散
る
紅
葉
そ
の
色
ふ
か
き
心
ち
こ
そ
す
れ
（
三

一
八
一
）

前
歌
の
「
有
明
の
月
」
は
真
如
の
月
。
万
物
の
真
理
を
見
通
す
仏
法
の
力
で
、

衆
生
の
煩
悩
を
取
り
払
う
と
い
う
。
厭
離
穢
土
の
果
て
に
真
如
の
月
と
い
う
こ

と
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
歌
の
「
宿
も
あ
ら
し
に
」
の
「
嵐
」
に
「
あ
ら
じ
」

を
掛
け
、
宿
も
あ
る
ま
い
に
、
嵐
に
の
意
。
ま
た
「
紅
葉
」
は
深
く
染
む
憂
愁
の

心
の
比
喩
。

け

ふ

す

か
ね

お

（
わ
が
）

⑪
い
た
づ
ら
に
今
日
も
過
ぎ
ぬ
と
つ
ぐ
る
鐘
に
こ
た
へ
て
落
つ
る
我
涙
か
な
（
三

一
八
二
）

た

ゆ
ふ
ぐ
れ

都
に
て
な
が
め
し
色
は
な
か
り
け
り
槙
立
つ
山
の
夕
暮
の
空
（
三
一
八
三
）

前
歌
は
何
の
か
ひ
も
な
く
、「
今
日
も
暮
れ
ぬ
」
と
聞
く
入
相
の
鐘
に
感
応
し

て
涙
が
流
れ
て
く
る
の
意
。「
山
寺
の
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
今
日
も
暮
れ
ぬ
と

聞
く
ぞ
悲
し
き
」（
拾
遺
・
哀
傷
一
三
二
九

読
人
不
知
）
に
拠
る
。
後
歌
は

「
真
木
立
つ
山
」
の
寂
し
さ
は
都
で
眺
め
た
時
の
よ
う
な
色
は
な
い
こ
と
だ
の
意
。

参
考
「
寂
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
真
木
立
つ
山
の
秋
の
夕
暮
」（
新

古
今
・
秋
三
六
一

寂
蓮
）
に
拠
る
。
二
首
共
に
な
か
な
か
欣
求
浄
土
に
至
り
得

な
い
無
力
感
を
詠
む
。

い
ほ

い
く
へ

お
く

き

ゝ

（
か
な
）

⑫
わ
が
庵
よ
幾
重
の
山
の
奥
な
ら
ん
聞
き
も
な
ら
は
ぬ
鳥
の
こ
ゑ
哉
（
三
一
八

四
）

の
ち

（
お
も
ひ
）

後
の
世
を
思
つ
ゞ
く
る
涙
に
は
心
の
月
ぞ
く
も
ら
ざ
り
け
る
（
三
一
八
五
）

前
歌
は
幾
重
の
山
奥
に
あ
る
我
が
庵
で
聞
き
馴
れ
な
い
鳥
の
声
を
聞
く
の
意
。

「
い
に
し
へ
を
恋
ふ
る
寝
覚
め
や
ま
さ
る
ら
ん
聞
き
も
な
ら
は
ぬ
峰
の
あ
ら
し
に
」

（
後
拾
遺
・
雑
九
〇
二

藤
原
範
永
）
に
拠
る
。
後
歌
は
来
世
を
思
い
続
け
流
す

涙
に
「
心
の
月
（
悟
り
に
至
っ
た
心
）」
は
曇
る
こ
と
が
な
い
の
意
。「
い
か
で
わ

れ
心
の
月
を
あ
ら
は
し
て
闇
に
惑
へ
る
人
を
照
ら
さ
む
」（
詞
花
・
雑
四
一
四

藤
原
顕
輔
）
に
拠
り
、「
心
の
月
」
を
得
る
に
い
た
っ
た
境
地
を
詠
む
。

ひ
ば
ら

い
ほ

（
な
く
ら
ん
）

⑬
あ
は
れ
に
も
檜
原
か
き
わ
け
す
む
庵
に
今
は
友
と
や
ま
し
ら
鳴
覧
（
三
一
八

六
）

む
す

（
む
す
ぶ
）

雪
の
山
の
鳥
の
よ
そ
に
も
思
ふ
な
よ
結
ば
で
結
草
の
と
ざ
し
を
（
三
一
八
七
）

前
歌
は
檜
の
生
い
茂
る
原
の
庵
に
住
ん
で
い
る
と
、
今
の
友
と
な
っ
た
か
ら
か
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猿
が
鳴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
の
意
。「
わ
び
し
ら
に
ま
し
ら
な
鳴
き
そ
足
曳
き
の

山
の
か
ひ
あ
る
今
日
に
や
は
あ
ら
ぬ
」（
古
今
・
雑
体
一
〇
六
七

壬
生
躬
恒
）

に
拠
る
。
後
歌
は
寒
苦
鳥
を
自
分
に
無
関
係
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
よ
、
約
束
は

結
ば
な
い
で
閉
ざ
し
結
ぶ
草
に
覆
わ
れ
た
門
扉
を
の
意
。
参
考
「
秋
の
夜
の
草
の

と
ざ
し
の
わ
び
し
き
は
あ
く
れ
ど
あ
け
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
後
撰
・
恋
八

九
九

藤
原
兼
輔
）
に
拠
る
。「
雪
の
山
の
鳥
」
は
雪
山
（
ヒ
マ
ラ
ヤ
）
に
棲
む

と
い
う
寒
苦
鳥
で
、
衆
生
の
懈
怠
で
成
道
を
求
め
な
い
も
の
の
比
喩
。

（
や
ま
ぶ
き
）

た
に
か
げ

た

か
へ

⑭
款
冬
は
わ
が
谷
陰
に
あ
る
物
を
ゐ
で
の
川
浪
立
ち
な
返
り
そ
（
三
一
八
八
）

や
ど

に
し

紫
の
雲
ま
つ
宿
の
西
の
山
に
か
ゝ
れ
る
藤
の
色
ぞ
う
れ
し
き
（
三
一
八
九
）

前
歌
は
款
冬
は
私
の
谷
陰
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
井
手
の
川
浪
で
は
な
い
が

（
浪
が
立
ち
返
る
よ
う
に
）
世
間
に
立
ち
帰
ら
な
い
で
お
く
れ
の
意
。
後
歌
は
紫

雲
（
聖
衆
来
迎
の
際
に
立
ち
こ
め
る
雲
）
を
待
つ
宿
の
西
山
に
掛
か
る
「
藤
の

花
」
が
嬉
し
く
思
わ
れ
る
の
意
。
慈
円
が
気
掛
か
り
な
の
は
良
経
没
後
の
九
條
家

の
事
で
あ
っ
た
。

け

ふ

お
も

あ

⑮
今
日
こ
そ
は
夢
と
さ
と
り
し
山
桜
み
や
こ
の
花
に
思
ひ
合
は
す
れ
（
三
一
九

〇
）

こ
よ
ひ

い

す

今
宵
こ
そ
わ
が
故
郷
に
見
し
月
の
入
ら
で
澄
み
け
る
心
を
も
し
れ
（
三
一
九

一
）

前
歌
は
参
考
「
わ
が
思
ふ
都
の
花
の
と
ぶ
さ
ゆ
ゑ
君
も
下
枝
の
し
づ
心
あ
ら

じ
」（
後
拾
遺
・
恋
七
二
〇

大
中
臣
輔
親
）
に
拠
り
、
夢
と
悟
っ
た
桜
花
に

「
都
の
花
」
を
あ
れ
や
こ
れ
や
と
考
え
あ
わ
せ
る
の
意
。
後
歌
は
月
が
山
の
端
に

入
ら
な
い
で
、
照
り
輝
い
て
い
た
。
そ
の
心
を
も
知
っ
た
よ
の
意
。
厭
離
穢
土
・

欣
求
浄
土
の
心
に
迫
る
。

ね

し

⑯
草
の
庵
に
衣
か
へ
さ
で
寝
ぬ
る
身
は
う
つ
ゝ
を
夢
と
知
る
ぞ
う
れ
し
き
（
三
一

九
二
）

か
さ

ま
ど

う
ち
か
へ
し
重
ね
し
袖
を
思
ふ
に
は
惑
ひ
し
さ
へ
ぞ
う
れ
し
か
り
け
る
（
三
一

九
三
）

前
歌
は
草
ぶ
き
の
粗
末
な
家
で
夜
着
を
裏
返
さ
な
い
で
寝
る
夜
は
、
現
実
を
夢

と
知
る
こ
と
が
嬉
し
く
思
わ
れ
る
の
意
。「
い
と
せ
め
て
恋
し
き
時
は
む
ば
玉
の

夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
着
る
」（
古
今
・
恋
五
五
四

小
野
小
町
）
に
拠
り
、
衣
を

返
す
と
恋
し
い
人
の
夢
を
見
る
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。
後
歌
は
繰
り
返
し
愛
す

る
男
女
が
共
寝
を
す
る
こ
と
で
、
惑
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
ま
で
が
嬉
し
く
思
わ
れ

る
の
意
。
煩
悩
懐
か
し
く
想
起
す
る
。

（
お
も
ひ
）
し

す

な
ら

⑰
野
に
か
ゝ
り
山
に
か
ゝ
り
て
思
知
れ
都
に
住
み
し
こ
ゝ
ろ
習
ひ
を
（
三
一
九

四
）よ

し
の
ゝ
お
く

ゐ
（
か
な
）
と

い
ほ

か
ね

（
な
り
）

み
吉
野
の
奥
た
の
も
し
き
す
ま
ひ
哉
外
山
の
庵
に
鐘
き
こ
ゆ
也
（
三
一
九
五
）

前
歌
は
野
に
及
び
山
に
到
達
し
て
思
い
知
る
、
都
に
住
ん
で
い
た
習
性
を
の

意
。「
帰
り
て
も
入
り
ぞ
わ
づ
ら
ふ
真
木
の
戸
を
惑
ひ
出
で
に
し
心
習
ひ
に
」（
千

載
・
釈
教
一
二
一
九

覚
忠
）
に
拠
り
、
長
者
窮
子
の
喩
を
意
識
す
る
。
後
歌
は

吉
野
の
奥
が
た
の
も
し
き
す
ま
ひ
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
よ
、
麓
の
庵
で
入
相
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の
鐘
が
聞
こ
え
て
く
る
の
意
。「
み
吉
野
の
奥
た
の
も
し
き
す
ま
ひ
」
は
「
外
山

の
庵
」
と
対
を
な
す
。
よ
う
や
く
厭
離
穢
土
の
有
り
難
み
を
知
る
。

こ
こ
ま
で
十
七
例
は
百
首
冒
頭
に
連�

続�

す
る
位
置
に
あ
る
が
、
牽
強
付
会
の
誹

り
を
躱
す
た
め
に
、
特
徴
的
な
二
首
が
対
照
的
な
も
の
の
他
例
を
見
る
こ
と
に
し

よ
う
。

ひ

え

を

び

え

ふ
か

ほ
か

⑱
比
叡
の
山
小
比
叡
の
杉
の
深
き
色
も
う
き
世
の
外
の
し
る
し
な
ら
ず
や
（
三
一

九
六
）

を

た
か
の
ゝ

お
ろ
か
な
り
高
野
の
山
に
有
明
の
月
を
も
よ
そ
に
な
に
思
ふ
ら
ん
（
三
一
九

七
）

前
歌
は
叡
山
の
山
王
権
現
の
あ
る
神
体
山
の
深
い
杉
の
色
も
、
憂
き
世
の
範
囲

外
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
の
意
。
杉
の
縁
語
と
し
て
の
「
し
る

し
」
を
使
用
し
、
欣
求
浄
土
の
目
安
と
す
る
。
後
歌
は
高
野
の
山
で
は
入
定
し
て

い
る
空
海
を
自
分
と
は
関
係
の
な
い
も
の
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
、
お
ろ
か
な
こ
と

だ
の
意
。「
暁
を
高
野
の
山
に
待
つ
ほ
ど
や
苔
の
下
に
も
有
明
の
月
」（
千
載
・
釈

教
一
二
三
六

寂
蓮
）
を
参
考
と
し
て
、
叡
山
に
高
野
山
を
配
す
る
。
こ
こ
で

は
、
伝
教
大
師
（
最
澄
）
と
弘
法
大
師
（
空
海
）
を
対
比
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。わ

れ

い
と

い

み

⑲
今
は
我
都
の
春
を
厭
ひ
出
で
ゝ
深
山
の
秋
に
す
む
心
か
な
（
三
二
〇
八
）

う
れ

さ
く
ら

す

は
ち
す

こ
ゝ
ろ

嬉
し
く
も
春
の
桜
の
色
を
捨
て
ゝ
夏
の
蓮
に
そ
む
心
か
な
（
三
二
〇
九
）

前
歌
の
「
深
山
の
秋
」
と
は
「
思
ひ
知
り
て
思
ひ
お
こ
す
る
人
も
が
な
深
山
の

秋
に
か
へ
る
心
を
」（
寂
蓮
集
二
〇
八
）
な
ど
に
拠
り
、
草
庵
で
の
閑
居
を
さ
す
。

今
は
都
の
春
を
厭
っ
て
草
庵
で
の
閑
居
で
清
い
心
に
な
る
こ
と
だ
の
意
。
後
歌
は

「
不
染
世
間
法

如
蓮
華
在
水
」（
法
華
経
・
従
地
湧
出
品
）
に
拠
り
、
世
間
の
濁

り
に
染
ま
ら
な
い
さ
ま
を
さ
す
。
嬉
し
い
こ
と
に
春
の
桜
の
色
と
い
っ
た
憂
き
世

の
煩
悩
を
捨
て
去
り
、
夏
の
蓮
の
よ
う
に
世
間
の
濁
り
に
染
ま
ら
な
い
心
だ
の

意
。
共
に
厭
離
穢
土
を
成
し
遂
げ
た
境
地
を
詠
む
。
詩
型
と
し
て
も
「
〜
て
〜
心

か
な
」
と
い
う
類
似
も
看
取
で
き
る
。

ね
が

を
し

に
し

い

⑳
極
楽
を
願
へ
と
ば
か
り
教
へ
て
や
た
ゞ
西
へ
の
み
月
は
入
る
ら
む
（
三
二
一

四
）

い
ほ

し

（
お
も
）

い

柴
の
庵
に
敷
く
は
草
ば
の
か
り
に
て
も
な
に
故
郷
を
思
ひ
出
づ
ら
む
」（
三
二

一
五
）

前
歌
は
極
楽
浄
土
を
願
う
こ
と
を
教
え
る
た
め
な
の
か
、
月
は
西
に
ば
か
り
入

る
の
だ
ろ
う
か
の
意
。
後
歌
は
粗
末
な
庵
に
敷
く
草
を
刈
る
で
は
な
い
が
、
仮
に

も
な
ぜ
故
郷
を
思
い
出
す
の
だ
ろ
う
か
の
意
。「
散
ら
す
な
よ
吉
野
の
葉
ぐ
さ
の

か
り
に
て
も
露
か
ゝ
る
べ
き
袖
の
上
か
は
」（
新
古
今
・
恋
一
一
一
一

藤
原
俊

成
）
な
ど
に
拠
り
な
が
ら
、
厭
離
穢
土
を
詠
む
。

い
と

ち

こ
と

は

お
も

㉑
う
き
世
厭
ふ
心
の
色
を
人
は
見
よ
散
る
言
の
葉
を
よ
そ
に
思
は
で
（
三
二
二

二
）

ひ
さ

い
の

ま
つ

お
も

君
が
代
を
久
し
か
れ
と
は
祈
れ
ど
も
う
き
身
に
松
の
色
は
思
は
ず
（
三
二
二

三
）
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前
歌
は
此
の
世
を
厭
う
こ
と
を
思
い
込
ん
で
い
る
さ
ま
を
人
は
見
て
欲
し
い
、

広
ま
る
言
葉
を
関
係
の
な
い
も
の
と
思
わ
な
い
で
の
意
。
後
歌
は
天
皇
の
御
代
が

永
く
続
い
て
欲
し
い
と
は
祈
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
不
老
長
寿
は
思
わ
な
い
の

意
。
自
分
の
こ
と
は
望
ま
ず
、
二
諦
一
如
（
仏
法
王
法
相
即
）
を
思
う
。

そ

お
も

と
り
べ

よ

は

ゝ
な

㉒
色
に
染
む
心
を
思
へ
鳥
辺
山
夜
半
の
け
ぶ
り
は
な
に
か
悲
し
き
（
三
二
二
八
）

よ

は

ぬ

き

（
わ
が
）
（
な
り
）

夜
半
の
露
に
人
こ
そ
袖
を
濡
ら
す
と
も
消
え
て
う
れ
し
き
我
身
也
せ
ば
（
三
二

二
九
）

前
歌
は
煩
悩
の
因
と
も
な
る
「
色
」
に
染
む
気
持
ち
を
思
い
な
さ
い
、
鳥
辺
山

の
夜
半
に
立
つ
煙
は
何
故
か
悲
し
い
の
だ
ろ
う
か
の
意
。「
鳥
辺
山
谷
に
け
ぶ
り

の
燃
え
立
た
ば
は
か
な
く
見
え
し
わ
れ
と
知
ら
な
む
」（
拾
遺
・
哀
傷
一
三
二
四

読
人
不
知
）
な
ど
に
拠
り
な
が
ら
、
荼
毘
所
の
鳥
辺
山
を
詠
む
こ
と
で
世
の
無
常

を
表
す
。
後
歌
は
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
命
が
消
え
て
人
は
涙
を
流
す
と
も
、
私

は
極
楽
往
生
し
た
の
で
嬉
し
く
思
う
の
意
。
人
の
死
を
弔
う
側
と
往
生
を
果
た
し

た
身
と
の
対
比
を
扱
う
。

い
ぬ

み
や
ま
べ

お
く

（
お
も
ひ
）

㉓
里
の
犬
の
猶
深
山
辺
に
し
た
ひ
く
る
を
心
の
奥
に
思
は
な
ち
つ
（
三
二
三
六
）

し

べ

な

き

ゝ

な

う
れ
し
く
も
占
め
し
山
辺
に
宿
ふ
り
て
馴
れ
ず
と
聞
き
し
鹿
に
馴
れ
ぬ
る
（
三

二
三
七
）

前
歌
は
煩
悩
の
比
喩
で
あ
る
「
里
の
犬
」
が
慕
っ
て
く
る
の
を
、
心
の
中
で
思

い
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
意
。「
誰
と
な
く
人
を
と
が
む
る
里
の
犬
の
声
澄
む
ほ
ど

に
夜
は
更
け
に
け
り
」（
寂
蓮
集
二
九
八
）
に
拠
る
。
後
歌
は
山
辺
に
隠
遁
し
た

地
に
長
く
居
住
し
た
の
で
、
人
に
馴
れ
な
い
と
聞
い
て
い
た
鹿
に
馴
れ
て
し
ま
っ

（
�
）

た
の
意
。
山
本
一
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
野
鹿
は
繋
ぎ
難
く
、
家
狗
は
自
ら
馴

る
」（『
往
生
要
集
』
大
文
第
五
・「
助
念
の
方
法
」）
に
拠
る
逆
転
の
発
想
。
な
お

「
宮
こ
出
で
ゝ
鹿
住
む
宿
の
ま
せ
の
内
に
な
ほ
厭
は
し
き
女
郎
花
か
な
」（
三
二
一

〇
）
に
も
西
山
を
「
鹿
住
む
宿
」
と
詠
じ
て
い
る
。

お
も

あ

ま

を

た

ゝ

㉔
う
き
世
思
ふ
人
の
こ
ゝ
ろ
や
海
人
小
舟
海
に
あ
ら
し
の
立
た
ぬ
日
ぞ
な
き
（
三

二
四
八
）

ま

（
ま
よ
ひ
）

五
月
雨
に
山
郭
公
待
た
じ
今
は
迷
に
め
ぐ
る
こ
ゝ
ろ
な
る
べ
し
（
三
二
四
九
）

前
歌
は
憂
き
世
を
案
じ
る
人
の
心
に
喩
え
ら
れ
る
海
人
小
舟
に
と
っ
て
、
嘆
き

の
種
で
あ
る
嵐
の
立
た
な
い
日
が
無
い
の
意
。「
憂
き
身
を
し
渡
す
と
聞
け
ば
海

人
小
舟
法
に
心
を
掛
け
ぬ
日
ぞ
な
き
」（
金
葉
・
雑
六
三
九

懐
尋
）
に
拠
る
。

後
歌
は
参
考
「
五
月
来
ば
鳴
き
も
ふ
り
な
む
時
鳥
ま
だ
し
き
ほ
ど
の
声
を
聞
か
ば

や
」（
古
今
・
夏
一
三
八

伊
勢
）
に
拠
り
、
時
鳥
の
鳴
き
声
を
愛
で
る
の
は
迷

妄
の
境
に
あ
る
心
で
あ
ろ
う
の
意
。
両
歌
共
に
迷
妄
の
状
態
を
詠
む
。

以
上
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
当
該
百
首
内
部
に
は
冒
頭
二
首
の
よ
う
に
対
句

を
成
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
歌
材
が
対
語
で
あ
っ
た
り
、
詩
型
が
類
似
す
る
も
の

も
か
な
り
看
取
出
来
る
。
言
い
換
え
る
と
、
当
該
百
首
内
部
に
は
二
首
一
対
の
形

態
の
も
の
が
予
想
以
上
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
Ｂ
）「
厭
離
欣
求
百
首
」
と
「
被
取
替
三
十
五
首
」

（
�
）

こ
の
あ
た
り
で
「
厭
離
欣
求
百
首
被
取
替
三
十
五
首
」
と
の
関
係
を
検
討
し
た

い
。
特
徴
の
あ
る
表
現
に
注
目
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
便
宜
上
「
被
取
替
三
十

五
首
」
に
は
上
部
に
▽
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

く
る

う
み

わ
た

も
り
ふ
か

や
み
ぢ

①
思
ふ
か
な
苦
し
き
海
に
渡
し
守
深
き
闇
路
に
法
の
灯
（
三
一
六
五
）

く
る

こ

ま
つ

▽
あ
は
れ
に
も
苦
し
き
海
は
思
ふ
と
て
浪
越
す
袖
や
す
ゑ
の
松
山
（
四
五
六
二
）

（
Ａ
）
②
後
歌
の
「
苦
し
き
海
」
は
仏
教
語
「
苦
海
」
の
訓
読
で
あ
る
こ
と
は

前
述
し
た
が
、「
我
見
諸
衆
生

没
在
於
苦
海
」（
法
華
経
・
寿
量
品
）
な
ど
に
拠

る
。
後
歌
の
本
歌
は
「
君
を
お
き
て
仇
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
浪
も
越
え

な
む
」（
古
今
・
東
歌
一
〇
九
三
）
で
、
我
執
に
溺
れ
苦
し
む
こ
と
を
思
う
と
、

末
の
松
山
で
は
な
い
が
、
袖
が
涙
で
濡
れ
る
こ
と
の
意
。「
末
の
松
山
」
と
い
う

歌
枕
を
詠
み
込
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
前
歌
の
下
句
「
深
き
闇
路
に
法
の
灯
」
に

は
意
味
の
深
さ
と
い
う
点
で
及
ば
な
い
。む

す

（
む
す
ぶ
）

②
雪
の
山
の
鳥
の
よ
そ
に
も
思
ふ
な
よ
結
ば
で
結
草
の
と
ざ
し
を
（
三
一
八
七
）

み

む
す

い
ほ
り（
か
な
）

▽
あ
は
れ
に
も
雪
の
御
山
の
鳥
も
よ
そ
に
結
び
な
れ
ぬ
る
わ
が
庵
哉
（
四
五
四

二
）

（
Ａ
）
⑬
「
雪
の
山
の
鳥
」
は
仏
教
語
で
、
大
雪
山
（
仏
典
に
い
う
ヒ
マ
ラ
ヤ

山
脈
の
異
称
）
に
住
む
想
像
上
の
鳥
「
寒
苦
鳥
（
か
ん
く
て
う
）」
を
さ
す
。
巣

が
な
い
た
め
に
、
夜
通
し
雄
鳥
は
凍
え
死
に
そ
う
だ
と
鳴
き
、
雌
鳥
は
夜
が
明
け

た
ら
巣
を
作
ろ
う
と
鳴
く
が
、
朝
に
な
る
と
巣
を
作
ら
な
い
で
、
今
日
明
日
も
知

れ
ぬ
無
常
の
身
に
巣
な
ど
作
っ
て
何
に
な
ろ
う
か
と
鳴
く
と
い
う
。「
夜
を
寒
み

高
ね
の
雪
に
鳴
く
鳥
の
あ
し
た
の
ね
こ
そ
身
に
は
し
み
け
れ
」（
法
門
百
首
三
七

「
雪
山
之
鳥
」）
の
左
注
に
同
様
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
西
行
に
も
「
夜
も
す
が

ら
鳥
の
音
思
ふ
袖
の
上
に
雪
は
積
ら
で
雨
し
を
れ
け
り
」（
聞
書
集
四
五
）
の
詠

が
あ
る
。
前
歌
は
参
考
「
秋
の
夜
の
草
の
と
ざ
し
の
わ
び
し
き
は
あ
く
れ
ど
あ
け

ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
後
撰
・
恋
八
九
九

藤
原
兼
輔
）
な
ど
に
拠
り
、
つ

れ
な
い
女
を
頑
な
に
俗
世
を
捨
て
た
人
に
喩
え
、
そ
う
い
う
寒
苦
鳥
を
自
分
に
関

係
な
い
と
思
う
な
よ
の
意
。
後
歌
は
寒
苦
鳥
と
は
無
関
係
に
私
は
庵
を
結
ん
で
久

し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
意
。
約
束
は
結
ば
な
い
で
閉
ざ
し
結
ぶ
草
に
覆
わ
れ
た

門
扉
を
詠
じ
る
境
地
に
は
及
ば
な
い
。

は
つ
せ

か
ね

を
と

す
が

ふ
し
み

よ
ぶ
か

③
初
瀬
山
鐘
の
音
さ
へ
菅
原
や
伏
見
の
夢
は
ま
だ
夜
深
き
に
（
三
二
〇
〇
）

は
つ
せ

け

ふ

▽
初
瀬
山
涙
し
ぐ
れ
し
袖
の
色
を
今
日
墨
染
に
う
つ
し
て
ぞ
見
る
（
四
五
三
九
）

前
歌
の
本
歌
は
「
恋
し
き
を
慰
め
か
ね
て
菅
原
や
伏
見
に
来
て
も
寝
ら
れ
ざ
り

け
り
」（
拾
遺
・
恋
九
三
八

源
重
之
）
で
、
恋
の
物
思
い
を
慰
め
か
ね
て
菅
原

の
伏
見
に
や
っ
て
き
た
が
、
そ
の
夢
を
夜
深
い
う
ち
に
覚
ま
す
初
瀬
山
の
鐘
の
音

だ
よ
の
意
。
後
歌
は
恋
の
た
め
に
紅
涙
に
染
ま
っ
た
袖
の
色
を
、
初
瀬
山
で
墨
染

衣
に
移
し
て
み
る
こ
と
だ
の
意
。

を
し

さ
と

さ
と

お
な

④
い
か
に
せ
ん
仏
の
教
へ
悟
る
身
の
悟
ら
ぬ
人
と
同
じ
や
う
な
る
（
三
二
三
二
）
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お

ま

ゐ

み

を
し

▽
花
を
惜
し
み
月
を
待
ち
し
も
つ
ひ
に
さ
は
三
世
の
仏
の
教
へ
な
り
け
り
（
四
五

四
三
）

前
歌
は
仏
の
教
え
を
悟
る
人
は
真
理
を
会
得
し
て
い
な
い
人
と
同
じ
よ
う
で
あ

る
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
の
意
。
後
歌
の
「
三
世
の
仏
」
と
は
過
去
・
現

在
・
未
来
の
三
世
に
い
ま
す
仏
の
こ
と
で
、「
如
三
世
諸
仏

説
法
之
儀
式

我

今
亦
如
是

説
無
分
別
法
（
三
世
の
諸
仏
の

説
法
の
儀
式
の
如
く

わ
れ
も

今
、
亦
、
か
く
の
如
く

無
分
別
の
法
を
説
か
ん
）」（
法
華
経
・
方
便
品
）
な
ど

に
拠
る
。
花
月
な
ど
四
季
の
景
物
の
実
相
を
観
想
す
る
こ
と
が
、
結
局
、
諸
仏
の

教
え
に
通
じ
る
と
い
う
の
か
の
意
。
両
歌
共
に
煩
悩
即
菩
提
へ
の
素
朴
な
疑
問
を

詠
じ
て
い
る
。

（
い
で
）

い
へ

い

み
ち

⑤
家
を
出
て
家
を
出
で
ぬ
に
な
り
に
け
り
ま
こ
と
の
道
に
ま
こ
と
な
き
身
は
（
三

二
四
一
）

い

こ

な
に

へ

そ

し

▽
今
は
わ
れ
ま
こ
と
に
家
を
出
で
ゝ
来
む
何
ゆ
ゑ
染
め
し
衣
と
か
知
る
（
四
五
四

六
）

前
歌
は
「
家
を
出
づ
」
と
い
う
タ
ー
ム
の
相
反
す
る
用
法
を
使
用
し
、「
真

（
ま
こ
と
）」
の
道
を
詠
出
す
る
。
真
の
道
に
真
が
無
い
の
な
ら
ば
、
出
家
し
て
も

悟
り
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
意
。
後
歌
は
出
家
の
真
意
が
何
処
に
あ
る
の
か
を
明

ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
真
の
出
家
を
し
た
い
も
の
だ
の
意
。

な
に
は
え

ふ
か

む
か
し

あ
し
か
き

ま
ぢ
か

⑥
難
波
江
や
深
き
昔
も
葦
垣
の
間
近
き
も
の
を
転
法
輪
所
（
三
二
四
二
）

な
に
は
が
た
あ
し

や
へ
が
き
ま
ぢ
か

▽
釈
迦
仏
御
法
の
庭
は
難
波
潟
葦
の
八
重
垣
間
近
き
も
の
を
（
四
五
四
七
）

難
波
江
は
葦
が
茂
り
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
間
近
き
」
を
導
く
序
と
な
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
歌
は
難
波
江
は
昔
か
ら
葦
垣
で
は
な
い
が
近
い
所
な

の
に
、
転
法
輪
所
は
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
い
の
意
。
転
法
輪
所
は
仏
教
を
説
く
場

所
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
四
天
王
寺
を
さ
す
。
慈
円
は
前
年
度
か
ら
四
天
王
寺
別

当
（
初
度
）
で
あ
っ
た
。「
釈
迦
牟
尼
仏
」「
釈
迦
如
来
」
あ
る
い
は
「
釈
迦
」
と

い
う
語
は
早
く
か
ら
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
後
歌
に
い
う
「
釈
迦
仏
（
し
ゃ
か

（
�
）

ほ
と
け
）」
と
い
う
語
は
珍
し
く
『
拾
玉
集
』
の
四
例
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
ち

な
み
に
『
赤
染
衛
門
集
』
詞
書
に
あ
る
「
釈
迦
仏
」
の
よ
う
に
、
仁
康
上
人
が
開

い
た
祇
陀
林
の
本
尊
で
あ
る
釈
迦
像
の
こ
と
も
あ
る
が
、
通
常
は
釈
迦
そ
の
も
の

を
さ
す
。
後
歌
は
釈
迦
の
説
く
講
説
の
場
は
難
波
潟
の
葦
の
八
重
垣
で
は
な
い

が
、
身
近
な
所
に
あ
る
の
に
な
あ
の
意
。

な
に

く
ち

⑦
何
と
な
き
口
ず
さ
み
ま
で
契
り
け
る
仏
の
御
名
は
南
無
阿
弥
陀
仏
（
三
二
六

二
）

お

み

だ

▽
山
深
み
そ
ゞ
ろ
に
落
つ
る
涙
か
な
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
（
四
五
四

一
）

（
�
）

南
無
阿
弥
陀
仏
は
『
夫
木
抄
』
に
時
宗
開
祖
一
遍
の
歌
が
あ
る
が
、
何
よ
り

「
一
た
び
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
人
の
蓮
の
上
に
の
ぼ
ら
ぬ
は
な
し
」（
拾
遺
・

哀
傷
一
三
四
四

空
也
上
人
）
で
有
名
で
あ
る
。
前
歌
は
ど
う
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
口
を
つ
く
ま
ま
に
出
た
も
の
ま
で
極
楽
往
生
を
約
束
す
る
、
仏
の
御
名
は
阿

弥
陀
仏
だ
の
意
。
後
歌
は
山
深
く
隠
遁
し
て
暮
ら
し
て
い
る
と
、
む
や
み
に
落
ち

る
涙
だ
よ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
意
。
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以
上
の
諸
例
の
検
証
か
ら
、
歌
語
の
習
熟
の
点
だ
け
で
な
く
、
内
容
的
に
も

「
厭
離
欣
求
百
首
」
の
推
敲
課
程
の
諸
々
を
感
じ
さ
せ
る
。

（
Ｃ
）
そ
の
他

こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
被
取
替
三
十
五
首
」
内
部
の
問
題
や
、
当
該
百
首
の
検
証

で
感
得
で
き
る
も
の
、
そ
の
他
を
取
り
扱
い
た
い
。

く
る

こ

す
ゑ

ま
つ

①
▽
あ
は
れ
に
も
苦
し
き
海
は
思
ふ
と
て
浪
越
す
袖
や
末
の
松
山
（
四
五
六
二
）

す
ゑ

こ

う
つ

ま
こ
と

た
も
と

▽
末
の
松
越
す
か
涙
を
移
さ
ば
や
真
の
道
を
思
ふ
袂
に
（
四
五
六
三
）

（
Ｂ
）
①
後
歌
の
「
末
の
松
山
」
に
注
目
す
る
と
、
仏
道
を
思
う
心
の
深
さ
が

め
っ
た
に
な
い
こ
と
の
比
喩
に
、「
末
の
松
（
山
）」
を
使
用
す
る
か
。
前
歌
の

「
苦
し
き
海
」「
末
の
松
山
」
双
方
を
使
用
し
た
表
現
の
方
が
分
か
り
易
い
。
こ
の

語
に
関
す
る
推
敲
の
成
果
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

い

す
く

②
▽
何
ゆ
ゑ
か
世
に
出
で
た
ま
ふ
釈
迦
仏
わ
れ
救
は
ず
は
か
こ
ち
申
さ
む
（
四
五

七
三
）

よ

を
し

き

ゝ
つ
た

▽
釈
迦
仏
こ
の
世
に
出
で
ゝ
教
へ
し
は
何
事
と
か
は
聞
き
伝
へ
た
る
（
四
五
七

〇
）

前
述
し
た
よ
う
に
、「
釈
迦
仏
」
と
は
「
年
を
経
て
君
を
祈
れ
る
言
の
葉
は
南

無
釈
迦
仏
大
日
如
来
」（「
大
懺
法
院
条
々
起
請
事
」
五
〇
八
九
）
の
よ
う
に
、
通

常
は
釈
迦
牟
尼
そ
の
も
の
を
さ
す
。
前
歌
は
私
を
救
わ
な
い
の
な
ら
、
不
平
を
申

し
上
げ
よ
う
の
意
。
後
歌
は
釈
迦
仏
の
教
え
を
ど
の
よ
う
に
聞
い
て
い
た
の
か
、

自
ら
の
悟
り
が
浅
か
っ
た
の
か
の
意
。
両
歌
は
対
比
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
「
頼
む
ぞ
よ
霊
山
海
会
釈
迦
大
師
た
れ
ゆ
ゑ
と
て
か
世
に
出
た
ま
ふ
」

（
厭
離
欣
求
百
首
三
二
六
四
）
と
の
歌
が
認
め
ら
れ
る
が
、
釈
迦
と
同
列
に
「
大

師
」
が
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
Ａ
）
⑥
の
最
澄
・
空
海
の
並
置
を
想
起
さ
せ

る
。な

お
、
両
歌
の
「
釈
迦
仏
」
共
に
「
世
に
出
で
た
ま
ふ
」
に
着
目
す
る
と
、
釈

迦
牟
尼
仏
だ
け
で
な
く
、
従
地
湧
出
し
た
菩
薩
以
下
の
諸
仏
を
さ
す
と
も
考
え
ら

れ
る
（
従
地
湧
出
品
）。
つ
ま
り
釈
迦
の
所
化
（
分
身
）
を
含
む
。

こ
の
従
地
湧
出
し
た
菩
薩
以
下
の
諸
仏
（
釈
迦
の
所
化
）
を
も
含
む
「
釈
迦

仏
」
と
い
う
語
は
『
拾
玉
集
』
に
前
述
の
四
例
し
か
な
く
、『
法
華
経
』
従
地
湧

出
品
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
も
の
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、

『
拾
玉
集
』
内
の
「
第
五
帖
所
載
散
文
」
と
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き

る
。当

該
散
文
に
は
「
二
諦
一
如
」
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
釈
迦
仏
」
と
直
前
の

源
信
僧
都
の
「
浄
土
よ
り
始
め
て
廿
五
有
の
有
様
を
教
え
給
ふ
」
と
対
置
し
て
い

る
。
ま
た
従
地
湧
出
品
の
経
文
引
用
直
後
に
「
仏
法
を
広
め
給
ひ
し
大
師
達
の
跡

の
、
我
立
杣
に
冥
加
を
祈
り
し
も
、
高
野
の
山
に
入
定
と
聞
ゆ
る
も
、
さ
て
の
み

こ
そ
は
侍
り
け
れ
」
と
、
伝
教
大
師
（
最
澄
）
と
弘
法
大
師
（
空
海
）
を
対
比
し

て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
し
、
こ
れ
も
ま
た
（
Ａ
）
⑱
対
で
も
述
べ
た
こ
と

と
一
致
す
る
。
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み

づ

み
ま
き

ふ
か

え

わ

③
▽
五
月
雨
は
美
豆
の
御
牧
の
深
き
江
に
す
み
か
へ
り
ぬ
る
我
が
心
か
な
（
四
五

六
〇
）

「
美
豆
の
御
牧
」
と
い
う
山
城
国
の
歌
枕
を
使
い
、「
深
き
江
」
を
導
く
序
と
し

て
い
る
。
私
の
心
は
、
五
月
雨
が
美
豆
の
御
牧
に
な
す
深
い
江
で
は
な
い
が
、
仏

教
と
の
深
い
縁
に
繋
が
っ
て
い
る
の
意
。
こ
の
「
美
豆
の
御
牧
」
と
い
う
序
も
、

こ
と

は

み
ち

い

み

づ

当
該
散
文
に
も「
我
国
の
言
の
葉
よ
り
仏
の
道
へ
入
ら
む
と
心
ざ
し
侍
こ
と
、美
豆

み
ま
き

ふ
か

を
こ

の
御
牧
の
深
き
江
よ
り
起
り
て
」
と
同
じ
内
容
の
修
辞
が
看
取
で
き
る
。

こ
の
「
美
豆
の
御
牧
」
の
よ
う
な
歌
語
が
「
被
取
替
三
十
五
首
」
中
に
確
認
で

き
る
こ
と
の
意
味
は
甚
だ
大
き
い
。
他
に
、
同
様
に
当
該
散
文
に
関
係
の
あ
る
歌

語
と
し
て
、
次
の
「
花
の
都
」「
深
き
色
」
の
二
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

か
り

（
ゆ
く
）

④
春
の
雁
の
花
の
都
の
空
を
行
に
た
ぐ
ふ
心
の
な
ど
な
か
る
ら
ん
（
三
一
七
一
）

ひ

え

を

び

え

ふ
か

う

よ

ほ
か

⑤
比
叡
の
山
小
比
叡
の
杉
の
深
き
色
も
憂
き
世
の
外
の
し
る
し
な
ら
ず
や
（
三
一

九
六
）

（
Ａ
）
⑤
例
・
同
⑱
例
で
取
り
上
げ
た
歌
語
で
あ
る
が
、
当
該
散
文
の
「
釈
迦

た
ま

あ
り
さ
ま

の
た
ま

仏
本
時
所
化
の
菩
薩
の
、
老
々
と
し
て
地
よ
り
出
給
ひ
し
有
様
を
宣
ふ
に
は
」
に

続
く
「
志
楽
於
静
処
。
捨
大
衆

閙
」（
法
華
経
・
従
地
湧
出
品
）
の
後
に
、「
さ

こ
と
は
り

ふ
か

そ

は
な

ち
り

ま
じ

れ
ば
、
ま
こ
と
し
く
其
理
を
思
ふ
人
の
、
深
き
色
に
染
め
る
花
の
宮
こ
の
塵
に
交

つ
か

こ
の
み

わ
す

は
り
て
、
阿
私
仙
に
仕
へ
し
菓
を
忘
れ
た
る
は
な
し
」
と
見
え
る
。
両
語
共
に

「
諸
法
実
相
」（
煩
悩
即
菩
提
）
を
示
す
タ
ー
ム
で
あ
る
だ
け
に
、
単
な
る
言
葉
の

一
致
レ
ベ
ル
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
当
該
百
首
内
部
に
は
「
二
首
一
対
の

形
態
」
の
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
「
釈
迦
仏
」
の
用
例
や
「
深
き
色
」

「
花
の
宮
こ
」
の
歌
語
な
ど
か
ら
、「
厭
離
欣
求
百
首
」
お
よ
び
「
厭
離
欣
求
百
首

中
被
取
替
三
十
五
首
」
は
「
第
五
帖
所
載
散
文
」
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る

（
�
）

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注

（
�
）
和
歌
文
学
大
系
『
拾
玉
集
』
は
石
川
・
山
本
共
著
で
、
当
該
部
分
は
石
川
担
当
。

監
修
者
久
保
田
淳
の
指
摘
に
拠
る
。
当
初
、
前
歌
の
「
四
句
を
一
・
二
句
と
対
に
な

る
」
と
考
え
た
が
、
こ
れ
と
は
異
な
る
解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
�
）
「
と
め
で
も
と
む
る
」
で
は
後
歌
の
四
句
「
し
ら
で
も
し
ら
ぬ
」
と
詩
型
が
一
致
す

る
こ
と
に
な
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
本
文
だ
け
で
な
く
、
口
頭
発
表
の
席
上
で
も
こ

の
指
摘
が
あ
っ
た
。

（
�
）
山
本
一
「
承
元
期
の
慈
円

│
隠
遁
と
和
歌
」（
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
・
人
分

社
会
編35

・1986

↓
『
慈
円
の
和
歌
と
思
想
』
和
泉
書
院
・1999

）
に
拠
る
と
、
鴨

長
明
『
発
心
集
』
序
文
に
も
引
用
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
�
）
「
厭
離
欣
求
百
首
被
取
替
三
十
五
首
」
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳
は
「『
厭
離
欣
求

百
首
』
の
一
部
を
慈
円
が
入
れ
替
え
、
そ
の
際
に
百
首
か
ら
除
い
た
歌
を
書
き
留
め

て
お
い
た
も
の
ら
し
く
、
他
の
歌
稿
類
と
い
っ
し
ょ
に
伝
わ
っ
て
『
拾
玉
集
』
に
収

め
ら
れ
た
」
と
す
る
。
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
東
大
出
版
会
・1973

）

（
�
）
「
釈
迦
仏
」
の
用
例
は
『
拾
玉
集
』
内
の
次
の
四
例
の
み
。

な
に
は
が
た
あ
し

や

へ
が
き
ま
ぢ
か

釈
迦
仏
御
法
の
庭
は
難
波
潟
葦
の
八
重
垣
間
近
き
も
の
を
（
四
五
四
七
）

よ

（
い
で
）

を
し

き

ゝ
つ
た

釈
迦
仏
こ
の
世
に
出
て
教
へ
し
は
何
事
と
か
は
聞
き
伝
へ
た
る
（
四
五
七
〇
）

な
に

い

す
く

何
ゆ
ゑ
か
世
に
出
で
た
ま
ふ
釈
迦
仏
わ
れ
救
は
ず
は
か
こ
ち
申
さ
む
（
四
五
七

三
）

と
し

へ

い
の

こ
と

は

年
を
経
て
君
を
祈
れ
る
言
の
葉
は
南
無
釈
迦
仏
大
日
如
来
（
五
〇
八
九
「
大
懺

法
院
条
々
起
請
事
」）

石川：慈円「厭離欣求百首」検証
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（
�
）
「
西
へ
行
く
迷
ひ
悟
り
の
道
絶
え
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
に
任
せ
よ
（
夫
木
抄
・
雑

一
六
三
五
〇

一
遍
上
人
）
の
左
注
に
「
此
歌
は
、
あ
る
人
、
西
へ
行
く
道
を
あ
ま

た
に
聞
き
分
け
て
迷
ひ
ぬ
べ
き
を
い
か
が
定
め
ん
、
と
よ
み
た
り
け
る
返
し
に
つ
か

は
し
け
る
と
云
々
」
と
あ
る
。

（
�
）
「
厭
離
欣
求
百
首
」
末
尾
の
「
た
の
む
ぞ
よ
霊
山
界
会
釈
迦
大
師
た
れ
ゆ
ゑ
と
て
か

世
に
出
で
た
ま
ふ
」（
三
二
六
四
）
に
い
う
「
大
師
」
は
、（
Ａ
）
⑱
・（
Ｃ
）
②
の
用

例
か
ら
も
、「
第
五
帖
所
載
散
文
」
中
の
一
節
「
仏
法
を
広
め
給
ひ
し
大
師
達
の
跡

の
、
我
立
杣
に
冥
加
を
祈
り
し
も
、
高
野
の
山
に
入
定
と
聞
ゆ
る
も
」
か
ら
も
、
伝

教
大
師
・
弘
法
大
師
を
指
す
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
発
表

席
上
で
「
普
通
に
考
え
る
と
、
伝
教
大
師
や
円
仁
・
円
珍
な
ど
の
天
台
系
大
師
で
は

な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
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