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ニ
ヒ
リ
ズ
ム 。
ラ
テ
ン
語
の
nihil
を
原
核
と
し
て
造
語
さ
れ
た
こ
の
語
は 、
nihil
が
「
無」
を
含
意
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に 、
知
的
能
作
に
お
け
る
否
定
性
を
具
現
す
る
思
想
的
態
度
を
意
味
し
て
い
る 。
明
治
期
の

日
本
思
想
に
受
容
さ
れ
る
経
緯
の
な
か
で 、
こ
の
語
は 、
主
と
し
て
「
虚
無
主
義」
と
い
う
訳
語
を
与
え
ら
れ
て
き
た 。

虚
無
主
義
と
は 、
既
存
の
価
値
観
に
対
し
て
消
極
的
な
い
し
は
反
撥
的
な
思
想
的
態
度
を
意
味
す
る
も
の
で 、
そ
こ
に

否
定
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
と
い
え
よ
う 。
し
か
し
な
が
ら 、
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
11

虚
無
主
義」
と
い
う
把

握
は 、
nihil
を
志
向
す
る
知
的
態
様
を
静
観
と
し
て
消
極
化
す
る
傾
向
を
免
れ
な
い 。
nihil
を
虚
無
と
と
ら
え
て 、

そ
こ
に
既
存
の
価
値
観
か
ら
ひ
そ
や
か
に
離
脱
し
て
ゆ
く 、
い
わ
ば
虚
無
僧
の
寂
静
主
義
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
態
度

が 、
そ
の
把
握
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
川
原
栄
峰
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム』
講
談
社 、

一
九
七
七
年
参
照） 。
そ
こ
で
は 、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
そ
の
発
生
形
態
の
な
か
に
保
持
し
て
い
た
は
ず
の
積
極
的
な
否
定

性
が
看
過
さ
れ
て
い
る 。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
虚
無
主
義
と
し
て
把
握
す
る
思
想
理
解
は 、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
含
ま
れ
た
意
味

内
容
を
消
極
的
な
方
向
へ
と
か
た
よ
ら
せ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い 。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
特
定
の
種
的
共
同
体
の
な
か
に
す

で
に
厳
然
と
構
築
さ
れ
て
在
る
諸
価
値
か
ら
の
逃
避
や 、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
消
極
的
な
反
撥
と
解
す
る
こ
と

は 、
支
配
的
思
潮
を
無
化
し
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
価
値
観
の
空
隙
に
新
た
に
別
種
の
価
値
観
を
定
立
さ
せ
よ
う
と
す

る 、
こ
の
思
想
に
特
有
な
意
図
を
見
過
ご
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る 。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
語
は 、
西
欧
思
想
に
な
じ
ん
だ
わ
た
し
た
ち
現
代
人
に 、
た
だ
ち
に一
人
の
思
想
家
の 、
激
越
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な
言
辞
に
満
ち
た
斬
新
な
著
述
を
連
想
さ
せ
る。

ニ
ー

チ
ェ
の
『
力
ヘ
の
意
志』

で
あ
る。

こ
の
書
の
冒
頭
部
分
で、

ニ
ー

チ
ェ
は
自
己
を
「
西
欧
最
初
の
完
全
な
ニ
ビ
リ
ス
ト」

と
規
定
す
る。

ニ
ー

チ
ェ
は、

西
欧
思
想
を
根
底
か
ら
支

え、

い
わ
ば
通
奏
低
音
と
し
て
そ
の
基
底
に
流
れ
続
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
を、

弱
者
の
強
者
に
対
す
る
怨
恨
感

情
（
ル
サ
ン
チ
マ
ン）

に
根
ざ
し
た
畜
群
（
弱
者）

の
価
値
観
と
と
ら
え、

そ
こ
か
ら
の
離
脱
と、

や
が
て
出
現
す
る

超
人
に
よ
る
そ
の
克
服
と
を
人
類
に
と
っ
て
の
理
想
的
事
態
と
見
な
す。

こ
う
し
た
認
識
に
立
つ
自
己
を
「
完
全
な
ニ

ヒ
リ
ス
ト」

と
と
ら
え
る
と
き、

ニ
ー

チ
ェ
が、

既
存
の
価
値
観
を
徹
底
的
に
無
化
す
る
こ
と
と、

無
化
の
の
ち
の
空

隙
に
新
た
な
価
値
観
を
樹
立
す
る
こ
と
と
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
役
割
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
『
力
ヘ
の

意
志』

が、

ニ
ー

チ
ェ
の
妹
と
弟
子
に
よ
る
彼
の
遺
稿
断
片
の
収
集
・

編
纂
に
基
づ
い
て
成
っ
た
と
い
う
文
献
学
的
事

実
は、
「
完
全
な
ニ
ヒ
リ
ス
ト」

と
い
う
ニ
ー

チ
ェ
の
自
画
像
に
変
更
を
迫
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。

そ
の
自
画
像

は、

遺
稿
断
片
が
ニ
ー

チ
ェ

自
身
の
手
に
成
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
新
奇
な
事
実
が
あ
か
る
み
に
出
さ
れ
な
い
か
ぎ

り、

ニ
ー

チ
ェ

自
身
の
も
の
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
定
立
し
続
け
る
か
ら
で
あ
る。

ニ
ー

チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は、

キ
リ

ス
ト
教
的
価
値
観
の
無
化
と、

そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
価
値
観
の
樹
立
を
志
向
す
る
と
い
う
意
味
で、

能
動
的
な
否
定

性
に
よ
っ
て
貰
か
れ
た
積
極
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
「
西
欧
最
初
の
完
全
な
ニ
ヒ
リ
ス
ト」

と
い
う
彼
の
自
己
規
定
に
信
を
置
く
な
ら
ば、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
旧
来
の
支
配
的
な
思
潮
か
ら
の
逃
避
な
い
し
は
そ
れ
に

対
す
る
消
極
的
反
抗
の
意
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て、
「
虚
無
主
義」

と
い
う
訳
語
は、

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
全
貌
を
汲
み
と
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
訳
語
を
日
本
語
の
文
脈
の
な
か
に
追
い
求
め

る
こ
と
が、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
る
こ
と
は
明
白
と
い
え
よ
う。

新
た
な
訳
語。

そ
れ
は、
「
虚
無」

と
い
う
語
が
抱
え
こ
ん
で
い
る
寂
静
的
な
意
味
合
い
を
排
拒
し、
ni
h
il
そ
れ
自
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体
の
積
極
的
か
つ
能
動
的
な
機
能
と
も
い
う
べ
き
「
無・
動」
の
意
を
含
意
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
こ
こ

で
い
う
「
無・
動」
と
は 、
禅
定
に
よ
る
妄
想
の
断
滅
の
意
で
は
な
く 、
み
ず
か
ら
は
無
と
し
て
在
り
な
が
ら
も
他
を

動
か
す
事
物
の
態
様
の
謂
い
で
あ
る 。
日
本
語
の
既
存
の
文
脈
の
な
か
で 、
こ
う
し
た
「
無・
動」
の
意
を
含
み
つ
つ

nihil
に
振
舞
う
こ
と
の
積
極
性
を
提
示
し
う
る
語
は 、
さ
し
あ
た
っ
て 、
仏
典
に
典
拠
を
も
っ
「
撥
無」
以
外
に
は
考

え
ら
れ
な
い 。
在
来
の
精
神
世
界
に
お
け
る
支
配
的
な
思
潮
を
新
た
な
思
潮
の
樹
立
を
め
が
け
て
積
極
的
に
払
い
の
け

る
こ
と 。
こ
う
し
た
意
義
を
に
な
い
う
る
の
は 、
「
撥
無」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る 。
本
章
で
は 、
以
下 、
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
を
「
撥
無
主
義」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い 。

撥
無
主
義
は 、
ニ
ー

チ
ェ
の
思
索
に
お
い
て
も
っ
と
も
尖
鋭
的
な
形
態
を
示
す 。
た
だ
し 、
こ
の
こ
と
は 、
撥
無
主

義
が
ニ
ー

チ
ェ
に
の
み
特
有
な
思
惟
様
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
わ
け
で
は
な
い 。
ニ
ー

チ
ェ
の
撥
無
主
義
が 、
そ
の

積
極
性
の
面
で
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
独
歩
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る 。
し
か
し 、
撥
無
主
義
が
含
意
す

る
否
定
性
を
よ
り
広
義
に
と
ら
え 、
そ
れ
を
種
的
社
会
内
に
通
有
的
な
も
の
の
見
か
た・
考
え
か
た
へ
の
反
定
立
と
解

す
る
な
ら
ば 、
撥
無
主
義
の
主
体
と
な
り
え
た
の
は 、
ひ
と
り
ニ
ー

チ
ェ
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う 。
た
と
え
ば 、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
哲
学
の
歴
史
を 、
た
だ
存
在
者
に
の
み
拘
泥
し
存
在
者
の
存
在
(Sein)
を

問
う
こ
と
を
忘
れ
た
存
在
忘
却
の
歴
史
と
し
て
批
判
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は 、
哲
学
の
既
在
的
定
立
に
対
し
て
自
己
の
思

索
を
反
措
定
と
し
て
立
て
る
点
で 、
ま
ぎ
れ
も
な
く
撥
無
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う 。
ま
た 、
大
陸
伝

来
の
思
想
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
た
律
令
体
制
が
確
立
さ
れ
る
さ
な
か
に
有
機
的
人
倫
体
と
し
て
の
種
的
社
会
が
独
自

に
構
築
さ
れ
て
い
た
日
本
の
古
代
に
お
い
て
も 、
既
存
の
価
値
観
に
対
す
る
否
定
的
思
惟
様
式
と
い
う
意
味
で
の
撥
無

主
義
は 、
十
分
に
存
立
の
可
能
性
を
有
し
て
い
た 。
本
章
で
は 、
以
下 、
そ
う
し
た
可
能
性
が
い
つ
だ
れ
に
よ
っ
て
顕
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在
化
せ
し
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点、

お
よ
び、

そ
の
顕
在
化
の
内
質
を、

思
想
の
追
思
(
Na
c
h
d
en
ke
n)

と
い
う

視
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

た
だ
し、

本
章
の
こ
の
試
み
は、

撥
無
主
義
を、

既
存
の
価
値
観
の
全
否
定
か
ら
新
た
な
価
値
観
の
樹
立
へ
と
い
う

思
考
の
激
烈
な
動
性
と
と
ら
え
る
見
か
た
か
ら、

そ
の
動
性
を
意
図
的
に
（
あ
る
程
度
ま
で）

遠
ざ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
。

し
た
が
っ
て、

も
し、

本
章
が
日
本
古
代
に
お
け
る
撥
無
主
義
の
全
貌
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
へ
と
む

か
お
う
と
す
る
な
ら
ば、

い
っ
た
ん
は
思
慮
の
枠
外
に
残
置
し
た
「
動
性」

を、

も
う
一

度
枠
の
な
か
に
お
さ
め
か
え

す
必
要
が
あ
る。

す
な
わ
ち、

日
本
古
代
の
精
神
世
界
の
内
部
に
撥
無
主
義
が
顕
在
化
し
た
と
す
れ
ば、

そ
の
撥
無
主

義
は、

ニ
ー
チ
ェ

的
な
意
味
で
の
積
極
性
・

能
動
性
を
有
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。撥

無
主
義
が
「
無」

と
い
う
概
念
を
内
含
し
つ
つ
そ
こ
に
深
く
関
わ
る
事
実
は、

わ
た
し
た
ち
追
思
者
に
対
し
て、

「
無」

に
つ
い
て
の
思
索
が
必
然
的
に
撥
無
主
義
に
直
結
し
て
ゆ
く
か
の
よ
う
な
印
象
を
も
た
ら
す。

た
と
え
ば、

存

在
者
を
「
現」
(
Da)

に
在
ら
し
め
て
い
る
「
存
在」
(
S
ei
n)

を、

動
性
を
濃
厚
に
帯
び
た
「
無」

と
し
て
と
ら
え、

「
な
に
ゆ
え
に
存
在
者
が
在
る
の
か、

む
し
ろ
無
が
在
る
の
で
は
な
い
の
か」
（
『
形
而
上
学
と
は
何
か』）

と
問
う
際
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
は、

直
裁
「
無」

に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
撥
無
主
義
的
な
相
貌
を
示
す
か
の
よ
う
に
見
え
る。

ま
た、
「
無
常」

と
い
う
熟
語
に
よ
っ
て
世
界
像
を
表
象
し
つ
つ
、

現
世
の
「
常」

す
な
わ
ち
常
住
な
る
こ
と
を
否
定
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す
る
思
索
と
し
て
の
「
無
常
観」
は 、
一
見
典
型
的
な
形
で
撥
無
主
義
を
表
出
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
伴
っ
て
い
る 。

た
し
か
に 、
「
無
が
在
る」
と
い
う
事
実 、
す
な
わ
ち
存
在
者
を
「
現」
に
在
る
形
で
在
ら
し
め
る
原
拠
と
し
て
の

「
無」

が
「
存
在」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
的
な
事
実
を
指
摘
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
論
理
は 、
そ
の
逆
説
性
を

等
閑
に
付
し
「
無」
と
し
て
の
「
存
在」
を
忘
却
し
続
け
た
在
来
の
西
欧
哲
学
に
対
す
る
反
定
立
と
な
り
え
て
い
る 。

そ
の
意
味
で 、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
思
索
を
撥
無
主
義
と
と
ら
え
る
こ
と
は 、
け
っ
し
て
不
可
能
で
は
な
い 。
し
か
し
な
が

ら 、
現
世
の
「
常」
を
否
定
す
る
無
常
観
に
撥
無
主
義
の
発
露
を
認
め
る
「
印
象」
は 、
も
し
そ
れ
が 、
種
的
社
会
の

規
制
的
な
価
値
観
あ
る
い
は
種
的
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
思
潮
に
対
す
る
批
判
的
態
度
の
定
立
を
無
常
観
の
う
ち
に

求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば 、
決
定
的
と
も
い
う
べ
き
誤
謬
に
よ
っ
て
貰
か
れ
て
い
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い 。
無
常
観
は 、
俗
見
に
よ
っ
て
有
と
見
定
め
ら
れ
る
現
実
の
事
象
を 、
俗
見
を
超
脱
し
た
視
座
か
ら
本

質
的
に
無
な
る
も
の
と
認
定
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い 。
も
し 、
種
的
社
会
の
太
古
以
来
の
通
念
が
人
間
の
眼
前
に

立
ち
あ
ら
わ
れ
る
事
物
の
実
在
を
素
朴
に
事
実
と
し
て
認
定
し 、
そ
の
非
在
の
可
能
性
を
ま
っ
た
＜
顧
慮
し
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば 、
そ
う
し
た
無
常
観
の
う
ち
に
は
「
通
念」
に
対
す
る
否
定
的
視
座
が
厳
然
と
定
位
さ
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。
だ
が 、
無
常
観
が
種
的
社
会
の
深
部
に
ま
で
滲
透
す
る
と
き 、
そ
れ
は 、
現
実
を
常

住
な
ら
ざ
る
も
の
と
と
ら
え
る
思
惟
が
社
会
通
念
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
逆
説
的
に
現
状
肯
定
の
認
識
へ
と
転

化
し
て
し
ま
う 。
以
下
に
見
る
よ
う
に 、
文
献
に
基
づ
い
て
そ
の
思
想
的
潮
流
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
初
発
の
社

会 、
す
な
わ
ち
日
本
の
古
代
社
会
は 、
そ
の
構
成
員
が
無
常
観
を
常
識
と
し
て
共
有
す
る
社
会
で
あ
っ
た 。
そ
こ
に
お

い
て 、
こ
と
さ
ら
に
人
為・
事
象
の
無
常
を
強
調
す
る
こ
と
は 、
既
存
の
価
値
観 、
旧
来
の
思
想
的
潮
流
に
対
し
て
対

抗
的
な
い
し
は
否
定
的
な
撥
無
主
義
の
表
出
で
あ
る
ど
こ
ろ
か 、
む
し
ろ
所
与
の
思
想
情
況
へ
の
盲
H
的
な
追
随
を
意
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た
と

あ
さ
ぴ
ら

こ

世
間
を
何
に
瞥
へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し

遠
き
初
め
よ

う
つ
せ
み
の
世
は
常
な
し
と
知
る
も
の
を
秋
風
寒
み
偲
ひ
つ
る
か
も

よ
の
な
か

世
間
を
常
な
き
も
の
と
今
ぞ
知
る
奈
良
の
都
の
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば

ぁ

か
く
し
つ
つ
我
が
待
っ
し
る
し
あ
ら
ぬ
か
も
世
の
人
皆
の
常
に
あ
ら
な
く
に

ぁ

世
間
は
常
か
く
の
み
と
別
れ
ぬ
る
君
に
や
も
と
な
我
が
恋
ひ
行
か
む

あ
め
っ
ち

天
地
の

世
間
は

常
な
き
も
の
と

語
り
継
ぎ

こ
れ
ら
の
歌
々
は 、
古
代
日
本
人
が
仏
教
的
視
点
に
立
っ
て
人
間
的
世
界
の
「
常
な
き
さ
ま」
を
凝
視
し
て
い
た
こ
と

を
如
実
に
示
し
て
い
る 。
一
般
に 、
日
本
古
代
に
お
け
る
仏
教
的
無
常
観
の
確
立
は 、
筑
紫
歌
壇
の
宴
席
に
お
け
る
沙

弥
満
誓
の
詠 、

（
萬
葉
集
巻――- 、
三
五一
）

な
が
ら
へ
来
れ
…
…

（
巻
十
九 、
四一
六
〇

味
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い 。
現
実
を
支
配
す
る
思
想
情
況
へ
の
追
随
は 、
撥
無
主
義
の
対
極
に
位
置
す
る
現
実
肯
定

主
義
の
具
現
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

無
常
観
は 、
「
世
間
無
常」
と
い
う
仏
教
語
を
倭
語
に
翻
案
す
る 、
以
下
の
よ
う
な
萬
葉
歌
に
よ
っ
て 、
そ
の
存
在

を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る 。

（
巻
三 、
四
六
五

大
伴
家
持）

（
巻
六 ‘
1
0
四
五）

（
巻
十一

、
二
五
八
五）

（
巻
十
五 、
三
六
九
0)

大
伴
家
持）
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に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
唐
木
順
三
『
無
常』
筑
摩
書
房 、
一
九
六
五
年
等
参
照）
が 、
右
の
歌
々
に

よ
れ
ば 、
満
誓
歌
か
ら
い
く
ば
く
の
時
を
も
経
る
こ
と
な
く 、
仏
教
的
無
常
観
は
古
代
日
本
人
の
心
底
に
定
着
し
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る 。
し
か
し 、
無
常
観
の
成
立
あ
る
い
は
萌
芽
は 、
「
世
間
無
常」
と
い
う
哲
理
が
概
念
的
に
受
容

さ
れ
る
こ
と
を
必
須
の
条
件
と
は
し
な
い 。
天
孫
降
臨
以
来
の
歴
史
的
継
続
性
を
保
持
す
る
事
物 、
す
な
わ
ち
直
戟
神

代
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
常
住
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る(
H
本
古
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
発
想
の
所
在
に
つ
い
て
は 、

前
掲
拙
著
『
こ
と
ば
と
時
間
ー

古
代
H
本
人
の
思
想
ーー』

参
照）
事
物
の
滅
び
を
眼
前
に
す
る
と
き 、
あ
る
い
は 、

訓
れ
親
し
ん
だ
縁
者
の
唐
突
な
死
に
直
面
す
る
と
き 、
古
代
人
は 、
仏
教
と
は
無
縁
の
位
相
で 、
所
与
の
現
実
が
は
か

な
い
も
の 、
む
な
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
切
実
に
体
感
し
た 。
そ
の
体
感
は 、
無
常
を
人
間
的
生
の
実
相
と
す
る
感

覚
を
古
代
人
の
心
底
に
定
位
せ
し
め
た 。
こ
の
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば 、
古
代
人
は 、
仏
教
的
無
常
観
が
滲
透
す
る

以
前
に 、
す
で
に 、
無
常
を
感
得
す
る
心
性
と
し
て
の
無
常
感
を
わ
が
も
の
に
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

た
と
え
ば 、
柿
本
人
麻
呂
は 、
近
江
の
国
か
ら
都
へ
と
帰
還
す
る
途
次
に 、

や

そ

あ

じ

ろ

き

も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も

つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る 。

天
武
朝
に
出
仕
し 、
持
統
女
帝
の
も
と
に
宮
廷
歌
人
と
し
て
仕
え
た
人
麻
呂
が 、
す
で
に
六
世
紀
の
半
ば
こ
ろ
に
は
朝

鮮
半
島
経
由
で
伝
来
し
て
い
た
仏
教
と
ま
っ
た
＜
疎
遠
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い 。
人
麻
呂
の
手
に
成
る
歌
の
表
記

に
は 、
漢
籍
に
暗
示
を
得
た
も
の
が
多
数
見
ら
れ
る 。
た
と
え
ば 、
「
膠
木」
「
継
嗣」
（
萬
葉
集
巻一

、
二
九） 、
「
猶

（
萬
葉
集
巻
三 、
二
六
四）
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ゆ

た

ふ

預
不
定」

0-
） 、

ま
つ
ろ
ふ

（
同
巻
二 、
一
九
六） 、
「
軍
士」
「
奉
仕」
「
遣
使」
「
安
定」
（
同
巻
二 、
一
九
九） 、
「
迷
惑」
（
同
巻
二 、
ニ

お
ほ
ほ
し

「
努
髯」
（
同
巻
二 、
ニ―
七） 、
「
欝
他」
（
同
巻
二 、
一―――
0) 、

「
家
門」
（
同
巻
三 、
二
五
五） 、
「
罪
霰」

（
同
巻
十 、
一
八―
二 、
一
八一
四
i一

八一
七

人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌） 、
「
侍
従」
（
同
巻
十一

、
二
五
0
八）

等
々
で
あ
る
（
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
（
中）』
塙
書
房 、
一
九
六
四
年
参
照） 。
後
の
旅
人
や
憶
良 、

あ
る
い
は
家
持
や
池
主
ほ
ど
に
は
漢
籍
へ
の
依
存
の
具
相
が
自
明
的
で
は
な
い
も
の
の 、
人
麻
呂
が
何
ら
か
の
形
で
漢

籍
に
触
れ 、
そ
れ
を
自
作
の
表
記
に
持
ち
こ
ん
で
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る 。
本
書
に
は
そ
れ
を
実
証
す
る
能
力

は
な
い
け
れ
ど
も 、
人
麻
呂
が
触
れ
た
漢
籍
に
は
仏
典
も
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
す
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る 。

と
す
る
な
ら
ば 、
人
麻
呂
は 、
お
そ
ら
く 、
仏
教
に
接
し 、
そ
の
根
幹
を
な
す
無
常
観
を
瞥
見
し
て
い
た
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い 。
右
二
六
四
を
詠
ん
だ
と
き 、
人
麻
呂
の
脳
裏
に
「
冊
間
無
常」
と
い
う
哲
理
が
去
来
し
て
い
た
蓋
然

性
は
高
い 。
し
か
し 、
天
智
天
皇
の
大
津
の
宮
の
滅
び
の
さ
ま
を
目
の
あ
た
り
に
し
て 、
反
復
可
能
性
を
直
示
す
る
自

然
の
生
命
力
の
横
溢
と
人
為
の一
回
的
な
は
か
な
さ
と
を
実
感
的
に
対
比
し
た
人
麻
呂
（
萬
葉
集
巻一

、
二
九
＼

三一

「
近
江
荒
都
歌」）
は 、
無
常
を 、
仏
教
的
な
視
点
か
ら
導
か
れ
る
特
定
の
観
念
と
し
て
で
は
な
く 、
む
し
ろ
人
間
的
営

為
に
ま
つ
わ
る
普
遍
的
で
必
然
的
な
法
則
性
と
し
て
身
体
的
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か 。
彼
は 、
無
常

が
諸
事
物
を
貰
く
決
定
的
な
法
則
性
で
あ
る
こ
と
を
仏
教
的
に
思
惟
し
た
の
で
は
な
か
っ
た 。
宇
治
川
の
網
代
木
に
滞

っ
て
は
い
ず
こ
へ
と
も
な
く
流
れ
て
行
く
水
流
の
寄
る
辺
な
さ・
は
か
な
さ
を 、
彼
は
人
為
の
具
相
と
し
て
現
実
的
か

つ
具
体
的
に
視
認
し
た
の
で
あ
っ
て 、
「
世
間
無
常」
と
い
う
仏
教
的
哲
理
の
概
念
化
を
そ
こ
に
求
め
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る 。

こ
の
よ
う
な 、
か
な
ら
ず
し
も
仏
教
的
哲
理
に
は
寄
り
か
か
ら
な
い 、
H
常
的
体
験
の
感
性
的
帰
結
と
し
て
の
無
常



第I部 古代文芸の思想 56 

感
は 、
人
麻
呂
歌
集
の
歌
々
を
先
立
て
な
が
ら 、
そ
れ
ら
と
の
照
応
関
係
（
古
今
構
造）
の
も
と
に
奈
良
朝
の
畿
内
短

歌
歌
謡
を
並
べ
る
萬
葉
集
巻
十一

、
十
二
に
も
散
見
さ
れ
る
（
二
四
三――- 、
二
五
八
五 、
二
七
五
六
等
）々 。
畿
内
短

歌
歌
謡
が一
般
衆
庶
と
呼
ば
れ
る
べ
き
階
層
に
属
す
る
人
々
の
歌
々
で
あ
る
疵
然
性
の
高
さ
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば 、
無

常
感
は
「
冊
間
無
常」
と
い
う
哲
理
を
哲
学
的
に
咀
哨
す
る
次
元
で
の
み
な
ら
ず 、
日
常
的
な
思
念
の
次
元
に
お
い
て

も 、
す
で
に
古
代
人一
般
の
内
面
に
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。
無
常
を
体
感
す
る
こ
と
は 、
現
実
へ
の
諦
観
を

も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
が 、
「
世
間
無
常」
と
い
う
仏
教
的
哲
理
と
出
会
っ
た
と
き 、
体
感
は
思
惟
の
力
に
よ

っ
て
裏
づ
け
ら
れ 、
「
感」
は
「
観」
へ
と
変
貌
し
た 。
無
常
観
は 、
よ
り
古
い
位
相
に
属
す
る
無
常
感
の
発
展
形
態

と
し
て 、
古
代
精
神
の
奥
底
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
滲
透
し
て
い
っ
た 。
こ
う
し
た
無
常
観
と
と
も
に 、
現
実
へ
の
拘
泥

性
を
実
相
（
無
常
と
い
う
事
態）
の
看
取
か
ら
の
乖
離
と
し
て
捨
離
す
る
心
性
が
萌
芽
し
た
こ
と
は 、
ほ
と
ん
ど
自
明

で
さ
え
あ
る 。
そ
の
よ
う
な
心
性
は 、
古
代
社
会
と
い
う
種
的
社
会
に
通
有
的
な
も
の
と
し
て 、
精
神
冊
界
の
中
核
に

定
着
し
て
い
っ
た 。

し
た
が
っ
て 、
は
か
な
く
も
む
な
し
い
現
実
に
関
わ
っ
て
在
ろ
う
と
す
る
態
度
の
廃
棄
を
志
向
す
る
心
性
に
即
し
て

思
惟
す
る
こ
と
は 、
古
代
社
会
の
支
配
的
な
思
潮
に
沿
っ
て
思
考
す
る
こ
と
を
意
味
す
る 。
そ
の
よ
う
な
思
考
態
度
が 、

撥
無
主
義
の
呈
示
で
あ
る
よ
り
も 、
む
し
ろ 、
種
的
社
会
の
思
想
的
現
状
の
追
認
で
あ
る
こ
と
は 、
こ
と
さ
ら
に
強
調

す
る
ま
で
も
な
い 。
H
本
古
代
に
撥
無
主
義
が
萌
芽
し
て
い
た
と
し
て
も 、
そ
れ
が 、
無
常
観
に
即
す
る
形
を
と
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い 。
そ
れ
は 、
現
実
の
は
か
な
さ・
む
な
し
さ
へ
の
諦
観
と
し
て
の
無
常
観
の
無
化
を
こ
そ
志
向
す

る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る 。
だ
が 、
種
的
社
会
の
共
同
主
観
（
通
念）
へ
の
反
抗
な
い
し
反
逆
を 、
古
代
文
献
の

な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
は
至
難
で
あ
る 。
記
紀
は
も
と
よ
り、
萬
葉
集
に
し
ろ 、
あ
る
い
は
懐
風
藻
な
ど
の
漢
詩
集
に
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し
て
も、

古
代
文
献
は
い
ず
れ
も
古
代
人
の
宮
廷
生
活
の
内
部
も
し
く
は
そ
の
延
長
線
上
で
編
ま
れ
た
も
の
で、

そ
れ

ら
は、

主
と
し
て
共
同
主
観
（
通
念）

の
側
に
立
っ
て
そ
れ
に
即
し
つ
つ
思
索
す
る
人
々
の
思
念
・

心
情
を
表
出
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、

管
見
で
は、

た
っ
た
一

っ
例
外
が
あ
る。

萬
葉
集
巻
三
に
お
さ
め
ら
れ
た、

大
伴

旅
人
の
讃
酒
歌
が
そ
れ
で
あ
る。

大
伴
旅
人
は、

神
亀
四
年
（
七
二
七）

暮
れ
に
妻
大
伴
郎
女、

息
家
持
を
伴
っ
て
帥
と
し
て
大
宰
府
に
赴
任
し
た

（
五
味
智
英
「
大
伴
旅
人
序
説」
『
萬
葉
集
大
成
第
十
巻』

等
参
照）
。

政
府
高
官
（
時
に
旅
人
は
中
納
言）

の
妻
子
を

伴
っ
て
の
遠
国
赴
任
は
当
時
と
し
て
は
異
例
の
事
態
で
あ
り、

妻
大
伴
郎
女
に
懇
望
さ
れ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か

お
う
ち

と
推
察
さ
れ
る。

と
こ
ろ
が、

妻
大
伴
郎
女
は、

翌
神
亀
五
年
四
月
初
旬、

棟
の
花
が
咲
く
こ
ろ
に
（
萬
葉
集
巻
五、

七
九
八
参
照）

病
に
倒
れ
不
帰
の
客
と
な
る。

旅
人
は
大
宰
府
着
任
早
々
の
こ
の
悲
劇
に
直
面
し
て
深
い
悲
し
み
に
と

ら
わ
れ、

ひ
と
り
断
腸
の
涙
を
流
す
（
同
巻
五、

七
九
三
序
参
照）
。

謹
酒
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は、

そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一

年
後
の
こ
と、

妻
の
一

周
忌
を
目
前
に
控
え
た
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
同
巻
三、

三
二
八
＼
三
五
一

を
同
一

の
宴
席

で
の
一

連
の
歌
群
と
解
す
る
な
ら
ば、

三
二
八
の
小
野
老
の
作
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る。

林
田
正
男
「
小
野
朝
臣
老
論」
『
萬
葉
集
筑
紫
歌
群
の
研
究』

桜
楓
社、
一

九
八
二
年
参
照）
。

そ
れ
は、

ま
た、

旅
人

以
下
大
伴
氏
の
人
々
が
心
を
寄
せ
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
皇
親
政
治
の
推
進
者
長
屋
王
が
藤
原
氏
の
謀
略
に
よ
っ
て
死
に

至
ら
し
め
ら
れ
た
（
神
亀
六
年―
一
月
―

二
日）

一

ヵ
月
半
後
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

讃
酒
歌
の
全
貌
は
以
下
の
と
お
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ほ

大
宰
帥
大
伴
卿 、
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首

ひ
と
つ
き

験
な
き
も
の
を
思
は
ず
は一
杯
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し

ひ
じ
り

お
ほ

こ
と

酒
の
名
を
聖
と
負
せ
し
い
に
し
へ
の
大
き
聖
の
言
の
宜
し
さ

さ
か

い
に
し
へ
の
七
の
賢
し
き
人
た
ち
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

ゑ

賢
し
み
と
物
言
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
し
ま
さ
り
た
る
ら
し

言
は
む
す
べ
為
む
す
べ
知
ら
ず
極
ま
り
て
貴
き
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壺
に
な
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む

み
に
く

あ
な
醜
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
見
ば
猿
に
か
も
似
む

価
な
き
宝
と
い
ふ
と
も一
杯
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め
や
も

夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
心
を
遣
る
に
あ
に
及
か
め
や
も

よ
の
な
か

世
間
の
遊
び
の
道
に
楽
し
き
は
酔
ひ
泣
き
す
る
に
あ
る
べ
か
る
ら
し

わ
れ

こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
世
に
は
虫
に
烏
に
も
我
は
な
り
な
む

ひ
と

生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
こ
の
世
に
あ
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な

黙
居
り
て
賢
し
ら
す
る
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
に
な
ほ
及
か
ず
け
り

言
三
八）

（一
言
九）

（
三
四
0)

（
三
四一
）

（
三
四
二）

（
三
四――-）

（
三
四
四）

（
三
四
五）

（
三
四
六）

言
四
七）

（一二
四
八）

（
三
四
九）

（
三
五
0)

讃
酒
歌
を
め
ぐ
っ
て
は 、
従
来 、
そ
れ
ら
の一――一
首
が
綿
密
な
構
成
を
も
つ
か
否
か 、
も
っ
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な

り゚
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構
成
な
の
か
が、

諸
家
に
よ
っ
て
多
様
な
角
度
か
ら
問
わ
れ
て
き
た。

西
郷
信
綱
『
萬
葉
私
記』
（
未
来
社、

0
年）

や
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
（
中）
』
（
前
掲）

な
ど
は
讃
酒
歌
一

三
首
に
は
首
尾
一

貰
し
た
構

成
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
が、

現
在
の
学
界
の
趨
勢
は、

そ
こ
に
統
一

性
と
意
図
的
構
成
の
妙
を
見
い
だ
す
傾
向
に

あ
る。

山
田
孝
雄
『
萬
葉
集
講
義』

を
喘
矢
と
す
る
こ
の
趨
勢
は、

稲
岡
耕一
一
「
憶
良
・

旅
人
私
記
|
—
讃
酒
歌
の
構

成
を
め
ぐ
っ
て
ー
↓
（
「
国
語
と
国
文
学』

三
六
ー
六）
、

伊
藤
博
「
古
代
の
歌
壇」
（
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
（
上）
」

塙
書
房、
一

九
七
五
年）

な
ど
を
と
お
し
て
確
た
る
も
の
と
し
て
打
ち
建
て
ら
れ、

伊
藤
博
『
萬
葉
集
繹
注
（
二
）
』

に
至
っ
て
そ
の
粋
を
極
め
た
と
い
え
よ
う。

伊
藤
博
『
萬
葉
集
繹
注
（
二）
』

に
よ
れ
ば、

讃
酒
歌
一

三
首
は、

萬
葉

集
巻
三、

三
二
八
＼
三
五
一

に
よ
っ
て
具
示
さ
れ
る
筑
紫
歌
壇
の
宴
席
に
名
を
連
ね
る
五
人
の
歌
人
た
ち、

す
な
わ
ち、

大
伴
旅
人、

沙
弥
満
誓、

山
上
憶
良、

小
野
老、

大
伴
四
綱
が
席
順
に
う
た
い
継
い
だ
も
の
で
（
作
者
は
旅
人）
、
「
三

三
八
（
第
一

首）
、

三
四
一

（
第
四
首）
、

三
四
四
（
第
七
首）
、

三
四
七
（
第
十
首）

と
四
つ
の
柱
を
立
て、

そ
れ
ら

を、

そ
れ
ぞ
れ
あ
と
の
二
首
で
裏
づ
け
な
が
ら、

前
の
歌
の
表
現
を
受
け
て
は
う
た
い
継
ぎ、

し
だ
い
に
内
容
を
深
め、

最
後
に
三
五
0
(
第
十
三
首）

の
第
五
の
柱
を
置
い
て
結
ん
で
い
る
」

と
い
う。

管
見
で
は、

間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な

い
透
徹
し
た
構
成
論
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

し
か
し
な
が
ら、

文
学
研
究
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
以
上
の
よ
う
な
趨
勢
の
も
と
で
は、

構
成
の
妙
に
意
を
集
注
す

る
あ
ま
り、

作
品
に
こ
め
ら
れ
た
思
想
の
意
味
を
深
く
追
尋
し
追
思
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
と
も
す
れ
ば
閑
却
さ

れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る。

た
と
え
ば、

伊
藤
博
『
萬
葉
集
繹
注
(
=-）
』

は、

讃
酒
歌
一

三
首
が、

そ
れ
ぞ
れ
前
の

歌
か
ら
後
続
の
歌
へ
と
「
し
だ
い
に
内
容
を
深
め」

る
と
説
い
て
い
る
け
れ
ど
も、

で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
思
想

内
容
の
深
化
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
か
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
讃
酒
歌
の
思
想
に
つ
い
て
の
諸
家
の
論
究
は、

一

九
七
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総
じ
て 、

じ
ょ
ぱ
く

そ
こ
に
中
国
古
典
を
典
拠
と
す
る
(-―一
三
九
が
『
魏
志』
徐
逸
伝
を 、
三
四
0
が
『
世
説
新
語』
任
誕
編
を

そ
れ
ぞ
れ
参
酌
し
て
い
る）
大
ら
か
な
飲
酒
讃
美
の
思
想
を
読
み
取
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い 。
だ
が 、
そ
こ
に
う
た
い
こ
ま
れ
た
「
酔
ひ
泣
き」
「
心
を
遣
る」
と
い
っ
た
言
辞
に
着
目
す
る
な
ら
ば 、
讃

酒
歌―
――一
首
が
括
淡
た
る
旅
人
の
気
質
を
反
映
し
つ
つ
大
ら
か
な
気
風
を
醸
成
す
る
と
は 、
単
純
に
は
い
い
き
れ
な
い

面
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。
す
な
わ
ち 、
上
述
の
ご
と
く 、
三
二
八
ー

三
五一
が
同一
の
宴
席
で
の
詠
で
あ
る
と
す
れ

ば 、
讃
酒
歌
は
旅
人
の
妻
の一
周
忌
に
近
い
時
期
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
讃
酒
歌
を
制
作
し
た
時
点
で 、

妻
を
喪
っ
た
こ
と
に
ま
つ
わ
る
旅
人
の
悲
愁
は 、
い
や
が
う
え
に
も
増
幅
し
て
い
た
で
あ
ろ
う 。
あ
る
い
は 、
旅
人
の

大
宰
府
派
遣
が 、
長
屋
王
と
皇
親
派
の
大
伴
氏
の
離
間
を
策
す
る
藤
原
氏
の
謀
略
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
（
川
崎
庸
之

『
記
紀
萬
葉
の
世
界』
お
茶
の
水
書
房 、
一
九
五
二
年
等
参
照） 、
一
ヵ
月
半
前
の
長
屋
王
の
横
死
は 、
旅
人
の
心
底
に

鬱
屈
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
最
愛
の
妻
の
死 。
長
屋
王
の
死 。
そ
れ
ら
の
重
い
喪
失
は 、
旅
人
に
容
易

に
は
払
拭
し
え
な
い
苦
渋
を
与
え
た 。
旅
人
は
お
そ
ら
く 、
そ
う
し
た
苦
渋
を
酔
眼
の
か
な
た
に
打
ち
放
と
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う 。
「
酔
ひ
泣
き」
「
心
を
遣
る」
と
い
う
言
辞
は 、
払
い
が
た
い
苦
し
み
を
飲
酒
の
力
を
借
り
て
払
拭
し
よ

う
と
す
る
旅
人
の
切
実
な
内
面
を 、
端
的
に
表
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る 。
さ
ら
に 、
讃
酒
歌一
三
首
が
指
示
す

る
思
想
内
容
を
逐一
綿
密
に
検
討
し
て
み
る
と 、
そ
こ
に
は 、
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
思
想
に
対
す
る
反
抗
な
い
し
反

逆
の
精
神
が
横
溢
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
思
想
と
は 、
仏
教
思
想 、
わ
け
て
も
「
世
間
無

常」
と
い
う
語
に
集
約
さ
れ
る
無
常
観
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

讃
酒
歌
に
は
仏
教
用
語
や
仏
典
語
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る 。
た
と
え
ば 、
三
四
五
に
い
う
「
価
な
き
宝」
と
は

『
法
華
経』
な
ど
に
見
え
る
「
無
価
宝
珠」
の
翻
読
語
で
あ
り、
一二
四
七
の
「
世
間」
が
多
数
の
仏
典
を
典
拠
と
す
る
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仏
教
用
語
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い 。
ま
た 、
三
四
九
の
「
生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば」
は 、
仏

説
「
生
者
必
滅」
を
翻
読
し
た
表
現
で
あ
る 。
讃
酒
歌
に
お
い
て
旅
人
が
仏
教
思
想
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
は 、

こ
れ
ら
の
用
語
に
よ
っ
て
明
白
と
い
え
よ
う 。
し
か
し 、
こ
の
こ
と
は 、
旅
人
が
仏
教
思
想
を
虚
心
に
受
容
し 、
そ
れ

に
基づ
い
て
自
己
の
生
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い 。
そ
れ
ど
こ
ろ
か 、
旅
人
は 、
仏
教

思
想
に
敢
然
と
挑
み
か
か
り、
そ
れ
を
嘲
笑
し
椰
楡
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る 。
そ
も
そ
も
彼
が
讃
美
す
る
「
飲
酒」

お
ん

じ
ゅ

か
い

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が 、
仏
教
が
禁
忌
と
す
る
「
飲
酒
戒」
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い 。
旅
人
は 、
酒
を
讃
め 、
飲
酒
を
推
奨
す
る
歌
を
制
作
し
よ
う
と
し
た
そ
の
刹
那
に 、
仏
教
思
想
を
無
み
す
る
立
場

に
立
っ
た 、
あ
る
い
は 、
立
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 。

旅
人
が
示
す 、
そ
う
し
た
仏
教
思
想
へ
の
否
定
性
は 、
ま
ず
は
三
四
三
に
お
い
て
明
瞭
な
形
を
と
る 。
な
ま
じ
分
別

臭
い
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
よ
り
は 、
む
し
ろ
酒
壺
に
な
っ
て
酒
に
染
み
て
い
た
い
と
い
う
三
四
三
の
言
挙
げ
は 、

諸
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に 、
『
呉
志』
に
見
え
る
鄭
泉
の
逸
話
を
念
頭
に
置
く
も
の
ら
し
い 。
そ
の
逸
話
そ
の
も
の
は 、

お
そ
ら
く
仏
教
思
想
と
疎
遠
な
地
点
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が 、
そ
れ
に
基
づ
く
酒
壺
へ
の
執
着
を
讃
酒
歌一

三
首
の
な
か
に
置
い
て
み
る
と 、
そ
れ
は
仏
教
の
輪
廻
説
へ
の
椰
楡
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る 。
鄭
泉

は 、
百
年
の
後
に
自
身
の
亡
骸
が
土
と
化
し
て
酒
壺
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
陶
家
の
傍
ら
に
埋
め
よ
と
遺
言
し
た
と
い
う 。

旅
人
は 、
こ
れ
を
踏
ま
え
て 、
来
世
に
お
い
て
人
間
と
し
て
在
る
よ
り
も
む
し
ろ
酒
壺
に
作
ら
れ
る
土
と
な
る
こ
と
を

望
ん
だ 、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。
と
す
れ
ば 、
解
脱
に
よ
る
輪
廻
の
断
滅
を
希
求
す
る
仏
教
思
想
が 、
こ
こ
で
は
椰

楡
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。

輪
廻
説
の
価
値
観
は 、
さ
ら
に 、
三
四
八
に
至
っ
て 、
き
っ
ば
り
と
拒
絶
さ
れ
る 。
三
四
八
の
旅
人
は
い
う 。
た
と
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え
来
世
に
虫
や
鳥
の
ご
と
き
闇
鈍
の
身
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
し
て
も
今
生
を
酒
を
飲
ん
で
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き

れ
ば
そ
れ
こ
そ
が
本
望
と
い
う
も
の
だ 、
と 。
こ
の
よ
う
に 、
旅
人
は 、
仏
教
思
想
の
根
幹
を
な
す
輪
廻
説
（
た
だ
し 、

仏
教
は
本
来
輪
廻
説
と
は
無
縁
で
あ
っ
た 。
仏
教
が
い
つ
ご
ろ
輪
廻
説
を
と
り
い
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は 、
仏
教
学
の
専
門
家
の
教
示
を
仰
ぎ
た
い）
を
椰
楡
し
つ
つ 、
そ
れ
に
反
抗
す
る
生
を
自
己
に
固
有
な
も

の
と
し
て
選
び
と
ろ
う
と
す
る 。
彼
は
し
か
し 、
仏
教
の
す
べ
て
の
教
説
を 、
人
間
的
現
実
に
反
す
る
も
の
と
し
て
拒

絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い 。
先
に
も
と
り
あ
げ
た一二
四
九
に
見
え
る
「
生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば」

と
い
う
言
説
は 、
旅
人
が 、
「
生
者
必
滅」
の
哲
理
を一
応
は
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る 。
そ
の
哲
理
は 、
現

実
存
在
の
滅
び
の
相
を
実
感
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
て 、
端
的
に
事
実
を
衝
く 。
旅
人
は 、
お
そ
ら
く 、
そ
れ
を

否
定
す
る
論
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う 。
た
だ
し 、
仏
教
は
「
生
者
必
滅」
で
あ
る
が
ゆ
え

に 、
現
生
を
無
常
な
る
も
の
と
見
切
り、
そ
こ
へ
の
拘
泥
を
捨
て
去
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る 。
と
こ
ろ
が 、
旅
人

は 、
「
生
者
必
滅」
な
ら
ば
こ
そ 、
現
生
で
の
飲
酒
に
よ
る
享
楽
を
極
め
た
い 、
と
う
た
う 。
旅
人
が 、
三
四
九
に
至

っ
て 、
輪
廻
説
の
み
な
ら
ず 、
無
常
観
を
も
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
は 、
も
は
や
論
を
ま
た
な
い 。

こ
の
よ
う
な 、
輪
廻
説
へ
の
椰
楡
や
反
抗
も 、
あ
る
い
は
無
常
観
の
拒
絶
も 、
い
ず
れ
も
徹
底
し
た
享
楽
主
義
の
も

と
に
な
さ
れ
て
い
る 。
讃
酒
歌
の
旅
人
は
享
楽
主
義
の
立
場
に
立
っ
て 、
仏
教
的
哲
理
を
撥
無
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い 。
旅
人
の
享
楽
主
義
は 、
現
生
を
常
住
性
を
欠
落
さ
せ
た
は
か
な
き
も
の・
む
な
し
き
も
の
と
と
ら
え 、
そ
れ
ゆ
え

に
現
世
的
苦
悩
へ
の
諦
観
を
求
め
る
無
常
観
の
対
極
に
位
置
し
て
い
る 。
享
楽
主
義
が
新
規
の
価
値
を
構
築
し
う
る
も

の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い 。
し
か
し 、
す
く
な
く
と
も
旅
人
が
仏
教
的
な
価
値
観
を 、
そ
の
根
底
か
ら
撥
無
し
よ

う
と
い
う
志
向
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い 。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て 、
讃
酒
歌
の
旅
人
は 、
撥
無
主
義
者
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神
亀
五
年
六
月
二
十
三
日

で
あ
っ
た
と
断
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。
彼
は 、
当
代
の
支
配
的
思
潮
を
排
拒
す
る
撥
無
主
義
の
立
場
を
貫
き
な
が
ら 、

讃
酒
歌
全
体
を
と
お
し
て 、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る 。
現
世
の
苦
悩
を
諦
観
に
よ
っ
て
拭
い
去
る
こ
と
は
で

き
な
い 、
そ
れ
は
た
だ
飲
酒
と
い
う 、
意
識
を
お
ぼ
ろ
に
す
る
享
楽
の
な
か
で 、
酔
眼
の
か
な
た
へ
と
遠
ざ
け
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
な
の
だ 、
と 。

た
だ
し 、
旅
人
の
撥
無
主
義
は 、
讃
酒
歌
の
制
作
時
に
唐
突
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
は
な
い 。
そ
れ
は 、
讃

酒
歌
の
九
ヵ
月
前
に
詠
ま
れ
た
「
報
凶
問
歌」
（
萬
葉
集
巻
五）
の
な
か
で
す
で
に
萌
芽
的
な
形
態
を
示
し
て
い
た 。

こ
た

大
宰
帥
大
伴
卿 、
凶
問
に
報
ふ
る
歌一
首

く

わ

こ

ち
ょ
う
で
ふ

る
い
じ
ふ

ひ
た
ふ
る

ほ
う
し
ん

む
だ

も
は

な
み
た

禍
故
重
畳
し 、
凶
問
累
集
す 。

永
に
崩
心
の
悲
し
び
を
懐
き 、
独
ら
断
腸
の
泣
を
流
す 。

け
い
め
い

助
に
よ
り
て 、
傾
命
を
わ
づ
か
に
継
げ
ら
く
の
み 。
筆の
言
を
尽
さ
ぬ
は 、
古
今
嘆
く
と
こ
ろ 。

よ
の
な
か

世
間
は
む
な
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り

た
だ 、

（
七
九――-）

両
君
の
大

右
「
報
凶
問
歌」
の
題
詞
お
よ
び
漢
文
序
に
い
う
「
凶
問」
は 、
井
上
通
泰
『
萬
葉
集
雑
孜』
以
下
が
説
く
よ
う
に 、

死
を
告
げ
る
報
せ
の
意
で
あ
ろ
う 。
「
禍
故
重
畳
し 、
凶
問
累
集
す」
と
は 、
小
島
憲
之
「
萬
葉
語
を
め
ぐ
っ
て」

（『
萬
葉』
第
九
八
号）
の
指
摘
に
よ
れ
ば 、
「
あ
ま
た
の
『
禍』
即
ち
不
幸
と
云
ふ
も
の
が
集
合
し
て 、
―
つ
の
死
と

云
ふ
不
吉
を
も
た
ら
し
た
こ
と」
を
意
味
す
る 。
「―
つ
の
死」
は 、
お
そ
ら
く 、
異
舟
妹
大
伴
坂
上
郎
女
の
夫
大
伴

宿
奈
麻
呂
の
他
界
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
橋
本
達
雄
「
坂
上
郎
女
の
こ
と一
・

ニ」
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
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文
科
報』
二）
が 、
旅
人
が 、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
心
く
ず
お
れ
る
ば
か
り
の
悲
し
み
を
懐
き 、
腸
が
ち
ぎ
れ
る
よ
う
な

涙
を
流
し
た
背
景
に
は 、
約――一
ヵ
月
前
に
妻
大
伴
郎
女
を
喪
っ
た
こ
と
が
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る 。
旅
人
は 、
妹
婿

の
死
の
報
に
接
し
て 、
妻
の
非
在
を
そ
れ
ま
で
よ
り
も
な
お
い
っ
そ
う
切
実
に
体
感
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か 。
序
は 、

さ
ら
に 、
「
両
君
の
大
助」
に
よ
っ
て
旅
人
の
傾
い
た
命
の
灯
が
か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る 。
「
両
君」

と
は 、
旅
人
の
留
守
を
あ
ず
か
る
二
人
の
人
物 、
す
な
わ
ち 、
異
母
弟
稲
公
と
甥
胡
麻
呂
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
（
巻

こ
た

四 、
五
六
七
左
注
参
照） 。
旅
人
は
こ
の
二
人
か
ら
「
凶
問」
を
受
け
と
り、
そ
れ
に
応
え
る
歌
と
し
て
当
面
の
「
報

凶
問
歌」
を
返
し
送
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る 。
し
た
が
っ
て 、

は 、
近
親
者
の
死
に
直
面
し
た
こ
と
が
旅
人
を
「
世
間
は
む
な
し
き
も
の」
と
い
う
認
識
へ
と
導
き 、
し
か
も 、
そ
の

認
識
が
彼
の
悲
し
み
を
い
っ
そ
う
増
幅
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る 、
と
解
せ
ら
れ
る 。

諸
注
釈
に
よ
れ
ば 、
「
世
間
は
む
な
し
き
も
の
と
知
る
時
し」
と
は 、
「
世
間
虚
仮 、
唯
仏
是
真」
（
上
宮
聖
徳
法
王

帝
説
所
載
「
天
寿
国
繍
帳」
銘
文） 、
「
世
間
ハ
空
虚
ナ
リ」
（
涅
槃
経
序
品）
と
い
っ
た
仏
教
上
の
哲
理
を
強
く
意
識

し
つ
つ
述
べ
ら
れ
た
言
説
で
あ
る
と
い
う 。
「
む
な
し
き
も
の」
と
は
「
空」
な
る
も
の
の
意
だ
と
い
う
の
で
あ
る 。

膨
大
な
仏
教
思
想
史
の
な
か
で
種
々
の
解
釈
を
施
さ
れ
て
き
た
「
空」
と
い
う
概
念
（
立
川
武
蔵
『
空
の
思
想
史
ー

原
始
仏
教
か
ら
日
本
近
代
ヘ
ー』

講
談
社 、
二
0
0
三
年
参
照）
を一
語
を
も
っ
て
説
明
づ
け
る
こ
と
は
至
難
で
あ

る 。
し
か
し 、
旅
人
の
時
代
の
わ
が
国
の
仏
教
が 、
大
乗
仏
教
の
広
汎
な
展
開
以
前
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

世
間
は
む
な
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
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（
萬
葉
集
巻
三、

四
六
五）

（
同
巻
二
十、

四
四
七
0)

な
ら
ば、
「
空」

を
煩
悩
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
た
現
象
の
総
体
を
否
定
す
る
絶
対
的
否
定
性
の
意
と
解
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
す
る
な
ら
ば、
「
世
間
は
む
な
し
き
も
の
と
知
る
時
し
」

と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
知

る
時
し
」

と
は、
「
現
象
へ
の
拘
泥
性
を
捨
て
去
る
べ
き
こ
と
（
一

切
見
の
捨
離）

を
悟
っ
た
時」

と
い
う
意
に
な
る

で
あ
ろ
う。

折
口
信
夫
『
口
訳
萬
葉
集』

や
土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注』

な
ど
は、
「
知
る
時
し
」

を
そ
の
よ
う
に
解

し、
一

首
を、
一

切
の
「
空」

な
る
こ
と
を
観
念
の
う
え
で
把
握
し
つ
つ
も
感
情
の
動
揺
を
抑
え
き
れ
な
い
凡
夫
の
苦

悩
を
表
出
す
る
作
と
と
ら
え
る。
「
世
間
は
む
な
し
き
も
の
と
知
る
時
し
」

と
「
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り」

と
の
あ
い
だ
に、

悟
り
の
う
ち
に
充
足
し
よ
う
と
す
る
精
神
と、

悲
し
み
に
沈
み
ゆ
く
心
情
と
の
矛
盾
・

葛
藤
を
見
い

だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら、

も
し
旅
人
が
第
三
句
ま
で
と
第
四
旬
以
下
と
を
そ
の
よ
う
な
両
面
価
値
的
（
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト）

な
関
係
に
置
こ
う
と
意
図
し
て
い
た
と
す
れ
ば、

な
ぜ
第
三
旬
が
「
知
る
時
し」

と
い
う
順
接
を
示
す
言
辞
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か、

そ
の
理
由
が
判
然
と
し
な
い
。

そ
の
場
合
に
は、

後
に
家
持
が
詠
ん
だ
よ
う
に、

第一――

句
は
逆
接
を
明
示
す
る
言
辞
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る。

家
持
は
左
の
よ
う
に
詠
ん
だ。

う
つ
せ
み
の
世
は
常
な
し
と
知
る
も
の
を
秋
風
寒
み
偲
ひ
つ
る
か
も

み

つ

ぼ

ち

と

せ

い
の
ち

水
泡
な
す
仮
れ
る
身
ぞ
と
は
知
れ
れ
ど
も
な
ほ
し
願
ひ
つ
千
年
の
命
を

現
象
の
総
体
を
「
空」

な
る
も
の
と
見
切
り
そ
こ
へ
の
拘
泥
性
か
ら
離
脱
す
べ
き
こ
と
を
知
り
つ
つ
も、

な
お
悲
し

み
を
脱
し
え
な
い
と
い
う
心
の
在
り
よ
う
は、

こ
う
し
た
逆
接
の
言
辞
に
よ
っ
て
こ
そ
鮮
明
に
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が、
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旅
人
は 、
現
象
の
総
体
の
「
空」
な
る
こ
と
に
ま
つ
わ
る
自
覚
が 、
現
冊
的
心
情
の
捨
離
を
要
請
し
た 、
ま
さ
に
そ
の

と
き
に
こ
そ 、
現
象
の
さ
な
か
で
の
悲
愁
は
い
よ
い
よ
増
幅
す
る
と
う
た
う 。
「
知
る
時
し」
の
「
し」
は 、
強
意
の

助
詞 。
こ
の
助
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
旅
人
は 、
「
空」
に
つ
い
て
の
認
識
が
開
悟
の
境
地
に
は
結
び
つ
き
え

な
い
と
い
う
考
え
を
強
調
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い 。
彼
は 、
事
象
の
「
空」
性
を
把
捉
す
る
こ
と
が 、
人
間

的
悲
愁
の
端
的
な
発
露
と
い
う 、
開
悟
と
は
お
よ
そ
対
跛
的
な
境
地
を
も
た
ら
す
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い 。
と
す
る
な
ら
ば 、
旅
人
は 、
「
空」
性
の
自
覚
か
ら
諦
観
と
し
て
の
悟
り
へ
と
い
う
仏
教
思
想
に
固
有
な
思
考

回
路
に
対
し
て 、
拒
絶
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る 。
仏
教
思
想
に
対
す
る
撥
無
主
義
は 、
か
な
ら
ず
し

も
あ
ら
わ
な
形
で
で
は
な
い
け
れ
ど
も 、
こ
こ
に
そ
の
萌
芽
的
な
姿
を
示
す
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い 。

「
報
凶
問
歌」
の
序
と
歌
と
の
あ
い
だ
に
は
緊
密
な
連
関
が
認
め
ら
れ 、
そ
の
連
関
は 、
「
世
間
は
む
な
し」
と
い
う

認
識
が 、
「
禍
故
璽
畳
し 、
凶
問
累
集
す」
と
い
う
事
態
を
実
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
如
実
に
告
げ
て
い
る 。
「
禍
故
重
畳
し 、
凶
問
累
集
す」
と
は 、
上
述
の
ご
と
く
近
親
者
の
死
に
直
面
す
る
と

い
う
体
験
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
っ
た 。
そ
う
し
た
体
験
は 、
じ
つ
は 、
現
象
の
総
体
に
対
す
る
絶
対
的
否
定
性
と
し

て
の
「
空」
を
認
識
す
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
い 。
「
空」
は 、
有
無
の
対
立
相
や 、
有
か
ら
無
へ 、
無
か
ら
有
へ
と

い
う
両
者
間
の
変
化
の
相
を
仮
象
と
し
て
否
認
す
る
観
念
で
あ
る 。
「
禍
故
重
畳
し 、
凶
問
累
集
す」
と
い
う
事
態
は 、

旅
人
が
存
在
者
の
有
か
ら
無
へ
の
変
化
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
こ
と
を
告
げ
る 。
旅
人
の
そ
の
体
験
が 、
現
象
の
総
体

に
対
す
る
絶
対
的
否
定
性
の
把
握
を
も
た
ら
す
と
は 、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い 。
事
物
が
有
か
ら
無
へ
と
変
化
す
る

と
い
う
事
態
が 、
そ
れ
を
凝
視
す
る
者
に
も
た
ら
す
も
の
は 、
「
空」
を
悟
る
た
め
の
い
わ
ば
前
段
階
と
し
て
の
「
無

常」
の
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る 。
し
た
が
っ
て 、
「
禍
故
重
畳
し 、
凶
問
累
集
す」
と
い
う
事
態
を
体
験
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
旅
人
が
得
た
も
の 、
す
な
わ
ち
「
世
間
は
む
な
し
き
も
の」
と
い
う
言
辞
が
含
意
す
る
も
の
は 、

人
間
的
現
実
の
無
常
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る 。
ち
な
み
に 、
窪
田
空
穂
『
萬
葉
集
評
繹』
は 、
一
首
の
上
三
旬
に

「
世
間
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を 、
体
験
に
よ
っ
て
知
る
時」
と
い
う
口
語
訳
を
施
し
て
い
る 。
妥
当

な
解
釈
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う 。
と
な
れ
ば 、
旅
人
は 、
「
禍
故
重
畳
し 、
凶
問
累
集
す」
と
い
う
事
態
を
媒
介
と
し

て 、
厳
密
に
は
「
空」
で
は
な
し
に 、
「
世
間
無
常」
の
哲
理
を
知
っ
た
の
だ
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
こ
の
よ

う
に
解
す
る
と
き 、
「
報
凶
問
歌」
に
萌
芽
し
た
撥
無
主
義
は 、
否
定
性
の
直
裁
の
対
象
と
し
て
仏
教
的
無
常
観
を
措

定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 。

こ
う
し
た
旅
人
の
撥
無
主
義
に
関
し
て
は 、
そ
れ
が
内
面
の
思
想
的
葛
藤
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も 、

む
し
ろ
妻
や
妹
婿
の
死
と
い
う
外
在
的
な
要
因
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
彼
の

撥
無
主
義
は 、
「
報
凶
問
歌」
に
お
い
て
萌
芽
し 、
諧
酒
歌
に
お
い
て
よ
り
尖
鋭
的
な
形
を
と
っ
た 。
し
か
し 、
讃
酒

歌
の
撥
無
主
義
に
も 、
外
在
的
な
諸
要
素
が
微
妙
な
影
を
投
げ
か
け
て
い
る 。
既
述
の
ご
と
く 、
讃
酒
歌
が
制
作
さ
れ

る一
ヵ
月
半
ほ
ど
前
に 、
皇
親
政
治
の
推
進
者
長
屋
王
は 、
藤
原
氏
の
謀
略
に
よ
っ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た 。
謀
略
は 、

台
閣
の
中
枢
に
あ
っ
た
旅
人
の
大
宰
府
へ
の
派
遣
と
い
う
事
態
の
な
か
に 、
す
で
に
そ
の
兆
候
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。
旅
人
は 、
謀
略
の
匂
い
を
薄
々
感
じ
取
っ
て
い
た
に
違
い
な
い 。
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
彼
は 、

大
宰
府
へ
の
派
造
を
な
す
す
べ
も
な
く
受
け
い
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た 。
そ
の
結
果 、
旅
人
は 、
長
屋
王
の
非
業
の
死

を
棋
手
し
て
座
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
情
況
に
追
い
こ
ま
れ
る 。
長
屋
王
事
件
に
関
し
て 、
旅
人
は
徹
頭
徹
尾
無
力
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い 。
旅
人
を 、
撥
無
主
義
へ
と
は
し
ら
せ
た
主
た
る
要
因
は 、
そ
う
し
た
無
力
さ
に
つ

い
て
の
自
覚
や 、
大
宰
府
派
遺
後
程
な
く
し
て
彼
を
襲
っ
た
最
愛
の
妻
の
死
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た 。
そ
れ
ら
の
自
覚
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や
事
態
は 、
旅
人
の
内
面
に
現
世
を
生
き
る
こ
と
に
ま
つ
わ
る
苦
悩
の
実
感
を
植
え
つ
け
た 。
彼
に
と
っ
て 、
そ
の
実

感
は 、
現
生
を
無
常
と
観
じ
知
的
位
相
に
お
い
て
そ
こ
へ
の
拘
泥
性
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
仏
教
的
無
常
観
に
よ
っ
て

は 、
い
か
に
し
て
も
払
拭
で
き
な
い
ほ
ど
に
痛
切
か
つ
深
刻
な
も
の
だ
っ
た 。
旅
人
は 、
そ
の
痛
切
さ・
深
刻
さ
に
引

き
摺
ら
れ
て 、
当
時
の
支
配
的
な
思
潮
の
根
底
に
存
す
る
仏
教
的
無
常
観
を
拒
絶
す
る
方
向
へ
と
は
し
っ
て
い
っ
た 。

こ
の
よ
う
に 、
旅
人
の
撥
無
主
義
の
根
本
的
動
機
は 、
内
面
の
思
想
的
葛
藤
よ
り
も 、
む
し
ろ
外
在
的
な
要
因
に
発
す

る
も
の
で
あ
っ
た 。
し
か
し
な
が
ら 、
こ
の
こ
と
は 、
彼
の
苦
悩
が
表
層
的
な
慰
め
に
よ
っ
て一
挙
に
解
消
さ
れ
る
体

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い 。
外
在
的
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
彼
の
苦
悩
は 、
自

己
を
撥
無
主
義
の
深
淵
に
沈
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
取
り
除
き
え
な
い
ほ
ど
に
根
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う 。

生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
こ
の
世
に
あ
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な

（
三
四
九）

讃
酒
歌
は 、
こ
の一
首
に
至
っ
て 、
当
代
の
時
代
思
潮
を
根
底
か
ら
批
判
し
そ
れ
を
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
撥
無
主

義
を
あ
ら
わ
に
す
る 。
旅
人
は 、
外
因
的
な
苦
悩
を
酔
眼
の
か
な
た
へ
と
遠
ざ
け 、
自
身
を
享
楽
の
渦
中
へ
投
ず
る
こ

と
を
と
お
し
て 、
自
己
の
撥
無
主
義
を
明
確
に
し
て
ゆ
く 。
だ
が 、
そ
の
撥
無
主
義
は 、
現
世
で
の
享
楽
と
い
う
こ
と

た
だ一
事
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば 、
み
ず
か
ら
が
突
き
崩
し
た
既
存
の
価
値
観
の
跡
に
新
た
な
価
値
観
を
打

四
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ち
建
て
る
能
動
的
で
積
極
的
な
撥
無
主
義
と
は
な
り
え
な
い
。

現
世
が
無
常
な
れ
ば
こ
そ、

現
世
に
お
い
て
諦
観
よ
り

も
む
し
ろ
享
楽
を
希
求
せ
よ
と
説
く
撥
無
主
義
は、

そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
享
楽
が
ど
こ
ま
で
も
現
世
的
性
格
を
保
持
し

続
け
る
か
ぎ
り、

い
い
か
え
れ
ば、

享
楽
の
獲
得
の
想
定
さ
れ
る
場
が
既
存
の
価
値
観
が
成
立
し
て
い
る
の
と
同
一

の

位
相
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り、

現
実
を
規
制
す
る
思
想
的
枠
組
み
を
乗
り
超
え
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

旅
人
の
撥
無
主
義
は、
一

般
的
思
潮
と
し
て
仏
教
的
無
常
観
が
定
立
し
て
い
る
の
と
同
じ
次
元
で
そ
の
一

般
的
思
潮
を

排
拒
し
よ
う
と
企
て
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も、
一

般
的
思
潮
に
と
っ
て
代
わ
る
別
次
元
の
価
値
観
を
積
極
的
に
呈
示
す

る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た。
「
梅
花
の
歌」
（
萬
葉
集
巻
五、

八
一

五
＼
八
四
六）

や
「
松
浦
河
に
遊
ぶ
歌
」
（
同
八

五―――
ー
八
六
三）

な
ど
は、

旅
人
が、

し
か
つ
め
ら
し
い
仏
教
的
な
哲
理
へ
の
拘
泥
性
か
ら
離
脱
し
て、

高
踏
的
な
美

的
遊
戯
の
世
界
に
自
身
を
投
じ
い
れ
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
示
す。

だ
が、

そ
う
し
た、

現
世
を
高
み
か
ら
見

お
ろ
す
よ
う
な
「
遊
び
」

の
世
界
が、

現
実
の
人
間
的
生
を
主
導
す
る
原
理
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
は、

喋
々
す
る
ま

で
も
な
い
。

旅
人
の
撥
無
主
義
は、

享
楽
や
高
踏
的
遊
戯
へ
の
逃
避
を
志
向
す
る
立
場
に
立
っ
て、

現
世
的
な
価
値
観

を
排
拒
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は、

つ
い
に、

消
極
的
な
撥
無
主
義
の
域
を
出
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も

誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。

消
極
的
撥
無
主
義
は、

そ
こ
に
露
呈
す
る
撥
無
へ
の
意
志
の
虚
弱
さ
の
ゆ
え
に、

既
存
の
価
値
観
の
側
か
ら
の
執
拗

な
慰
撫
を
あ
る
時
点
に
お
い
て
受
け
い
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

か
り
に、

消
極
的
撥
無
主
義
が、

何
も

の
に
よ
っ
て
も
根
底
か
ら
慰
撫
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
だ
と
し
て
も、

既
存
の
価
値
観
に
立
つ
者
は、

そ
れ
を
既
存

の
思
想
的
な
枠
組
み
の
な
か
に
巧
み
に
包
摂
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

讃
酒
歌
が
う
た
わ
れ
た
の
と
同
じ

宴
席
で、

讃
酒
歌
に
呼
応
す
る、

宴
の
と
じ
め
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
沙
弥
満
誓
の
以
下
の
よ
う
な
歌
は、

そ
う
し
た
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世
間
を
何
に
警
へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し

事
態
を
暗
に
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
満
誓
は 、
こ
う
う
た
っ
た 。

（
三
五一
）

こ
の
歌
に
つ
い
て 、
伊
藤
博
『
萬
菓
集
繹
注
（
二）』
は 、
「
讃
酒
歌
の
底
を
流
れ
る
寂
蓼
感
を
承
け
と
っ
て 、
楽
し

む
べ
き
現
冊
は
こ
ん
な
も
の
な
ん
で
す
ね
と 、
共
感
を
示
し
た
の
が 、
こ
の一
首
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か」
と
述

べ
て
い
る 。
既
存
の
価
値
観
へ
の
安
住
を
拒
ん
で 、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
図
る
と
き 、
ひ
と
は
何
ら
か
の
形
で
寂
蓼
を

感
じ
ざ
る
を
え
な
い 。
既
存
の
価
値
観
が
共
同
主
観
性
に
貰
か
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
複
数
性
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る

の
に
対
し
て 、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
志
向
す
る
精
神
は
単
数
性
を
如
実
に
開
示
す
る
か
ら
で
あ
る 。
そ
の
底
流
に
撥
無

主
義
を
定
位
さ
せ
る
讃
酒
歌
に
寂
蓼
を
認
め
る
『
萬
葉
集
繹
注
(-―)』
の
読
み
は
的
確
な
も
の
と
い
え
よ
う 。
し
か

し
な
が
ら 、
満
誓
歌
を
旅
人
の
寂
蓼
に
敏
感
に
反
応
す
る
歌
と
解
す
る
点
で 、
『
萬
菜
集
繹
注
（
二）』
の
理
解
は 、
こ

と
の
本
質
を
見
誤
っ
て
い
る 。
満
誓
は
静
か
に
い
い
切
っ
て
い
る 。
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
る
楽
し
む
べ
き
枇
間
と
は 、

朝
方
港
を
漕
ぎ
出
て
い
っ
た
船
の
航
跡
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
な
の
で
す
ね 、
と 。
一
般
に
日
本
古
代
に
お
け
る
仏

教
的
無
常
観
の
確
立
を
告
げ
る
と
さ
れ
る
こ
の
満
誓
歌
は 、
旅
人
の
内
面
に
巣
く
う
撥
無
主
義
を
汲
み
と
る
も
の
で
は

な
い 。
そ
れ
は 、
旅
人
が
撥
無
し
よ
う
と
し
た
も
の 、
す
な
わ
ち
仏
教
的
無
常
観
を 、
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ

て 、
旅
人
の
撥
無
主
義
そ
の
も
の
を
撥
無
し
よ
う
と
も
く
ろ
む
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ

う 。
満
誓
歌
は 、
讃
酒
歌
に
和
す
る
歌
と
し
て
は 、
十
全
な
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い 。
宴
席
で
の
歌
詠
に
お
い
て
絶

妙
の
機
知
を
見
せ
る
満
誓
（
拙
稿
「
沙
弥
満
誓
の
歌」
『
セ
ミ
ナ
ー

万
葉
の
歌
人
と
作
品
（
第
四
巻）』
和
泉
書
院 、
ニ
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0
0
0
年
参
照）
に
し
て
は
異
様
な
振
舞
い
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い 。
満
誓
歌
を
讃
酒
歌
と
は
別
の
折
り
に
詠
ま
れ

た
独
詠
の
歌
と
見
る
解
釈
が
成
立
し
う
る
ゆ
え
ん
で
あ
る 。

し
か
し 、
こ
の
異
様
さ
に
は
理
由
が
あ
る 。
す
な
わ
ち 、
満
誓
は 、
旅
人
の
撥
無
主
義
を
や
ん
わ
り
と
受
け
と
め
な

が
ら 、
そ
の
矛
先
を
鈍
ら
せ
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
満
誓
は 、
旅
人
の
撥
無
主
義
を 、
既
存
の
価
値

体
系
（
無
常
観）
の
な
か
に
組
み
い
れ 、
い
わ
ば
そ
の
た
だ
な
か
に
溶
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る 。
萬
葉
集
巻
三 、
三

ニ
八
i

三
五一
を
同一
の
（
旅
人
邸
に
お
け
る）
宴
席
で
の一
連
の
作
と
と
ら
え
る
読
み
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば 、
満
誓

歌
に
よ
っ
て
宴
会
が
終
幕
を
迎
え
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
宴
歌
は
主
要
な
客
に
よ
っ
て
締

め
括
ら
れ
る
の
が
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た 。
し
た
が
っ
て 、
満
誓
歌
に
対
し
て
旅
人
の
歌
が
詠
み
継
が
れ
な
か
っ
た
こ

と
は 、
当
然
の
こ
と
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。
し
か
し 、
自
己
の
撥
無
主
義
を
や
ん
わ
り
と
包
み
こ
み
そ
れ
を
慰
撫

す
る
満
誓
歌
に
対
し
て 、
旅
人
が
鋭
敏
に
反
応
す
る
手
立
て
を
も
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
も 、
ま
た
た
し
か
で
は
な
い
か 。

旅
人
の
消
極
的
な
撥
無
主
義
は 、
既
存
の
価
値
観
の
側
か
ら
の
軽
く
あ
し
ら
う
よ
う
な
慰
撫
に 、
さ
ら
な
る
反
抗
を
企

て
る
だ
け
の
衝
迫
力
を
有
し
え
な
か
っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る 。

旅
人
以
後 、
日
本
の
和
歌
文
芸
は 、
現
世
に
お
け
る
常
住
な
る
も
の
の
非
在
を
「
は
か
な
し」
「
む
な
し」
と
い
う

語
を
用
い
て
詠
嶼
す
る 、
い
わ
ば
「
無
常
美
感」
の
情
調
の
な
か
に
沈
潜
し 、
既
存
の
価
値
観
を
積
極
的
に
撥
無
し
て

ゆ
こ
う
と
す
る
思
考
態
度
が
そ
こ
に
お
い
て
成
り
立
つ
よ
う
な
器
に
は 、
つ
い
に
な
り
え
な
か
っ
た 。
ひ
と
り、
旅
人

と
と
も
に
筑
紫
歌
壇
を
構
成
し
た
山
上
憶
良
が 、
「
貧
窮
問
答
歌」
（
萬
葉
集
巻
五 、
八
九
二
＼

八
九
三）
な
ど
に
お
い

ち
ん

あ

じ

あ
い
ぶ
ん

て 、
既
存
の
価
値
観
か
ら
疎
外
さ
れ
て
在
る
被
抑
圧
者
の
悲
哀
を
奏
で
る 。
「
沈
病
自
哀
文」
（
萬
葉
集
巻
五）
と
い
う

長
大
な
漢
文
を
操
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
迫
り
来
る
死
を
堪
え
が
た
い
苦
渋
と
し
て
と
ら
え
る
心
性
を
披
派
し
つ
つ 、
現
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や
さ

よ
の
な
カ

世
間
を
厭
し
と
恥
し
と
思
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
烏
に
し
あ
ら
ね
ば

（
九
0
五）

（
九
0
六）

世
へ
の
執
着
を
あ
ら
わ
に
す
る
憶
良 。
さ
ら
に
は 、
「

男
子
名
は
古
H
に
恋
ふ
る
歌
」

（
同
九
0
四
＼

九
〇
六）
に
お
い

て
夭
折
の
宿
命
へ
の
抗
い
を
前
面
に
押
し
立
て
る
彼
が 、
旅
人
と
同
様
に 、
諦
観
と
し
て
の
悟
り
の
う
ち
に
自
足
性
を

見
い
だ
そ
う
と
す
る
時
代
精
神
に
対
し
て
否
定
性
を
突
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い 。

し
か
し 、
「
貧
窮
問
答
歌
」

は 、
被
抑
圧
者
の
置
か
れ
た
情
況
を
赤
裸
々
に
伝
え
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も 、
既
存
の

価
値
観
を
根
底
か
ら
撥
無
し
よ
う
と
企
て
る
も
の
で
は
な
か
っ
た 。
そ
れ
は 、

ま
ひ

し

た

へ

つ
か
ひ

若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
賄
は
せ
む
黄
泉
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ

た
だ

ゐ

ゆ

あ

ま

ぢ

あ
れ

こ

布
施
置
き
て
我
は
祈
ひ
蒻
む
あ
ざ
む
か
ず
直
に
率
行
き
て
天
道
知
ら
し
め

（
八
九
三）

と
い
う
短
歌
が
端
的
に
告
げ
る
よ
う
に 、
ど
う
あ
が
い
て
み
て
も
最
終
的
に
は
在
来
の
価
値
観
と
そ
の
背
後
に
あ
る
既

存
の
秩
序
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
宿
命
を 、
諦
観
を
も
っ
て
う
ち
眺
め
る
態
度
へ
と
帰
着
し
て
ゆ
く 。
生

げ
ん
し
ょ
う

に
の
み
意
義
を
見
い
だ
し 、
死
者
を
鼠
に
も
及
ば
ぬ
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
生
へ
の
あ
く
な
き
執
着
を
述

べ
立
て
る
「

沈
病
自
哀
文
」

も 、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
は 、
鼠
を
死
者
に
警
え
る
態
度
を
恥
ず
べ
き
も
の
と
し
て
撤
回

す
る 。
さ
ら
に 、
「

男
子
名
は
古
日
に
恋
ふ
る
歌」
は 、
わ
が
幼
子
の
死
去
を
「

横
し
ま
風
の

に
ふ
ふ
か
に

覆
ひ

来
」

る
こ
と
を
原
因
と
す
る
も
の
と
見
定
め 、
そ
の
理
不
尽
を
感
情
的
に
糾
弾
す
る 。
だ
が 、
そ
の
糾
弾
の
姿
勢
は 、
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と
い
う
二
つ
の
反
歌
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に 、
つ
ま
る
と
こ
ろ 、
神
仏
へ
の
既
存
の
信
仰
の
な
か
に
尖
鋭
性
を
剥
落

さ
せ
つ
つ
溶
解
し
て
し
ま
う 。
憶
良
の
歌
々
は 、
撥
無
主
義
へ
の
志
向
性
を
か
す
か
に
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
も 、
結
局

は 、
在
来
の
価
値
観
に
挑
み
か
か
り、
厳
し
く
そ
の
当
否
を
問
う
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

ぷ
ノ

を
の
こ

む
な

よ
ろ
づ
よ

士
や
も
空
し
く
あ
る
べ
き
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
き
名
は
立
て
ず
し
て

と
詠
じ
て
い
る 。
「
立
名
」

を
男
子
の
本
懐
と
す
る
の
は 、
諸
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に 、
漢
魏
六
朝
以
来
中
国
に
お
い

て
普
遍
的
で
あ
っ
た
士
大
夫
思
想
に
基
づ
く
発
想
で
あ
る 。
そ
れ
は 、
漢
籍
の
流
入
と
と
も
に
日
本
古
代
の
精
神
世
界

に
移
植
さ
れ 、
と
り
わ
け
貴
族・
官
僚
層
に
お
い
て一
般
化
し
た
考
え
か
た
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る 。
自
己
の
生
の

最
終
的
な
局
面
に
臨
ん
で 、
そ
う
し
た一
般
的
な
思
潮
に
即
し
て
思
惟
す
る
憶
良
に
は 、
撥
無
主
義
の
断
片
す
ら
見
あ

た
ら
な
い 。
既
存
の
価
値
観
に
疑
問
符
を
投
げ
か
け
よ
う
と
す
る
彼
の
姿
勢
は 、
す
く
な
く
と
も 、
い
か
に
し
て
撥
無

主
義
が
貰
徹
さ
れ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
そ
れ
を
眺
め
る
か
ぎ
り、
徹
底
性
を
保
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い 。

「
報
凶
問
歌」
に
お
い
て
萌
芽
的
な
形
態
を
示
し 、
讃
酒
歌
に
お
い
て
確
定
的
な
姿
を
あ
ら
わ
に
し
た
旅
人
の
撥
無

主
義
は 、
つ
ま
る
と
こ
ろ 、
相
伴
う
者
も 、
後
に
続
く
者
を
も
得
る
こ
と
の
で
き
な
い 、
孤
独
な
思
想
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る 。
た
だ
し 、
そ
の
孤
独
な
相
貌
は 、
旅
人
の
撥
無
主
義
が
何
の
思
想
的
意
義
も
に
な
わ
な
い
も
の
と
し
て 、

ち
な
み
に 、
憶
良
は
そ
の
死
に
臨
ん
で 、

（
萬
葉
集
巻
六 、
九
七
八）
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連
綿
た
る
和
歌
史
の
片
隅
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い 。
在
来
の
支
配
的
価
値
観
を
撥
無

し 、
高
踏
的
な
遊
戯
の
世
界
に
浮
遊
し
よ
う
と
い
う
旅
人
特
有
の
志
向
性
は 、
や
が
て
無
用
者
を
自
負
す
る
人
々
の
系

譜
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う 。
無
用
者 。
そ
れ
は 、
実
際
生
活
に
お
け
る
不
能
者
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い 。

彼
ら
は 、
現
生
を
支
配
す
る
価
値
観
と
は
別
種
の
も
の
の
見
か
た・
考
え
か
た
を
有
す
る
が
ゆ
え
に 、
現
実
生
活
へ
の

拘
泥
性
を
捨
て
去
り
そ
れ
を
よ
そ
ご
と
と
し
て
観
望
し
う
る
地
点
へ
と
離
脱
し
て
ゆ
く
人
々
で
あ
っ
た 。
彼
ら
の
ま
な

ざ
し
は 、
現
生
の
価
値
に
こ
だ
わ
り、
あ
え
て
そ
の
拘
束
の
も
と
に
身
を
置
こ
う
と
す
る
人
々
へ
の
憐
れ
み
に
満
ち
て

い
る 。
無
用
者
に
特
有
な
そ
う
し
た
ま
な
ざ
し
は 、
単
な
る
動
物
か
ら
人
間
存
在
の
意
義
を
分
か
つ
と
こ
ろ
の
人
間
性

の
本
質
に
と
っ
て 、
文
化
的
な
意
味
で
の
重
要
性
を
に
な
う 。
こ
の
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば 、
無
用
者
の
系
譜
の
原

点
に
位
置
す
る
旅
人
の
存
在
が
思
想
史
上
に
深
甚
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は 、
い
か
に
し
て
も
否
定
し
え
な
い
と
思
わ

れ
る 。し

か
し
な
が
ら 、
旅
人
の
撥
無
主
義
は 、
新
た
な
価
値
観
の
定
立
に
関
す
る
能
動
性・
積
極
性
を
欠
く
点
に
お
い
て 、

決
定
的
と
も
い
う
べ
き
難
点
を
示
し
て
い
る 。
撥
無
の
跡
に
呈
示
さ
れ
る
新
た
な
価
値
観
が 、
た
と
え
ば
「
超
人」
な

ど
と
い
う
実
現
不
可
能
な
存
在
を
措
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば 、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
駄
弁
(
Gerede)
の
域
を

超
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 。
撥
無
主
義
は 、
実
現
可
能
性
を
濃
厚
に
帯
び
た
新
た
な
価
値
観
を
呈
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
そ 、
そ
の
核
を
な
す
「
撥
無」
と
い
う
こ
と
の
実
質
的
意
義
を
十
全
に
開
示
し
う
る 。
そ
の
意
味
に
お
い

て 、
旅
人
の
撥
無
主
義
が
新
た
な
価
値
観
の
呈
示
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
事
実
が 、
彼
の
思
索
の
不
徹
底
を
暗
示
す
る

こ
と
は
否
み
が
た
い 。
し
か
し 、
現
実
生
活
の
な
か
で
実
際
に
披
泄
さ
れ
る
撥
無
主
義
（
思
考
上
の
そ
れ
で
は
な
い）

は 、
単
な
る
撥
無
を
超
え
て 、
新
た
な
価
値
観
の
樹
立
と
そ
の
確
定
に
ま
で
達
し
え
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か 。
西
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欧
に
お
け
る
撥
無
主
義
の
原
点
と
も
い
う
べ
き一
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が 、
撥
無
の
行
為
的
な
実
質
化
と
し

て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て 、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
後
に
続
く
べ
き
も
の
へ
の
理
念
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な

か
っ
た
事
実
（
川
原
栄
峰
前
掲
書
参
照）
は 、
実
践
的
な
撥
無
主
義
の
限
界
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
ひ

と
は
い
う
か
も
し
れ
な
い 。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
「
西
欧
最
初
の
完
全
な
ニ
ヒ
リ
ス
ト」
を
自
称
す
る
ニ
ー

チ
ェ
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
た
の
だ 、
と 。
だ
が 、
ニ
ー

チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は 、
彼
の
思
念
の
内
部
に
収
敏
す
る
も
の
で 、
そ
こ
に
打

ち
建
て
ら
れ
た
新
た
な
理
念
は 、
現
実
に
対
し
て
何
ら
具
体
的
な
対
応
可
能
性
を
有
し
て
い
な
い 。
こ
の
こ
と
を
顧
慮

す
る
な
ら
ば 、
そ
の
消
極
性
を
理
由
に
旅
人
の
撥
無
主
義
を
論
難
す
る
姿
勢
は 、
け
っ
し
て
有
意
義
な
も
の
と
は
い
え

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
旅
人
は 、
既
存
の
支
配
的
な
思
潮
や
価
値
体
系
を
疑
う
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
い
た 。
彼
の
撥

無
主
義
が
消
極
的
に
す
ぎ 、
そ
れ
ゆ
え
に
実
践
性
を
欠
く
と
し
て
も 、
そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
の
保
有
と
い
う一
点
に

お
い
て 、
旅
人
は
日
本
思
想
史
上
に
大
き
な
足
跡
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い 。

（
二
0
0
三
年
九
月＝
―-―-
日
稿

初
出
『
萬
葉
集
研
究
第
二
十
六
集』

塙
書
房 、

二
0
0
四
年 、
―

二
五
ー

一

五
0
頁）
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