
そ
し
て
、
同
じ
く
問
題
に
し
た
「
大
路
所
思
」
も
こ
れ
ら
の
観
点
か

ら
オ
ホ
ヂ
シ
オ
モ
ホ
ユ
と
訓
む
べ
き
も
自
明
の
理
と
言
え
る
。

日

以
上
、
訓
添
え
、
改
訓
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
問
題
に
ふ
れ
て
き

た
が
、
い
わ
ゆ
る
上
代
人
の
、
言
葉
の
表
現
に
対
す
る
意
識
は
非
常

に
強
く
、
助
詞
・
助
動
詞
一
つ
に
し
ろ
、
当
時
の
構
文
法
に
従
っ
て

無
理
な
く
、
扱
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
歌
を

表
記
す
る
場
合
の
用
字
意
識
に
も
つ
な
が
り
、
表
現
法
、
用
字
法
等

が
と
も
に
把
握
さ
れ
て
、
当
時
の
人
々
の
理
解
の
基
と
な
っ
て
い
た

事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
モ

l
カ
モ
や
モ
1
カ
等
の
呼
応
関
係
に
於

け
る
一
方
の
表
記
省
略
、
又
、
ク
語
法
に
見
ら
れ
る
種
々
の
慣
用
旬

、
そ
し
て
準
不
足
音
句
が
問
題
の
中
心
と
な
る
：
・
シ
オ
モ
ホ
ユ
等
の

統
一
さ
れ
た
表
現
法
、
等
特
に
上
代
に
於
け
る
助
詞
叶
は
文
中
で
一

種
の
係
結
び
的
役
割
を
果
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ネ
ノ
ミ
シ
ナ
カ

ュ
。
イ
メ
ニ
シ
ミ
ユ
ル
等
の
慣
用
句
の
多
い
事
か
ら
も
領
令
つ
け
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

要
す
る
に
こ
れ
か
ら
上
代
の
表
現
法
は
、
種
々
の
形
で
把
握
さ
れ

て
お
り
、
上
代
人
の
一
言
語
に
対
す
る
窓
識
の
中
に
確
実
に
反
映
し
て

い
た
事
が
分
る
の
で
あ
る
。

平
家
物
語
序
章
の
研
究

7よL

千

子

山

鶴

ハ
門
序

「
平
家
物
語
」
と
い
え
ば
、
「
賦
園
精
舎
の
鐘
の
戸
、
諸
行
無
常
の

響
あ
り
」
の
書
き
出
し
を
す
ぐ
に
思
い
出
す
程
、
そ
れ
は
我
々
の
聞

に
親
し
ま
れ
た
書
き
出
し
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
序
章
は
「
平
家
物

語
」
を
貫
い
て
い
る
諸
行
無
常
の
仏
教
哲
理
を
表
現
し
、
又
「
濯
頂

巻
」
の
厭
離
械
土
、
欣
求
浄
土
な
る
経
生
思
想
と
照
応
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
常
識
化
さ
れ
た
考
え
が
果
し
て
正

鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
、
又
序
章
の
表
現
は
そ
れ
の
み
に
終
っ
て

い
る
の
か
等
と
、
ハ
円
、
序
章
の
解
釈
と
そ
の
典
拠
、
口
、
無
常
観
に

つ
い
て
、
同
、
方
丈
記
の
序
章
と
の
比
較
、
仙
、
平
家
物
語
に
お
け

る
序
章
の
意
義
、
等
の
方
市
か
ら
研
究
し
て
、
序
章
の
持
つ
意
義
に

つ
い
て
改
め
て
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。

口

本

論
ω、
序
章
の
解
釈
と
そ
の
典
拠

「
平
家
物
語
」
序
章
の
部
分
は
、
現
在
残
っ
て
い
る
平
家
諸
本
の

代
表
的
な
も
の
と
比
較
し
て
み
て
も
、
さ
し
あ
た
り
本
文
的
に
は
問

題
の
な
い
文
章
で
あ
る
。
よ
っ
て
覚
一
本
系
統
の
龍
谷
大
学
図
書
館

所
蔵
の
平
家
物
語
を
底
本
と
す
る
「
日
本
古
典
文
学
大
系
お
」
に
よ

っ
て
研
究
し
て
い
く
。

そ
の
一
主
な
大
意
は
H

人
が
諸
行
無
常
盛
者
必
衰
の
道
理
に
抗
し
得
な
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か
っ
た
例
と
し
て
、
最
近
の
平
清
盛
の
運
命
ほ
ど
言
語
に
絶
し
た
も

の
は
な
か
っ
た
。
平
氏
は
桓
武
天
皇
か
ら
出
之
い
る
が
、
我
々
の
官

職
は
諸
国
の
受
領
で
あ
っ
た
μ

と
い
う
事
で
あ
る
。

こ
の
句
は
（
平
曲
で
は
章
の
事
を
句
と
い
う
）
平
曲
の
方
で
は
い

わ
ゆ
る
秘
事
の
一
つ
で
「
延
喜
聖
代
」
と
と
も
に
秘
事
と
な
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
古
い
譜
本
に
は
見
え
な
い
筈
で
あ
る
が
、
他
の
秘
事
を

載
せ
な
い
本
で
も
こ
の
章
は
書
い
て
あ
る
の
は
纏
ま
っ
た
作
品
と
し

て
の
「
平
家
物
語
」
で
は
、
こ
の
序
は
欠
く
事
の
で
き
な
い
章
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
甑
園
精
舎
」
全
体
を
こ
の
「
平
家
物
語
」

全
篇
の
序
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
内
容
的
に
考
え
て
み
る
と
作
者

が
序
と
し
て
い
い
た
か
っ
た
事
は
、

H

人
が
諸
行
無
常
盛
者
必
衰
の
道
理
に
抗
し
え
な
か
っ
た
例
と
し
て

最
近
の
平
清
盛
の
運
命
ほ
ど
言
語
に
絶
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
μ

を

大
意
と
す
る
迄
で
、
「
甑
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
か
ら
「
伝
承
る
こ
そ
詞

も
心
も
及
ば
い
れ
ね
。
」
迄
の
み
を
全
体
の
序
と
み
た
方
が
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
以
後
は
第
二
章
「
殿
上
闇
討
」
の
は
じ
め
に
附

け
る
の
が
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
平
家
物
語
」
の
章

段
の
分
け
方
は
た
だ
平
曲
と
し
て
琵
琶
法
師
が
一
纏
め
と
し
て
語
る

部
分
に
適
宜
に
題
を
附
け
て
纏
め
て
あ
る
と
み
る
べ
き
で
内
容
上
か

ら
い
う
と
章
段
の
分
け
方
に
適
当
で
な
い
と
こ
ろ
が
多
々
み
ら
れ
、

こ
こ
も
そ
う
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

「
平
家
物
語
」
巻
頭
の
序
章
は
平
家
論
の
手
が
か
り
と
し
て
し
ば

し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
最
近
の
可
平
家
物
語
」
研
究
の

一
つ
の
決
算
書
と
も
い
う
べ
き
日
本
古
典
文
学
大
系
に
お
い
て
も

「
平
家
物
語
」
序
章
の
「
諸
行
無
常
の
響
あ
り
」
の
補
註
と
し
て
、

こ
の
冒
頭
の
対
句
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
平
家

物
語
一
篇
の
受
け
取
り
方
を
き
め
る
重
要
な
き
っ
か
け
に
な
る
。

（
中
略
）
た
だ
作
者
が
こ
こ
人
々
の
句
を
お
い
た
事
に
よ
っ
て
五
日

々
は
仏
教
上
の
無
常
観
が
観
念
的
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
満
足

す
べ
き
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
作
者
が
『
平
家
物
語
』
と
い
う

或
る
大
が
か
り
の
物
語
を
語
ろ
う
と
す
る
い
わ
ば
説
話
文
学
者
の

姿
勢
が
隠
さ
れ
て
い
る
事
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
中
略
〉

随
っ
て
作
者
は
こ
の
無
常
観
を
単
な
る
思
想
と
し
て
は
だ
か
に
し

て
受
け
と
つ
丈
は
な
ら
な
い
。
（
註
1
）

と
し
、
だ
か
ら
も
し
こ
の
句
に
そ
う
し
た
文
学
的
関
連
を
認
め
な
い

と
す
れ
ば
、
殿
上
闇
討
の
忠
盛
を
は
じ
め
と
し
て
、
次
々
に
登
場
す

る
諸
人
物
の
人
間
像
の
受
け
取
り
方
も
叉
、
著
し
く
思
想
的
、
非
文

学
的
に
傾
く
き
っ
か
け
を
既
に
こ
の
発
端
か
ら
作
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
と
す
る
よ
う
な
注
目
す
べ
き
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
諸
行
無
常
の
響
あ
り
」
に
し
て
も
、
単
に
「
諸
行
は
無
常

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
は
だ
か
の
無
常
観
を
説
い
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、
経
典
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
不
可
思
議
霊
異
の
物
語
と
し

て
の
そ
れ
で
あ
る
。
物
語
の
作
者
が
こ
の
話
を
ど
こ
か
ら
学
ん
だ
か

恐
ら
く
当
時
一
番
広
く
行
わ
れ
て
い
た
「
往
生
要
集
」
か
ら
ら
し
い

が
作
者
が
こ
こ
で
持
出
し
て
い
る

n
諸
行
無
常
μ

は
こ
の
よ
う
な
祇

園
精
舎
物
語
の
中
の
そ
れ
で
あ
っ
て
単
な
る
は
だ
か
の
無
常
観
で
は
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な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

叉
、
「
盛
者
必
衰
の
こ
と
は
り
を
あ
ら
は
す
」
に
し
て
も
H

勢
の

盛
ん
な
者
も
必
ず
衰
え
る
時
が
あ
る
μ

と
い
う
様
な
単
に
仏
教
上
の

盛
者
必
衰
観
を
悟
ら
さ
れ
る
事
に
読
者
は
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
即
ち
作
者
は
担
繋
物
語
を
思
い
出
さ
ぜ
ょ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
単
に
栄
え
る
者
は
決
っ
て
衰
え
る
と
い
う
よ
う
な
原
理

を
説
く
た
め
に
、
そ
れ
を
世
上
一
般
の
花
の
散
り
や
す
い
こ
と
に
替

え
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
説
話
文
学
者
ら
し
く
こ
の

奇
蹟
的
な
変
色
物
語
を
提
供
し
て
、
前
の
賦
園
精
舎
の
無
常
堂
に
ま

つ
れ
る
鐘
の
伝
説
を
組
み
合
わ
せ
、
一
対
の
対
句
を
構
成
す
る
事
に

よ
っ
て
、
一
篇
の
主
題
の
説
話
文
学
的
造
型
の
姿
勢
を
み
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
に
「
平
家
物
語
」
の
持
つ
説
話
的
側
面
が

こ
の
序
章
に
お
い
て
も
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

指
摘
は
全
く
適
言
で
あ
る
と
思
う
。
今
迄
に
も

n
祇
園
精
舎
の
鐘
の

声
、
諸
行
無
常
の
響
あ
り
μ

か
ら
H

猛
き
者
も
遂
に
は
滅
び
ぬ
、
偏

に
風
の
前
一
の
塵
に
同
じ
μ

ま
で
、
そ
れ
は

平
家
物
語
の
人
生
観
、
世
界
観
に
お
け
る
哲
理
で
あ
る
。
そ
れ
の
具

体
例
と
し
て
一
篇
の
平
家
物
語
、
か
生
ま
れ
て
く
る
。
（
註
2
）

と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
人
生
観
、
世
界

観
を
そ
の
ま
与
の
そ
れ
と
は
み
な
い
で
、
仏
教
説
話
に
か
く
さ
れ

た
説
話
文
学
者
の
態
度
に
一
寸
、
泣
い
志
し
て
読
ん
で
み
る
丈
で
こ
の
序

章
、
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
叉
、
例
え
ば
そ
の
態
度
は
、
序
章
の

分
析
に
よ
っ
て
一
層
明
確
と
な
る
。
こ
の
序
章
の
四
つ
の
文
を
形
式

的
に
見
る
と
、
第
二
え
第
四
の
文
は
そ
れ
ぞ
れ
「
J
の
ご
と
し
」
「
l

に
同
じ
」
と
結
ば
れ
て
い
る
点
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
直

除
の
形
式
を
そ
な
え
、
第
二
第
一
一
の
文
は
各
々
、
「
ー
あ
り
」
「
J

あ
ら
は
ず
」
と
結
ば
れ
、
第
三
、
第
四
の
組
合
わ
せ
の
よ
う
に
直
除

の
形
式
は
と
ら
な
い
が
何
も
の
か
を
「
鐘
の
声
」
や
「
花
の
色
」
に
託

し
て
表
現
し
て
い
る
点
で
や
は
り
耽
除
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
説
話
的
な
世
界
を
媒
介
し
て
い
る
事
は
確
か
で
あ
っ
て
、
こ

の
点
か
ら
い
っ
て
も
序
章
に
お
け
る
説
話
性
は
す
で
に
さ
し
ま
ね
か

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。

又
、
こ
の
四
つ
の
文
が
「
平
家
物
語
」
全
体
の
無
常
観
な
る
人
生

観
の
説
話
性
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
そ
れ
を
裏
書

き
す
る
も
の
と
し
て
、
具
体
的
に
そ
の
理
論
の
根
拠
と
し
て
「
遠
く

異
朝
を
と
ぶ
ら
へ
ば
：
：
：
L

以
下
に
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
清

盛
を
ひ
き
出
す
為
の
先
蹴
訂
と
思
わ
れ
、
印
度
伝
来
の
説
話
に
支
え

ら
れ
た
序
章
の
判
断
を
さ
ら
に
中
園
、
日
本
と
い
う
当
時
と
し
て
は

世
界
的
な
視
野
の
中
で
歴
史
的
な
展
望
に
お
い
て
事
実
を
列
挙
し
つ

L
検
証
し
、
寸
盛
者
必
衰
の
こ
と
は
り
」
が
時
空
を
こ
え
て
貫
徹
せ

ら
れ
て
い
る
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
今
迄
「
平
家
物
語
の
説
話
的
性

格
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
側
聞
は
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

け
れ
ど
も
そ
の
説
話
性
の
根
底
に
は
平
i

家
物
語
」
を
貫
ぬ
く
作
者

の
持
つ
無
常
観
は
軽
視
し
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆

で
あ
っ
て
作
者
自
身
の
持
つ
無
常
観
が
あ
っ
て
そ
れ
を
説
話
的
姿
勢

に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
「
猛
き
者
も
遂
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
」
の
「
ぬ
」
の
解
釈
に

つ
い
て
は
色
々
の
方
法
が
あ
る
。
完
了
し
実
現
し
た
事
実
を
表
現
L

て
い
る
の
だ
と
と
っ
て
H

獄
き
者
も
遂
に
は
滅
ん
で
し
ま
っ
た
μ

と

訳
す
例
と
、
将
来
に
属
す
る
事
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
滅
亡
が
確
定

的
な
事
実
と
考
え
ら
れ
石
場
合
、

H

滅
ん
で
し
ま
う
μ

と
訳
せ
る
し

又
一
つ
に
は
、
理
法
と
か
法
則
と
か
を
強
調
す
る
意
味
で
H

滅
ん
で

し
ま
う
も
の
で
あ
る
μ

と
も
訳
せ
る
。
こ
の
三
例
の
う
ち
い
ず
れ
を

と
る
か
に
よ
っ
て
巻
頭
の
文
章
の
解
釈
法
が
微
妙
に
く
い
違
っ
て
く

る
と
思
わ
れ
る
。

石
母
田
正
博
士
は
こ
の
「
ぬ
し
は
「
濯
頂
巻
」
の
有
無
或
は
「
平

家
物
語
」
の
側
面
性
に
よ
っ
て
と
り
方
が
異
な
る
と
し
て
、

巻
頭
の
一
節
を
濯
頂
の
巻
と
照
応
さ
せ
て
、
盛
者
必
衰
、
諸
行
無

常
の
理
法
を
の
べ
た
も
の
と
考
え
る
人
は
、
後
者
の
説
を
と
る
だ

ろ
う
し
、
反
対
に
H

そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
平
家
の
子
孫
は
永
く
絶

に
け
り
μ

に
照
応
す
る
と
考
え
る
人
は
H

滅
ん
で
し
ま
っ
た
μ

と

訳
す
側
に
傾
く
だ
ろ
う
（
註
3
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
巻
頭
の
文
章
は
諸
行
無
常
、
盛

者
必
衰
の
理
法
、
即
ち
作
者
の
世
界
観
と
理
想
を
述
べ
て
い
る
点
で

平
家
物
語
全
篇
が
こ
こ
に
要
約
さ
れ
て
お
り
、
末
尾
の
濯
頂
の
巻
と

首
尾
照
応
し
て
物
語
の
統
一
が
保
た
れ
て
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ

れ
迄
の
説
に
対
し
、
氏
は
こ
の
「
融
園
精
舎
」
の
句
は
「
六
代
被
斬
」

の
「
そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
平
家
の
子
孫
は
永
く
絶
に
け
り
」
の
最
後

の
文
章
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
風
に

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
支
り

平
家
物
語
全
体
の
骨
組
み
と
い
う
も
の
を
考
え
る
時
、
私
は
六
代

、
か
斬
ら
れ
て
平
氏
が
滅
亡
す
る
物
語
が
全
体
の
骨
格
を
形
成
し
て

い
る
不
可
欠
の
一
部
を
な
す
と
み
る
の
に
対
し
て
、
濯
頂
の
巻
は

平
家
の
筋
肉
に
あ
た
る
部
分
で
は
あ
っ
て
も
骨
格
の
一
部
で
は
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
（
註
4
）

と
述
べ
ら
れ
、
「
平
家
物
語
」
の
叙
事
文
学
と
し
て
の
側
面
を
重
要

視
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
「
平
家
物
語
」
と
い
う
の
は
、
成
立
年
代
、
作
者
が
不
明
で
、
第

一
有
力
候
補
の
信
濃
前
可
行
長
は
十
一
世
紀
初
頭
の
人
で
、
三
一
巻
↓

六
巻
↓
十
二
巻
と
次
第
に
増
補
さ
れ
、
溶
頂
巻
成
立
し
て
現
在
の
も

の
と
な
っ
た
の
は
十
四
世
紀
の
事
ら
し
い
と
い
う
事
は
大
体
頭
に
入

れ
て
叉
そ
う
考
え
る
と
平
家
物
語
の
持
事
文
学
と
し
て
の
側
面
は
決

し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
猛
き
者

も
遂
に
は
滅
び
ぬ
」
の
中
に
一
平
氏
を
含
め
て
滅
亡
し
た
過
去
の
人
々

の
こ
と
、
或
は
既
に
完
了
し
て
し
ま
っ
た
特
定
の
一
回
的
な
事
柄
を
、

す
で
に
そ
の
中
に
含
め
て
語
ら
れ
て
い
る
と
迄
は
み
な
く
て
も
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
こ
の
巻
頭
の
四
つ
の
文
は
極
め
て

均
斉
の
と
れ
た
対
句
表
現
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
文
に
先
行
す
る
文
、

及
び
こ
の
文
に
続
く
「
偏
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ
L

に
至
る
迄
の
表

現
が
思
想
を
表
現
し
て
い
る
以
上
、
「
ほ
ろ
び
ぬ
」
丈
が
特
に
対
句
の

中
で
均
斉
を
破
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

私
は
「
猛
き
者
も
遂
に
は
滅
ん
で

L
ま
う
も
の
で
あ
る
。
」
と
訳
し
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て
よ
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
対
句
の
中
に
も
作
者
自
身
の
理
法
、

即
ち
平
家
物
語
自
体
の
無
常
観
が
盛
ら
れ
て
い
て
、
叙
事
文
学
と
し

て
の
側
面
の
み
に
目
を
む
け
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

又
「
祇
園
精
舎
」
の
文
は
、
今
様
形
式
従
っ
て
、
伝
統
的
な
和
歌

形
式
に
由
来
す
る
七
五
調
の
く
り
返
し
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
和
歌
的
な
情
調
的
表
現
つ
ま
り
詠
嘆
的
な
調
べ
は
「
平
家

物
語
」
の
全
体
を
貫
ぬ
く
一
つ
の
基
調
音
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
表

現
の
あ
り
方
は
他
方
で
は
漢
文
訓
読
体
に
近
い
形
式
を
殆
ん
ど
一
貫

し
て
い
る
う
え
に
対
句
表
現
と
い
う
点
で
も
一
貫
性
を
持
っ
て
い

る
。
こ
の
文
体
の
特
徴
は
、
こ
れ
迄
の
物
語
文
学
等
の
和
文
体
の
機
能

に
比
較
し
て
論
理
的
分
析
的
な
表
現
に
適
し
、
思
想
表
現
に
ふ
さ
わ

し
い
と
い
う
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
官
頭
の
四
つ
の
文
の
組

み
合
せ
か
ら
な
る
序
章
は
仏
徳
や
教
理
を
讃
嘆
す
る
四
つ
の
偏
文
に

源
を
求
め
て
い
る
の
は
、
作
者
自
身
仏
教
的
な
一
つ
の
理
念
を
持
っ

て
い
て
そ
れ
が
物
語
全
体
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
つ
平
家
物
語
」
序
章
を
解
釈
、
分
析
し
て
く
る
と

種
々
の
側
面
が
と
り
出
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
結
局
序
章
に
表
現
さ

れ
て
い
る
も
の
は
そ
の
詠
嘆
的
な
調
べ
や
説
話
的
発
想
、
或
い
は
持

事
性
等
の
多
面
的
な
表
現
の
根
底
に
流
れ
て
い
る

H

諸
行
無
常
M

H

盛
者
必
衰
μ

H

脊
れ
る
者
久
し
か
ら
ず
μ

H

猛
き
人
も
遂
に
は

滅
び
ぬ
μ

の
四
つ
の
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ
が
平
家
全
巻
を
貫
く
大
眼

目
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
。
作
者
が
高
く
掲
げ
た
H

諸
行
無
常
d

の

人
生
観
は
、
平
家
の
場
合
に
お
い
て
は
特
に
「
盛
者
必
衰
」
の
事
実
に

立
脚
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
「
盛
者
」
と
い

う
の
は
「
脊
れ
る
者
」
で
あ
り
「
猛
き
人
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
も

決
し
て
単
に
権
力
が
あ
っ
た
と
か
勇
猛
心
に
富
ん
で
い
た
と
か
い
う

丈
の
意
味
で
は
な
く
道
義
の
上
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
っ

た
事
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
最
も
ひ
ど
い
の
が
清
盛
で
あ
り
「
伝

え
承
る
こ
そ
心
も
詞
も
及
ば
れ
ね
」
と
作
者
は
驚
嘆
の
声
を
発
し
て

い
る
。
そ
し
て
か
与
る
道
義
に
背
い
た
行
為
を
し
た
れ
ば
こ
そ
平
家

は
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。
と
作
者
は
み
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
濯
頂
巻
」
に
平
家
一
門
の
滅
亡
と
残
党
の
漂
泊
と
を
語
っ
て

是
は
入
道
上
は
一
人
を
も
恐
れ
ず
、
下
は
高
民
を
も
顧
み
ず
。
死

罪
流
刑
、
解
宮
停
位
、
思
う
よ
う
に
常
に
行
は
れ
し
が
致
す
処
な

り
、
こ
れ
は
父
祖
の
善
悪
は
必
ず
子
孫
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
疑

ひ
な
し
と
ぞ
見
え
け
る
（
御
往
生
）

と
い
っ
て
い
る
の
が
こ
れ
で
あ
り
、
平
家
の
一
門
が
悲
惨
な
末
路
を

み
た
の
は
清
盛
の
犯
し
た
悪
業
の
果
報
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
私
は
「
砥
園
精
舎
」
章
中
の
清
盛
に
関
す
る
文
句
と
今
こ
こ

に
掲
げ
た
「
濯
頂
巻
」
の
「
御
往
生
」
の
章
の
文
句
と
は
前
後
照
応

す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
「
紙
園
精
舎
」
の
章
の
論
理
と
論
理

と
を
こ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
事
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
「
平

家
」
の
作
者
が
最
初
に
掲
げ
た
思
想
的
原
理
で
あ
る
「
諸
行
無
常
」

は
決
し
て
寓
事
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
漫
然
た
る
厭

世
観
で
は
な
く
、
ど
こ
迄
も
仏
教
思
想
に
ぺ
l
ス
を
お
き
、
か
つ
は
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論
理
に
立
脚
し
た
道
徳
的
無
常
観
で
あ
っ
て
作
者
自
身
の
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
そ
し
て
叉
「
平
家
物
語
」

の
構
想
は
最
初
か
ら
一
切
の
も
の
が
滅
び
に
お
い
て
自
ら
を
貫
ぬ
く

と
い
う
原
理
で
も
っ
て
展
開
せ
ら
れ
る
。
故
に
「
紙
園
精
舎
」
の
構

成
は
「
平
家
物
語
」
序
章
の
無
常
観
が
こ
の
物
語
の
展
開
の
方
法
つ

ま
り
創
作
方
法
を
最
初
か
ら
い
か
に
根
底
的
に
捕
え
て
い
た
か
と
い

う
事
を
示
し
て
い
る
と
思
う
o

換
一
寸
一
目
す
れ
ば
序
章
に
み
ら
れ
る
無
常

観
の
表
現
は
、
一
見
常
識
的
な
無
常
意
識
の
表
白
に
す
ぎ
な
い
よ
う

で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
抽
象
化
さ
れ
た
観
念
的
な
思
想
文
等
よ
り
は

も
っ
と
深
刻
な
無
常
の
自
覚
に
媒
介
せ
ら
れ
な
い
で
は
成
り
立
ち
え

な
い
運
命
観
の
表
現
で
あ
る
と
思
う
。

ω
無
常
観
に
つ
い
て

先
に
「
平
家
物
語
」
に
於
て
は
、
説
話
的
性
格
が
い
か
に
根
底
的

で
あ
る
か
を
述
べ
た
。
そ
の
事
か
ら
叙
事
詩
的
文
学
た
る
「
平
家
物

語
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
日
本
古
典
文
学

大
系
本
の
「
平
家
物
語
」
序
章
の
補
注
に
は
、
同
じ
序
章
、
か
表
現
し

て
い
る
筈
の
無
常
観
と
し
て
の
思
想
的
側
面
に
つ
い
て
は
何
ら
特
別

の
解
説
も
施
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
に
対
し
て
は
文
学
的
な

読
み
の
立
場
か
ら
敏
感
に
警
戒
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
で
も

巻
頭
序
章
の
表
現
す
る
無
常
観
の
思
想
的
意
義
は
「
平
家
物
語
」
の

文
学
的
な
独
自
性
や
少
く
と
も
そ
の
積
極
性
と
不
可
分
の
も
の
と
し

て
は
捕
え
得
な
い
立
場
に
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
に
「
平
家

物
語
」
序
章
に
表
現
せ
ら
れ
た
こ
の
物
語
の
無
常
観
の
思
想
的
意
義

を
と
り
た
て
て
は
問
題
に
せ
ず
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
生
れ
る
誤
解
を
警

戒
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
例
え
ば
石
母
田
正
氏
が
「
平
家
物
語
」

（
岩
波
新
書
）
の
中
で
こ
の
無
常
観
を
当
時
の
一
般
的
な
常
識
に
す

ぎ
な
い
も
の
と
し
「
作
者
が
名
文
で
も
っ
て
書
き
た
て
L
い
る
厭
世

思
想
な
ど
に
だ
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
（
註
5
）
と
警
告
し
て
い

る
の
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
考
え
方
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

「
平
家
物
語
」
序
章
の
思
想
的
意
味
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な

意
見
は
古
く
は
小
林
秀
雄
氏
の
「
無
常
と
い
う
事
」
の
中
の
H

平
家

論
μ

が
こ
の
点
に
ふ
れ
て

平
家
の
あ
の
冒
頭
の
今
様
風
の
哀
調
が
多
く
の
人
々
を
一
誤
ら
せ

た
。
：
：
：
彼
は
た
だ
当
時
の
知
識
人
と
し
て
月
並
み
な
口
を
利
い

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
註
6
）

な
ど
と
説
き
文
学
と
思
想
と
を
引
き
裂
こ
う
と
し
た
立
場
と
共
通
す

る
側
面
を
持
っ
て
お
り
、
単
な
る
平
家
論
を
こ
え
た
文
学
に
と
っ
て

本
質
的
な
問
題
を
喚
起
し
て
る
と
思
わ
れ
る
。
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叉
「
平
家
物
語
」
序
章
へ
の
同
意
見
と
し
て
谷
宏
氏
は

我
々
が
平
家
物
語
の
実
質
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
少
な
く

と
も
序
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
は
治
承
、
寿
永
内
乱
の
前
夜
に
お

け
る
伝
統
的
な
社
会
の
破
綻
の
物
語
と
い
う
べ
く
平
家
物
語
H

平

家
一
門
の
H

無
常
μ

の
物
語
と
い
う
見
方
は
本
質
を
誤
っ
て
い
る

と
い
う
事
に
な
る
（
註
7
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
o

コ
一
氏
共
「
平
家
物
語
」
の
叙
事
詩
的
側
面
を
重

要
視
さ
れ
て
当
時
の
混
乱
し
た
末
法
思
想
の
社
会
に
注
意
を
ひ
い
て



い
ら
れ
る
の
は
秀
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
山
し
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も

叙
事
詩
的
性
格
に
の
み
日
を
走
ら
せ
す
ぎ
「
平
家
物
語
」
序
章
に
内

在
す
る
世
界
観
的
或
は
思
想
的
意
義
を
軽
視
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
？
な
る
ほ
ど
平
家
滅
亡
を
書
い
た
大
叙
事
詩
で
あ
る
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
当
時
の
無
常
観
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
り
、
名
文

の
対
句
に
だ
ま
さ
れ
て
は
い
け
沿
い
と
か
い
う
思
想
的
意
義
を
否
定

で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
序
章
の
対
句
は
名
文
で
あ
一

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
思
想
は
当
時
の
一
末
法
的
宿
命
論

で
あ
り
厭
世
思
想
で
あ
る
か
の
如
く
思
え
る
。
平
安
朝
的
伝
統
的
な

体
制
秩
序
が
平
氏
と
い
う
一
武
士
団
に
よ
っ
て
絞
ら
れ
、
混
乱
し
て

し
ま
っ
た
時
代
に
対
し
て
こ
の
世
を
嘆
き
は
か
な
ん
で
い
る
様
な
当

時
の
貴
族
達
の
典
型
的
な
無
常
意
識
を
描
き
そ
の
衝
撃
的
な
事
件
を

描
く
の
が
主
題
で
あ
る
か
の
如
く
思
え
る
。
し
か
し
私
は
思
う
に
、

そ
の
よ
う
に
消
極
的
な
人
な
ら
ど
う
し
て
こ
の
様
な
確
固
た
る
物
語

が
こ
の
混
乱
し
た
世
に
お
い
て
描
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
疑
問
で
あ

る
。
そ
こ
で
序
章
の
持
つ
思
想
的
意
義
を
鮮
明
に
理
解
す
る
為
に

「
平
家
物
語
」
と
同
時
代
の
文
献
に
よ
り
当
時
の
無
常
意
識
を
比
較
し

て
み
た
。
先
ず
原
作
者
を
入
道
行
長
に
想
定
し
た
場
合
、
彼
が
出
家

前
に
そ
の
家
司
を
勤
め
た
と
さ
れ
る
九
条
家
の
兼
実
、
彼
に
は
治
承

の
内
乱
で
当
時
の
最
高
貴
族
か
っ
政
治
家
と
し
て
対
処
し
て
「
玉
葉
」

と
い
う
日
記
が
残
さ
れ
て
い
て
、
又
こ
の
「
玉
葉
」
が
「
平
家
物
語

」
の
直
接
の
資
料
ら
じ
く
、
各
所
に
同
様
な
記
録
を
含
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
一
見
同
じ
事
を
述
べ
て
い
る
如
く

思
え
る
が
し
か
し
「
理
」
の
も
と
に
事
態
の
進
む
の
は
人
間
と
し
て

や
む
を
得
な
い
災
難
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
「
悲
哉
」
「
宿
業
可
レ

悲
」
で
し
か
な
く
そ
れ
を
消
極
的
に
受
け
と
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

叉
、
行
長
が
出
家
後
彼
を
扶
持
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
九
条
家
出
身

の
慈
円
の
作
で
あ
る
「
愚
管
抄
」
で
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
に
、

す
で
に
治
承
の
内
乱
も
収
ま
り
こ
の
事
件
を
過
去
の
も
の
と
し
て
展

望
し
う
る
時
点
に
於
て
書
き
す
L
め
ら
れ
、
平
家
の
都
落
ち
に
対
し

て
は
客
観
的
で
あ
る
。
「
玉
葉
」
の
著
者
の
動
顕
す
る
よ
う
な
狼

狽
や
嘆
息
も
な
く
又
「
平
家
物
語
」
の
よ
う
な
没
落
す
る
平
家
に
よ

り
そ
っ
た
深
い
嘆
き
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
叙
述
に
は
人
間
と
の
対
立

が
稀
薄
で
あ
り
そ
の
末
法
思
想
に
依
る
運
命
観
も
終
始
一
貫
さ
れ
て

い
な
い
。
身
分
の
上
で
は
行
長
は
兼
実
、
慈
円
ら
の
傘
下
に
あ
っ
て

も
作
品
と
し
て
は
「
玉
葉
」
「
愚
管
抄
」
と
は
同
列
に
置
く
事
の
出

来
な
い
精
神
の
飛
躍
が
あ
り
、
無
常
観
を
通
し
て
運
命
に
於
け
る
ほ

ろ
び
の
思
想
を
も
っ
と
も
積
極
的
に
確
認
し
得
て
い
て
そ
の
点
で

は
「
平
家
物
語
」
は
中
世
的
世
界
が
最
も
鮮
明
に
展
開
せ
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
と
思
う
。

ω
「
方
丈
記
」
の
序
章
と
わ
比
較

ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
も
と
の
水
に
非
ず
淀
み
に
浮
か
ぶ

う
た
か
た
は
か
つ
消
え
か
っ
結
び
て
久
し
く
止
ま
り
た
る
例
な
し

（
方
丈
記
冒
頭
）

」
れ
と
「
平
家
物
語
」
の
書
き
出
し
は
大
体
同
時
代
に
完
成
し
た
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も
の
で
あ
り
、
そ
の
朗
々
と
諦
す
べ
き
名
文
は
中
世
文
学
の
書
き
出

し
の
双
壁
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
の
関
係
は
従
来
論

ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
佐
々
木
八
郎
博
士
は

平
家
物
語
の
文
章
の
中
に
は
、
例
え
ば
流
布
本
の
本
文
に
み
る
よ

う
に
、
方
丈
記
の
本
文
と
一
致
し
或
は
類
似
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
が
そ
れ
ら
は
平
家
、
か
方
丈
記
を
摺
椋
し
て
そ
の
一
文
章
を
修
飾
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
然
し
こ
れ
は
平
家
の
原
作
者
に
よ
っ
て
為

さ
れ
た
修
飾
で
は
な
く
、
原
作
又
は
原
作
に
近
い
時
代
の
平
家
物

語
は
本
文
の
上
に
お
い
て
は
決
し
て
方
丈
記
の
本
文
を
摂
り
入
れ

る
事
な
く
両
者
聞
は
全
く
没
交
渉
で
あ
っ
た
こ
と
。
か
く
し
て
平

家
の
文
章
は
、
原
作
か
ら
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
い
つ
の
時
代
に

か
後
の
添
削
者
や
改
作
者
に
よ
っ
て
方
丈
記
中
の
文
章
が
招
捕
せ

ら
れ
著
し
い
潤
色
が
施
さ
れ
て
文
章
が
甚
し
く
変
化
し
た
こ
と

（註
8
）

と
研
究
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
二
つ
の
作
品
聞
に
は
影
響
関
係
は
み
ら

れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
私
は
今
迄
こ
の
二
つ
を
当
時
の
無
常
観
の
代

表
的
な
も
の
と
し
て
受
け
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
作

品
開
に
は
無
常
観
の
捕
え
方
、
つ
ま
り
否
定
的
契
機
を
い
か
に
対
決

し
た
か
の
相
違
で
問
題
が
生
じ
、
二
者
は
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
二
者
は
そ
れ
自
体
の
各
々
の
中
世
的
世
界
を
文
学
的
に
形
成

し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
石
母
田
正
氏
は
二
者
聞
の
無
常

観
は
本
質
的
に
は
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

鴨
長
明
も
こ
の
内
乱
を
都
で
経
験
し
τ

、
か
つ
消
え
か
っ
結
び
な

が
ら
流
転
す
る
人
の
営
み
の
愚
か
さ
空
し
さ
を
方
丈
記
の
中
に
記

し
て
い
る
。
そ
の
無
常
観
は
、
平
家
の
作
者
の
そ
れ
と
本
質
的
な

違
い
が
あ
る
筈
は
な
い
が
平
家
物
語
と
方
丈
記
は
質
を
異
に
す

る
。
後
者
も
散
文
の
文
学
で
あ
り
、
内
乱
時
代
の
都
に
起
っ
た
天

変
地
異
や
福
原
遷
都
の
よ
う
な
歴
史
的
事
件
、
い
い
か
え
れ
ば
平

家
と
同
じ
性
質
の
素
材
と
経
験
を
扱
っ
て
い
る
が
二
つ
の
文
学
の
一

間
に
あ
る
違
い
は
ど
う
し
て
生
れ
て
く
る
の
か
。
方
丈
記
の
作
者

の
特
徴
は
た
え
ず
自
己
反
省
的
で
あ
り
内
面
的
で
あ
り
道
徳
的
で

あ
る
事
に
み
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
平
家
の
作
者
は

た
え
ず
無
常
や
生
の
空
し
さ
を
説
き
、
悲
哀
の
感
情
を
歌
い
あ
げ

て
い
な
が
ら
方
丈
記
と
は
反
対
に
彼
の
限
は
た
え
ず
外
へ
外
へ
と

向
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
口
に
い
え
ば
彼
は
人
聞
が
面
白
く
て

た
ま
ら
な
い
性
質
な
の
で
あ
る
（
註
9
）

と
述
べ
て
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
の
二
つ
の
作
品
の
無
常
観
は
少
し

異
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
「
方
丈
記
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
作
者

鴨
長
明
の
経
験
的
な
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し

て
方
丈
記
の
無
常
観
も
「
平
家
物
語
」
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
L

こ
の

点
か
ら
捕
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

又
「
平
家
物
語
」
序
章
の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
戸
」
か
ら
「
盛
者

必
衰
の
こ
と
は
り
を
あ
ら
は
す
」
に
至
る
迄
の
文
章
が
「
往
生
要
集
」

に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
金
剛
経
」
や
「
大
経
」
の
「
一
ノ
切
有
為
ノ

法
二
如
コ
夢
影
泡
影
イ
如
ゆ
露
ノ
亦
如
げ
電
／
云
々
」
叉
「
諸
行

ρ

無
常

一
一
シ
テ
是
レ
生
滅
ノ
法
ナ
リ
生
滅
滅
γ

己
テ
寂
滅
ナ
ル
ヲ
為
川
楽
ト
云
々
」
と
す
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る
四
つ
の
偶
文
、
或
は
「
往
生
講
式
」
に
「
朝
ュ
開
て
栄
華
J

暮一一ハ

随
主
無
常
t

之
風
一
、
宵
翫
コ
シ
モ
朗
月
一
、
曙
一
一
隠
一
ハ
一
ル
別
離
之
雲
一
、
一
生

ハ是
ν

風
前
の
燭
、
万
事
ハ
春
の
夜
の
夢
」
と
す
る
等
の
広
く
伝
承

さ
れ
た
仏
典
に
系
譜
を
た
と
り
得
る
事
が
出
来
る
。
「
平
家
物
語
」

序
章
の
語
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
ら
経
典
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
と
連
絡
が

あ
り
、
形
式
的
に
は
殆
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら

こ
こ
に
は
既
に
質
の
転
換
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
方
丈

記
の
場
合
、
彼
岸
世
界
へ
の
上
昇
に
の
み
作
用
し
て
る
が
、
平
家
で

は
ほ
ろ
び
を
約
束
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
行
動
し
て
や
ま
ぬ
現
実
世
界

の
下
降
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
序
章
が
観
念
的
な
無
常

観
の
表
白
に
と
ど
ま
ら
ず
、
説
話
性
を
ふ
ま
え
て
語
ら
れ
て
い
る
の

は
序
章
の
現
世
へ
の
通
路
が
す
で
に
聞
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
「
方
丈
記
」
と
の
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
又
大
き
な
差
異
は
「
平
家
物
語
」
の
序
章
の
思
想
は
、
港

頂
巻
に
呼
応
し
序
章
の
み
で
終
っ
て
い
な
し
と
い
う
事
で
あ
る
。
つ

ま
り
往
生
思
想
の
厭
離
織
土
、
欣
求
浄
土
の
宗
教
思
想
が
貫
徹
さ
れ

平
家
興
亡
の
史
語
を
、
一
段
高
い
仏
教
的
な
眼
か
ら
眺
め
て
書
き
つ

け
λ

っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
語
り
の
文
学
と
し
て
衆
同

の
中
へ
透
浸
し
て
ゆ
き
変
革
期
に
ふ
さ
わ
し
い
叙
事
詩
的
作
品
と
し

て
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω
む
す
び
（
序
章
の
意
義
）

あ
る
事
が
成
功
す
る
か
否
か
と
い
う
事
は
そ
の
出
発
の
第
一
歩
に

大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
う
事
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
平

ー司・・司T

家
物
語
」
の
序
章
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
膨
大
な
作
品
を
支

え
る
伏
線
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
か
？

私
は
成
功
し
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
美
し
い
文
章
を
限
を
つ
ぶ
っ

て
く
り
返
し
て
み
る
時
、
そ
れ
は
融
園
精
舎
の
鐘
と
、
沙
羅
繁
樹
の

花
に
よ
っ
て
一
つ
は
聴
覚
的
に
一
つ
は
視
覚
的
に
諸
行
無
常
の
理
を

書
い
た
も
の
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。
そ
の
韻
律
的
な
華
麗
さ
、

あ
わ
れ
さ
は
一
種
の
宗
教
的
香
気
を
さ
え
持
っ
て
い
て
魅
力
的
で
あ

る
。
そ
の
美
し
さ
に
用
心
し
す
ぎ
て
文
学
と
思
想
と
を
引
き
裂
こ
う

と
し
た
立
場
が
出
て
き
た
が
、
こ
れ
は
名
文
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る

思
想
的
意
義
を
軽
視
し
す
ぎ
た
見
方
で
あ
り
正
確
で
は
な
い
と
い
う

事
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
「
平
家
物
語
」
全
体
を

通
じ
る
人
生
観
世
界
観
の
一
哲
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
濯
頂
巻
と
呼
応

す
る
事
に
よ
今
て
一
層
序
章
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
で
は
序
章
、
か
も
し
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
私
は
き
っ

と
纏
り
の
な
い
叙
事
詩
と
思
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
平
家
一
門

に
費
さ
れ
る
語
句
も
時
に
は
美
辞
麗
句
で
あ
り
年
代
で
あ
り
、
元
来

の
仏
教
思
想
を
く
み
と
る
事
、
か
出
来
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
同
時
代
の
「
玉
葉
」
や
「
百
錬
抄
」
や
「
山
根
一
記
」
等
に
よ
り

史
実
と
し
て
の
「
平
家
物
語
」
を
検
討
し
た
場
合
、
必
ず
し
も
莫
実

を
述
べ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
所
が
多
々
あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
史

実
を
歪
曲
し
た
り
或
は
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
文

学
と
し
て
の
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
み
て
も
、
叙
事
詩
的
性
絡
丈
で
は
価
値
が
な
い
と
い
う
事



，
 

j
j
j
t
j
j
j
i
j
j
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が
わ
か
る
。
そ
し
て
序
章
は
そ
の
思
想
を
重
要
視
す
る
商
か
ら
い
っ

て
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

又
説
話
的
側
面
か
ら
み
て
も
序
章
に
よ
っ
て
既
に
説
話
的
な
位
界

の
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
前
に
確
認
し
た
。
そ
し
て
物
語
中

の
一
つ
一
つ
、
か
充
分
独
立
し
得
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
平
家
興
亡

の
史
実
を
描
く
と
い
う
事
、
が
主
題
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
序

章
の
引
き
出
L
て
い
る
清
盛
が
必
要
で
あ
っ
て
そ
の
構
成
の
巧
み
さ

に
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
様
に
序
章
が
不
可
欠
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
事
か
ら
し
て
も
序
章
は
「
平
家
物
語
」
に
於
て
重
要
な

位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
思
想
的
商
を
重
視
す
る
に
当
り
意
義

あ
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
序
章
の
表
現
に
集
約
せ
ら
れ
る
作
者

主
体
の
広
義
に
於
る
思
想
的
意
義
を
こ
れ
迄
に
受
け
と
ら
れ
て
き
た

よ
り
も
も
っ
と
積
極
的
に
捕
え
直
す
事
が
、
「
平
家
物
語
」
を
理
解

す
る
為
の
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
叉

そ
の
事
を
「
平
家
物
語
」
と
い
う
作
品
自
体
が
逆
に
我
々
に
要
求
し

て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

註
1
p
平
家
物
語
古
典
文
学
大
系
白

註
2
、
平
家
物
語
の
研
究
佐
々
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八
郎
著

註
3
、

平

家

物

語

石

母

国

正

著

註
4
、

平

家

物

語

石

母

田

正

著

註
5
、

註
6
、

岩
波
書
店

早
稲
田
大
学
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版
部

岩
波
新
書

p
u

岩
波
新
書

。
無
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ふ
事
H

平
家
論
μ

。

。

小
林
秀
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著

岩
波
新
書

註
7
、
中
世
文
学
の
達
成
谷
宏
著

註
8
、
平
家
物
語
研
究
（
中
）
佐
々
木
八
郎
蒋

早
稲
田
大
学
出
版
部

p
m
l
p
m

石
母
田
正
著
岩
波
新
書

p
g

三
一
書
房

p 
14 

註
9
、
平
家
物
語

八
代
集
に
’
か
け
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枕
詞
の
呼
称
は
古
く
、
発
語
、
次
語
、
異
名
、
調
詞
、
枕
言
な
ど

が
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
に
も
広
狭
が
あ
っ
た
。
平
安
時
代
の
「
古

今
集
仮
名
序
」
や
源
氏
物
語
な
ど
に
「
枕
詞
」
の
字
が
見
え
て
い
る

が
、
現
在
の
枕
詞
と
は
そ
の
意
義
を
異
に
し
て
い
る
。

枕
詞
が
今
日
の
修
辞
用
語
と
な
っ
た
の
は
、
室
町
時
代
の
頃
で
、

親
一
房
の
「
古
今
集
記
」
に

久
堅
の
あ
め
と
は
惣
じ
て
天
を
久
堅
と
い
ふ
。
久
し
き
堅
き
義
な

り
。
か
ゃ
う
の
詞
は
、
士
口
語
の
残
れ
る
を
今
の
陸
に
枕
詞
と
名
付

け
て
、
あ
な
が
ち
に
は
、
天
を
不
付
し
て
只
空
を
久
堅
と
心
う
る

と
見
え
て
い
る
が
、
「
今
の
世
に
」
と
あ
る
所
か
ら
枕
詞
と
呼
ば
れ


