
霊
能
空
間
の
中
の
連
歌
・
続
（
三
）

い
の
る

法
楽
、
狂
言
、
福

鈴
木

7t 

法
楽室

町
前
期
の
様
々
な
霊
能
に
つ
い
て
、
数
多
く
の
貴
重
な
証
言
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
記
録
『
看
聞
日
記
』
。
そ
の
著
述
者
で
あ
る
伏

見
宮
貞
成
親
王
は
、
ま
た
連
歌
の
愛
好
者
で
も
あ
っ
た
。
日
記
に
は
、

こ
れ
も
数
多
く
の
連
歌
会
の
記
事
が
散
見
す
る
。
そ
れ
ら
連
歌
記
事

の
中
に
、
北
野
天
神
へ
の
奉
納
を
意
味
す
る
、
聖
廟
法
楽
と
し
て
張

行
さ
れ
た
会
が
し
ば
し
ば
目
に
つ
く
。

ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
て
み
る
。

応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
五
月
、
諸
寺
諸
社
で
は
怪
異
の
こ

と
が
続
い
て
い
た
ら
し
い
。
春
日
社
で
は
神
殿
前
に
一
夜
に
し
て
奇

怪
な
深
い
穴
が
あ
い
た
と
い
う
。
日
吉
社
で
は
神
輿
の
轄
に
鳩
が
激

突
し
死
ん
だ
。
石
清
水
八
幡
宮
で
も
何
事
か
が
あ
っ
た
ら
し
い
の
だ

が
、
は
っ
き
り
と
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
不
穏
な
空
気
を
反

映
し
て
か
、
北
野
天
神
も
衆
生
に
代
わ
っ
て
悩
み
を
引
き
受
け
て
お

ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
貴
賎
の
別
な
く
参
詣
し
て
は
和
歌
、
連
歌
等

を
法
楽
と
し
て
捧
げ
た
と
、
貞
成
は
記
録
し
て
い
る
。
彼
自
ら
も
同

月
二
十
五
日
に
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
呼
応
し
て
法
楽
の
連
歌
を
張

行
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
そ
も
そ
も
、
法
楽
と
は
何
か
。

ま
ず
は
辞
書
的
な
意
味
か
ら
確
認
し
て
お
け
ば
、
そ
の
第
一
義
は

仏
の
教
え
に
接
す
る
こ
と
の
喜
び
、
あ
る
い
は
悟
り
の
境
地
に
あ
る

楽
し
み
を
指
す
。
ま
さ
し
く
「
（
仏
）
法
の
楽
し
み
」
。
や
が
て
そ
こ

か
ら
転
じ
、
「
神
仏
の
前
で
演
ず
る
娯
楽
（
向
。
百
5
号
）
で
、
演
劇

2
5
0）

や
踊
り
（

g出
。
）
の
類
」
（
『
日
葡
辞
書
』
。
訳
は
邦
訳
本
に
よ
る
）
を
も

意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
『
狭
衣
物
語
』
へ
の
註
釈
と
し
て
、
戦
国

時
代
に
紹
巴
と
い
う
連
歌
師
に
よ
り
作
ら
れ
た
『
狭
衣
下
組
』
に
は
、

「
法
楽
荘
厳
」
の
語
を
註
し
て
、
「
法
を
も
っ
て
神
仏
を
た
の
し
め
申

也
、
連
豆
町
・
猿
楽
の
能
な
ど
も
法
味
に
比
し
て
也
、
論
義
・
千
部
経

な
ど
は
真
実
之
法
味
也
」
（
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
）
と
解
説
し
て
い
る
。

「
法
を
も
っ
て
神
仏
を
た
の
し
め
申
」
す
と
は
、
ま
さ
に
原
義
を
仏

だ
け
で
な
く
神
に
も
応
用
し
た
説
明
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

続
く
「
連
寄
・
猿
楽
の
能
な
ど
も
法
味
に
比
し
て
也
」
と
は
、
「
真
実
」

の
「
法
味
」
で
あ
る
「
論
議
・
千
部
経
」
に
擬
え
て
連
歌
や
能
を
捧

げ
る
と
の
説
明
で
あ
る
。

説
明
が
前
後
す
る
が
、
「
法
味
」
と
は
、
こ
れ
も
『
日
葡
辞
書
』

が
「
Z
。江口
O

お
百
戸
（
法
の
味
は
い
）
」
と
開
い
て
解
説
し
て
い
る

よ
う
に
、
仏
法
の
妙
味
、
醍
醐
味
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
味
覚

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
解
説
と
な
っ
て
お
り
、
神
仏
が
真
に
喜
ぶ
味

わ
い
は
論
義
（
持
何
回
読
）
や
千
部
経
供
養
（
閥
幹
ぷ
ほ
碍
誌
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一
四
）
に
こ
そ
あ
る
が
、
こ
れ
に
代
替
し
て
連
歌
や
猿
楽
の
能
を
も
っ

て
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

和
歌
が
、
連
歌
が
、
そ
し
て
能
が
、
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る
法
味
と
し
て
、

「
法
楽
」
あ
る
い
は
「
宝
前
」
を
冠
し
て
繰
り
返
し
捧
げ
ら
れ
た
。

福
神
狂
言
〈
大
黒
連
歌
〉

か
よ
う
に
し
て
神
仏
と
の
関
係
を
取
り
結
ん
だ
連
歌
で
は
あ
っ
た

が
、
法
味
と
し
て
神
仏
も
連
歌
を
納
受
す
る
と
い
う
確
信
、
そ
れ
を

室
町
人
の
心
性
と
し
て
ふ
ま
え
て
お
く
と
、
い
く
つ
か
の
福
神
狂
言

に
お
い
て
連
歌
が
有
効
に
使
わ
れ
て
い
る
の
も
理
解
し
や
す
い
。
た

と
え
ば
、
「
大
黒
連
歌
」
の
名
で
知
ら
れ
る
曲
。
あ
ら
す
じ
だ
け
で
素
つ

気
な
い
が
、
曲
の
輪
郭
を
知
る
の
に
は
都
合
が
よ
い
の
で
、
天
正
狂

言
本
「
大
こ
く
」
に
よ
り
見
て
み
よ
う
。

三
人
出
て
ゃ
な
い
ど
の
虚
空
蔵
ヘ
参
る
。
文
大
こ
く
ヘ
参
り

て
通
夜
す
る
。
連
歌
す
る
。

大
黒
の
ふ
く
ろ
の
内
の
宝
か
な

こ
こ
や
か
し
こ
に
俵
お
ほ
さ
よ

ね
ず
み
ど
も
人
の
物
や
論
ず
ら
ん

通
夜
す
る
。
大
黒
あ
ら
わ
れ
出
で
た
ま
ふ
。
連
歌
を
し
ら
べ
る
。

ふ
し
や
ら
／
＼
目
出
た
や
ノ
＼
な
。
大
黒
連
歌
の
お
も
し
ろ
さ

に
、
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
、
万
の
た
か
ら
を
打
出
す
、
槌
を
な

ん
ぢ
に
と
ら
す
る
ぞ
。

「
い
か
に
や
／
＼
聞
き
給
へ
。
我
ら
に
御
福
を
た
ま
わ
る
ま
じ

か」

「
心
の
ま
〉
に
わ
き
出
る
、
ふ
く
ろ
を
な
ん
ぢ
に
と
ら
す
る
ぞ
」

「
こ
〉
な
る
も
の
に
小
袖
を
と
ら
す
る
。
こ
れ
ま
で
な
れ
」

と
て
大
黒
は
、
／
＼
、
本
の
社
ヘ
帰
り
け
れ
。

意
味
の
と
り
や
す
い
よ
う
に
、
本
文
に
適
宜
手
を
加
え
て
あ
る
。

本
文
中
の
「
ゃ
な
い
ど
」
は
現
在
の
福
島
県
の
柳
津
。
虚
空
蔵
菩
薩

信
仰
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
信
仰
は
確
実
に
室
町
期

ま
で
は
湖
る
。
三
人
の
男
た
ち
は
、
虚
空
蔵
に
続
い
て
大
黒
に
参
っ

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
虚
空
蔵
菩
薩
と
と
も
に
大
黒
天
が
杷
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
形
と
福
島
に
跨
る
飯
豊
山
で
は
、
虚
空

蔵
信
仰
と
大
黒
天
信
仰
と
の
結
合
が
見
ら
れ
（
佐
野
賢
治
『
虚
空
蔵
菩

薩
信
仰
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
）
、
天
正
狂
言
本
の
設
定
も
室
町
期
の
信

仰
実
態
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

さ
っ
そ
く
、
男
た
ち
は
大
黒
天
の
前
で
連
歌
を
始
め
る
。
当
然
、

各
人
一
旬
、
す
っ
と
い
う
演
出
と
考
え
て
よ
い
。
一
人
が
「
大
黒
の
ふ

く
ろ
の
内
の
宝
か
な
」
と
詠
む
。
大
黒
に
は
当
然
、
「
袋
」
と
の
連

想
に
な
る
（
『
毛
吹
草
』
『
俳
譜
類
船
集
』
）
。
ま
た
、
大
黒
か
ら
は
「
俵
」

へ
の
連
想
も
働
く
（
『
類
船
集
』
）
。
そ
こ
で
二
人
目
が
、
「
こ
こ
や
か

し
こ
に
俵
多
さ
よ
」
と
付
け
る
。
三
人
目
の
句
は
字
足
ら
ず
な
の
で
、

金
井
清
光
氏
の
註
の
ご
と
く
「
ね
ず
み
ど
も
人
の
物
を
や
論
ず
ら
ん
」

と
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
（
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』
風
間
書
房
）
。
こ
こ
も
「
大

黒
」
か
ら
「
ね
ず
み
」
の
連
想
が
働
い
て
い
る
（
『
毛
吹
草
』
『
類
船
集
』
）
。

古
く
よ
り
鼠
は
大
黒
天
の
使
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
こ
れ

も
金
井
氏
が
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
一
か
ら
「
鼠
ハ
大
黒
天
神
ノ
仕
者
也
」
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と
の
一
文
を
指
摘
し
て
お
り
、
下
つ
て
は
寛
永
二
十
年
刊
の
『
薬
師

通
夜
物
語
』
に
「
鼠
を
頭
に
い
た
ヨ
き
た
る
老
人
」
が
「
大
黒
天
に

使
申
と
き
は
則
ね
ず
み
な
り
」
と
も
語
る
場
面
が
あ
る
。
た
だ
本

来
の
連
歌
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
俳
譜
で
あ
っ
て
も
も
は
や
「
大
黒
」

か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
狂
言
の

中
の
連
歌
の
こ
と
故
、
む
し
ろ
祝
言
性
老
高
め
る
も
の
と
し
て
こ
れ

で
よ
い
だ
ろ
う
。
句
意
に
つ
い
て
は
、
金
井
氏
は
「
ど
れ
が
人
間
の

も
の
か
」
と
論
じ
合
っ
て
い
る
と
取
り
、
田
口
和
夫
氏
は
天
理
本
の

『
狂
言
六
義
』
へ
の
註
と
し
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
鼠
、
ど
も
が
人
の

奉
納
物
の
分
量
を
あ
れ
こ
れ
と
論
じ
合
っ
て
い
る
ら
し
い
」
（
『
天
理

本
狂
言
六
義
（
上
巻
）
』
三
弥
井
書
店
）
と
の
解
釈
を
示
す
が
、
こ
こ
は

私
解
を
ひ
と
つ
示
し
て
み
よ
う
。

俵
の
中
身
は
そ
も
そ
も
「
人
の
も
の
」
、
そ
れ
を
鼠
め
ら
、
我

が
も
の
顔
に
勝
手
に
争
い
合
っ
て
お
る
よ
う
だ
が
。

と
い
う
と
こ
ろ
で
い
か
が
か
。

さ
て
、
こ
こ
で
「
大
黒
、
現
れ
出
で
給
ふ
」
と
の
展
開
と
な
る
。

即
ち
、
連
歌
を
愛
で
た
大
黒
天
の
影
向
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
文
中

の
「
連
歌
を
調
べ
る
」
が
判
り
に
く
い
が
、
和
泉
流
の
台
本
で
あ
る

天
理
本
『
狂
言
六
義
』
で
は
、
三
句
出
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
各
句
を
改

め
て
吟
じ
、
大
黒
の
登
場
と
な
る
。
大
黒
は
、
福
を
授
け
よ
う
と
て

現
れ
た
と
言
い
、
「
そ
れ
に
つ
い
て
、
た
ヨ
今
そ
ち
衆
が
、
な
に
や

ら
物
を
ぎ
ん
じ
た
は
な
に
事
、
ぞ
」
と
聞
い
、
再
度
、
三
人
が
吟
ず
る

と
い
う
演
出
。
も
と
も
と
、
「
大
黒
連
歌
の
面
白
さ
に
、
姿
を
現
し
」

た
の
で
あ
る
か
ら
、
橋
本
朝
生
氏
が
論
ず
る
よ
う
に
、
改
め
て
問
い

質
す
の
は
も
た
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
（
「
福
神
狂
言
の

形
成
と
展
開
」
、
同
氏
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
み
づ
き
書
房
）
。
橋
本
氏
の

説
く
よ
う
に
、
「
連
歌
が
福
神
を
招
来
す
る
」
と
い
う
心
意
が
「
連

歌
系
福
神
狂
言
」
の
原
初
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
怯
大
黒
が

自
ら
句
を
吟
じ
つ
つ
影
向
す
る
と
こ
ろ
と
見
た
い
。
楽
器
毛
奏
で
る

こ
と
を
「
調
べ
」
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
に
擬
え
た
用
法
だ
？
？
っ
か
。

た
だ
し
、
他
に
用
例
を
見
な
い
使
い
方
で
あ
る
。

後
は
め
で
た
く
、
三
人
そ
れ
ぞ
れ
大
黒
か
ら
福
を
授
け
ら
れ
て
終

わ
る
。

〈
毘
沙
門
連
歌
〉

連
歌
と
福
神
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
れ
ば
、
〈
毘
沙
宵
連
歌
〉

も
同
様
の
狂
言
。
鞍
馬
参
詣
の
男
二
人
が
、
毘
沙
門
天
の
前
で
通
夜

を
す
る
。
男
の
一
人
が
「
福
あ
り
の
実
（
梨
）
」
を
授
か
る
。
二
も
う
一

人
が
そ
れ
に
気
づ
き
、
自
分
に
も
分
け
よ
、
い
や
や
ら
ぬ
の
口
論
に

な
る
。

「
さ
あ
ら
ば
、
某
が
い
ふ
や
う
に
め
さ
れ
た
ら
ば
や
ら
ふ
」

「
そ
れ
は
何
と
し
た
事
ぞ
」

「
た
ゾ
や
る
所
で
も
な
ひ
ほ
ど
に
、
い
ひ
ず
て
を
し
て
、
そ
れ

に
そ
な
た
の
お
つ
き
や
っ
た
ら
ば
や
ら
ふ
」

「
そ
れ
こ
そ
や
す
ひ
事
な
れ
、
随
分
つ
け
て
み
ま
せ
う
」

「
び
し
や
も
ん
の
ふ
く
あ
り
の
み
と
聞
か
ら
に
」

「
く
ら
ま
ぎ
れ
に
て
む
か
で
く
ひ
け
り
」
（
虎
明
本
）
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幾
つ
か
説
明
か
」
補
お
う
。
先
に
も
出
た
が
通
夜
と
は
、
大
塚
光
信

氏
が
古
辞
書

『伊
京
集
』
を
も
っ
て
示
す
よ
う
に
、
「
仏
神
前

一
宿
也
」

即
ち
神
仏
の
前
で

一
宿
す
る
こ
と
で
あ
る
（
『儲
能
狂
言
集

翻
刻
註

解
』
清
文
堂
）
。
神
意
を
受
け
取
る
た
め
に
、
人
々
は
し
ば
し
ば
通
夜

を
し
た
。
そ
し
て
め
で
た
く
、
一
人
が
毘
沙
門
か
ら
梨
の
実
を
授
か

る
乙
と
に
な
る
の
だ
が
、
梨
は
普
通
に
「
な
し
」
と
も
呼
ぶ

（
「
蛇
」
『
易

林
本
節
用
集
』
等
）
が
「
無
し
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
反
転
さ
せ

て
「
あ
り
の
実
」
と
も
呼
ぶ
。
狂
言
で
は
め
で
た
さ
を
強
調
し
て
、「福

あ
り
の
実
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
口
論
の
結
果
、
「
い
ひ
ず
て
」

即
ち
言
ひ
捨
て
の
連
歌
（
開
花
江
川
能
川
町
綜
）
で
、
う
ま
く
句
を
付

け
る
乙
と
が
で
き
た
ら
分
け
て
や
ろ
う
と
の
話
に
な
っ
た
。

、、

ま
ず
前
句
は
、
「
毘
沙
門
の
福
が
あ
る
と
い
う
、
そ
ん
な
あ
り
の

実
と
聞
い
た
途
端
に
」
と
の
意
。
付
句
は
、
「
暗
闇
ま
ぎ
れ
に
、
娯

松
の
奴
が
皮
も
剥
か
ず
に
喰
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
応
じ
た
。
「
く
ら

ま
ぎ
れ
」
は
、
当
然
、
「
鞍
馬
」
を
掛
け
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
が
、
今
日
で
は
馴
染
み
の
な
い
言
い
回
し
故
、
こ
と
さ
ら
作
っ

た
表
現
か
と
疑
い
た
く
も
な
ろ
う
。
だ
が
、

『
日
葡
辞
書
』
に
も

「
門
耳
目
g
∞5
5・
r
n己
5
5
a
E
B日
・
（
く
ら
ま
ぎ
れ
、
ま
た
は
、
く

ら
ま
ぎ
れ
に
）
」
と
登
載
さ
れ
て
い
る
語
。
ま
た
「
む
か
で
」
は
古

く
よ
り
毘
沙
門
天
の
使
者
と
さ
れ
、
福
を
も
た
ら
す
と
み
な
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
金
井
清
光
氏
の
論
考
に
、
様
々
な
例
を

挙
げ
て
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
（
「
福
神
狂
言
の
形
成
」
『
能
と
狂
言
』
明

治
書
院
）。

中
で
も

『古
今
著
聞
集
』
巻
十
八
「
石
泉
法
印
耐
性
篠
の

版本『絵入続狂言記』所収〈連歌毘沙門〉より。
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歌
を
詠
む
事
」
の
例
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
鞍
馬
寺
の
別
当
で

、、

あ
っ
た
祐
性
か
ら
す
ず
を
も
ら
っ
た
人
が
、
あ
る
人
に
こ
れ
を
贈
る

、、

の
に
、
次
の
歌
を
添
え
た
と
い
う
話
。
「
す
ず
」
と
は
細
い
笥
。
鎌

倉
時
代
の
『
名
語
記
』
（
巻
六
）
に
も
、
「
ス
ぐ
ハ
小
努
ト
カ
ケ
リ
、
コ

ダ
カ
ム
ナ
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

此
す
ゾ
は
く
ら
ま
の
ふ
く
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
さ
れ
ば
と
て
又
制

か
で
め
す
な
よ

「
す
ず
」
を
「
鞍
馬
の
福
」
と
讃
え
つ
つ
、
「
螺
松
」
に
「
剥
か
で
」

を
掛
け
「
剥
か
ず
に
喰
う
な
よ
」
と
酒
落
た
歌
。
既
に
鎌
倉
時
代
に
は
、

鞍
馬
↓
蝦
松
↓
福
と
い
う
連
想
が
定
着
し
て
い
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。
「
鞍
馬
」
と
「
螺
抵
の
福
」
は
俳
譜
の
付
合
と
な
っ
て
い
く
が
（
『
類

船
集
』
）
、
連
想
の
根
は
深
い
よ
う
だ
。
し
て
み
る
と
、
「
蝦
松
・
剥
か

で
」
と
い
う
地
口
的
な
表
現
も
、
鞍
馬
の
信
仰
と
と
も
に
広
く
流
布

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
先
例
の
あ
る
こ
と
が
付
句
の
価
値
を
皮
め
る
わ
け
で
は
な

い
。
神
は
素
朴
な
秀
句
を
こ
そ
愛
す
る
。
「
い
ざ
さ
ら
ば
吟
じ
て
み
う
」

と
二
人
同
音
に
再
び
匂
を
吟
ず
る
こ
と
で
、
過
た
ず
毘
沙
門
の
来
臨

を
得
た
だ
け
で
な
く
、
最
後
は
「
毘
沙
門
連
歌
の
お
も
し
ろ
さ
に
、

悪
魔
降
伏
う
ち
は
ら
ふ
、
鉾
を
汝
に
と
ら
せ
け
り
」
と
更
な
る
福
を

手
に
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
終
わ
る
。

と
こ
ろ
が
、
や
は
り
こ
の
〈
毘
沙
門
連
歌
〉
で
も
、
天
理
本
『
狂

言
六
義
』
で
は
演
出
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
連
歌
の
後
に
毘
沙
門
天

登
場
と
な
る
の
は
虎
明
本
と
同
じ
だ
が
、
「
そ
ち
衆
が
年
月
そ
れ
が

し
を
た
の
む
に
よ
っ
て
、
ふ
く
を
あ
た
へ
た
、
両
人
が
中
に
ろ
ん
ず

る
ほ
ど
に
、
そ
の
ろ
ん
を
し
づ
め
ん
た
め
、
是
ま
で
来
り
た
る
」
と
、

毘
沙
門
は
論
争
の
仲
裁
が
目
的
で
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
仲
裁
が
済
む
と
思
い
出
し
た
よ
う
に
、
「
拐
、
只
今
両
人

が
吟
じ
た
は
な
に
ぞ
」
と
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
連
歌
の
話
題
に
ふ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
連
歌
の
法
楽
と
し
て
の
力
も
減
じ
た

か
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

お
伽
草
子
『
大
黒
舞
』

と
こ
ろ
で
、
橋
本
氏
が
論
ず
る
よ
う
に
、
神
の
影
向
を
も
た
ら
す

こ
と
は
必
ず
し
も
連
歌
に
特
有
の
属
性
で
は
な
い
。
和
歌
に
よ
り
神

の
影
向
が
導
か
れ
る
能
の
設
定
を
例
に
挙
げ
、
能
に
は
和
歌
、
狂
言

に
は
連
歌
と
い
う
対
照
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
氏
は
読
み
解
い

て
お
ら
れ
る
が
、
な
る
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
区
別
の
意
識
が
あ
っ
た
可

能
性
は
高
い
。
そ
こ
に
は
作
劇
法
の
違
い
と
い
う
要
因
も
あ
ろ
う
が
、

俳
譜
連
歌
の
も
た
ら
す
笑
い
と
狂
言
と
の
相
性
の
よ
さ
が
作
用
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

和
歌
も
連
歌
も
、
と
も
に
法
楽
と
し
て
神
仏
の
納
受
が
約
束
さ
れ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
こ
と
の
ほ
か
連
歌
は
福
神
と
強
く

結
び
つ
い
て
い
た
の
も
、
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
お
伽

草
子
『
大
黒
舞
』
。
親
孝
行
の
大
悦
の
助
が
、
清
水
寺
へ
の
参
詣
を

契
機
と
し
て
次
々
と
福
を
得
て
福
徳
人
と
な
り
、
年
の
改
ま
っ
た
と

こ
ろ
で
早
朝
に
大
黒
天
の
来
訪
を
う
け
る
。
続
い
て
恵
比
寿
も
ま
た

来
訪
と
、
ま
こ
と
に
め
で
た
尽
く
し
の
祝
言
物
で
あ
る
。
や
が
て
酒
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こも宴
う進と
。みな

、り

費恵
弘比
F日寿
でごの

主舞
慢大
手号
ど舞

果
て
は
乱
舞
と
な
っ
て
酒

こ
こ
か
ら
は
、
本
文
に
つ

大
黒
〉
に
「
ゑ
び
す
は
釣
を
た
れ
ん
と
て
、
：
・
め
で
た
い
を
つ
り

あ
げ
た
る
」
と
あ
る
ほ
か
、
貞
門
の
俳
譜
撰
集
『
犬
子
集
』
巻
了

春
上
に
も
、
「
め
で
た
い
を
今
朝
も
て
来
る
や
若
ゑ
び
す
」
と
の

重
頼
の
句
を
収
め
て
い
る
。
新
大
系
脚
註
は
「
冒
頭
の
「
つ
る
」

は
「
釣
る
」
と
「
鶴
」
を
か
け
て
い
る
か
」
（
徳
田
和
夫
氏
）
と

す
る
が
、
あ
り
そ
う
な
気
は
す
る
も
の
の
、
表
現
と
し
て
は
や
や

大
黒
の
仰
せ
に
は
、
「
こ
と
さ
ら
今
日
は
正
月
二
日
に
て
、
吉

日
な
れ
ば
、
誹
譜
あ
る
べ
し
。
大
悦
の
助
、
執
筆
し
給
ヘ
」
と

て
、
ま
ず
恵
比
寿
殿
の
発
句
に
、

つ
る
魚
も
め
で
た
い
春
の
さ
か
な
か
な

大
悦
の
助
、

心
の
ま
〉
に
か
す
み
汲
む
袖

大
黒
天
、い

ね
積
み
て
の
ど
か
に
遊
ぶ
友
な
ら
ん

と
、
第
三
ま
で
し
給
ひ
け
る
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
室
町
物
語
集
下
』
）

こ
こ
で
は
、
大
黒
の
提
案
で
俳
譜
の
連
歌
と
な
り
、
大
悦
も
ま
じ

え
つ
つ
福
神
自
ら
句
を
詠
む
の
で
あ
る
。
即
ち
福
神
は
、
連
歌
を
納

受
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
連
歌
を
楽
し
む
、
ま
さ
に
法
楽
。

苦
し
い
か
。

脇
は
大
悦
の
助
。
酒
宴
の
席
を
ふ
ま
え
、
「
め
で
た
い
鯛
を
肴
に
、

思
う
存
分
に
酒
を
汲
む
わ
が
袖
で
す
」
と
詠
む
。
「
か
す
み
」
で

春
の
季
と
し
つ
つ
、
酒
の
異
名
と
か
け
て
い
る
。
霞
は
、
古
く
は

温
め
た
酒
か
ら
立
ち
上
る
湯
気
を
こ
の
よ
う
に
称
し
た
よ
う
で
、

『
日
葡
辞
書
』
に
も
「
∞

zsongs何回
E
2・
（
酒
の
霞
が
立
つ
）
」

と
の
例
文
を
掲
げ
て
い
る
が
、
後
に
は
酒
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う

に
な
る
。
喜
多
村
信
節
『
筒
庭
雑
録
』
巻
中
に
は
「
酒
を
霞
と
い
ふ
」

と
の
一
項
を
立
て
、
「
む
か
し
酒
を
霞
と
い
ふ
こ
と
、
俳
語
な
ど

に
常
の
ご
と
し
。
貞
徳
が
御
傘
に
も
霞
汲
と
出
た
り
」
と
記
し
て

い
る
。
粛
藤
徳
元
撰
の
『
塵
塚
誹
譜
集
』
（
寛
永
十
年
写
、
早
稲

田
大
学
蔵
）
に
も
、
「
熱
海
千
句
之
抜
書
」
の
う
ち
謡
曲
の
曲
名

を
詠
み
込
む
第
二
謡
俳
譜
か
ら
、

高
砂
は
ま
づ
春
の
し
う
げ
ん

か
す
み
汲
う
ね
め
の
土
器
と
り
出
て

と
の
、
脇
・
第
三
を
書
き
抜
い
て
い
る
。
前
句
「
祝
言
」
の
席
に
、

カ
ハ
ラ
ケ

「
か
は
ら
け
（
易
林
本
節
用
集
等
「
土
器
」
）
と
り
出
て
」
と
付
け

発
句
は
、
ま
ず
恵
比
寿
。
「
わ
が
釣
る
魚
も
、
ま
こ
と
め
で

た
い
春
の
さ
か
な
で
あ
る
よ
」
と
は
、
恵
比
寿
の
抱
え
る
鯛
を
念

頭
に
し
て
の
句
。
恵
比
須
に
鯛
は
付
合
（
『
毛
吹
草
』
『
俳
譜
類
船

集
』
）
。
引
用
箇
所
の
前
で
も
、
恵
比
寿
は
「
鯛
を
は
っ
た
と
う
ち

上
げ
て
」
舞
を
舞
っ
て
い
る
。
今
日
で
も
「
め
で
た
い
」
に
「
鯛
」

を
掛
け
る
の
は
な
じ
み
深
い
地
口
だ
が
、
天
理
本
『
狂
言
六
義
』
〈
夷
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て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
か
す
み
汲
」
む
と
は
酒
の
こ
と
と
見
て
誤

る
ま
い
。
大
悦
の
助
の
句
も
、
同
時
代
的
な
俳
譜
連
歌
の
傾
向
と

軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
よ
さ
そ
う
だ
。

だ
が
、
実
は
「
か
す
み
く
む
」
と
の
表
現
は
、
既
に
鎌
倉
時
代
、

源
光
行
『
百
詠
和
歌
』
巻
三
・
芳
草
部
「
藤
」
に
、
「
州
制
刻
引

む
春
の
た
も
と
の
に
ほ
ふ
ま
で
色
こ
き
藤
の
は
な
の
さ
か
づ
き
」

と
使
用
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
も
俳
譜
作
法
書
な
が
ら
考
証
的

性
格
の
強
い
江
戸
中
期
の
其
諺
『
滑
稽
雑
談
』
に
は
、
『
抱
朴
子
』

や
『
書
言
故
事
』
を
上
げ
天
仙
の
酒
た
る
「
流
露
」
の
語
に
言
及

し
て
お
り
（
巻
一
・
正
月
の
部
「
震
」
）
、
こ
の
よ
う
な
中
国
の
表

現
の
流
れ
を
承
け
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
孤
立
的
で
は
あ
る
も

の
の
光
行
の
歌
も
納
得
さ
れ
る
。
彼
が
、
直
接
に
は
何
に
拠
っ
て

こ
の
表
現
を
思
い
つ
い
た
の
か
は
判
ら
な
い
が
、
唐
の
孟
浩
然
に

「
与
王
昌
齢
宴
黄
十
」
と
の
詩
、
か
あ
り
、
「
酌
霞
復
対
此
」
と
の
表

現
が
見
ら
れ
る
（
四
部
叢
刊
初
編
『
孟
浩
然
集
』
巻
一
）
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
唐
詩
か
ら
の
摂
取
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
江
戸
初
期

俳
詣
で
復
活
す
る
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
一
条
兼
良
『
連

珠
合
壁
集
』
に
も
「
酒
ト
ア
ラ
パ
、
：
・
な
が
る
〉
霞
」
の
寄
合
を

示
す
。
こ
の
時
期
よ
く
用
い
ら
れ
た
中
国
の
韻
類
書
の
一
つ
『
韻

府
群
玉
』
も
、
「
流
霞
」
の
語
を
載
せ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え

て
お
く
。

第
三
は
大
黒
の
句
。
「
の
ど
か
」
で
春
。
春
は
三
句
以
上
の
原

則
か
ら
は
、
こ
れ
で
当
然
な
の
だ
が
、
句
意
は
、
ど
う
も
は
っ
き

り
し
な
い
。
通
常
、
「
稲
積
み
」
は
秋
の
景
。
飛
鳥
井
雅
親
『
亜

棟
集
』
に
、
「
秋
午
」
題
で
、
「
か
つ
ま
田
に
み
え
つ
る
う
し
の
此

比
は
い
ね
つ
み
車
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き
」
と
詠
む
が
ご
と
し
で
あ
る
。

「
稲
積
み
」
に
俵
の
意
を
と
め
た
と
す
る
新
大
系
脚
註
も
、
傍
証

が
欲
し
い
と
こ
ろ
。
実
は
、
文
明
十
八
年
の
『
和
漢
狂
句
』
第

八
十

（積か四
沢レムし句
井稲ヲがに

型大ま負
弓黒ノ L
空辺三
崎三
三五 下笠

宮 品
古~
俳り

譜警
主主
目室

町
の
「
知
」
の
行
方
』

三
弥
井
書
店
）

と
い
う
よ
う
に
「
稲
を
積
む
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
俵
で
あ
ろ
う
か
。
ご
教
示
を
乞
う
。

『
大
黒
舞
』
は
そ
の
成
立
が
江
戸
時
代
ま
で
下
る
可
能
性
の
高
い

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
狂
言
〈
大
黒
連
歌
〉
の
影
響
下
に
作

ら
れ
た
草
子
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
狂

言
を
ふ
ま
え
て
福
神
た
ち
が
連
歌
を
詠
み
か
わ
す
展
開
が
作
ら
れ
た

と
も
見
な
し
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
々
は
自
ら
も
句
を
詠
み
た

も
う
と
は
、
ま
さ
し
く
室
町
人
の
心
性
に
適
う
考
え
で
あ
っ
た
。
室

町
の
時
代
的
心
意
を
論
じ
て
名
高
い
岡
見
正
雄
「
室
町
ご
こ
ろ
」
（
『
室

町
文
学
の
世
界
面
白
の
花
の
都
や
』
岩
波
書
店
）
に
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
当
時
の
記
録
に
は
し
ば
し
ば
夢
想
の
神
句
を
得
た
記
事
が
出
て

く
る
。
は
じ
め
に
紹
介
し
た
『
看
間
日
記
』
に
も
、
興
福
寺
の
衆
徒
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が
春
日
社
に
七
ケ
日
の
参
寵
を
行
い
、
最
後
の
夜
に
霊
夢
中
佐
得
て

神
々
か
ら
の
神
句
を
授
け
ら
れ
た
と
の
記
事
が
あ
る
。

春
の
花
ひ
か
る
三
枝
の
祭
り
か
な
春
日
大
明
神

さ

く

ら

を

か

ざ

す

神

楽

舞

し

て

八

幡

か
け
て
い
の
る
残
の
雪
の
ゆ
ふ
だ
す
き
北
野

＝
一
神
の
そ
ろ
い
踏
み
と
は
、
ま
こ
と
に
豪
華
。
南
都
の
衆
徒
が
こ

の
一
件
を
世
に
ふ
れ
ま
わ
り
、
万
人
が
こ
れ
に
続
け
て
法
楽
の
一
座

を
聞
い
た
と
い
う
。
日
記
に
は
続
け
て
、
伏
見
宮
邸
で
も
「
法
楽
祈

祷
せ
し
む
る
の
問
、
上
下
一
献
、
張
行
の
子
細
有
り
」
（
原
漢
文
）
と

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
時
代
の
不
安
感
の
反
映
で
も
あ
る
の
だ

ろ
う
が
、
「
遊
び
で
あ
る
連
歌
の
座
に
も
し
ば
し
ば
神
仏
が
影
臨
し
、

の
ぞ
き
込
ん
で
い
る
」
（
「
室
町
ご
こ
ろ
」
）
と
い
う
信
頼
感
と
表
裏
一

体
で
あ
っ
た
ろ
う
。
神
仏
と
人
と
の
対
話
・
交
流
の
契
機
と
し
て
、
「
夢

想
」
は
重
要
な
役
割
を
担
う
。
「
室
町
ご
こ
ろ
」
に
は
、
こ
れ
も
夢

想
に
よ
る
啓
示
か
ら
行
わ
れ
る
夢
想
連
歌
の
例
が
、
豊
富
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
の
で
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。

孟
夏
（
四
月
）
の
祭
と
記
し
て
お
り
、
春
日
大
明
神
の
春
の
句
に

は
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
群
書
類
従
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
と
は
別
に
「
率
川
祭
」
が
一
一
月
、
十
一
月
の
上
酉
日
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
岡
田
荘
司
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
記
』

（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
が
記
す
よ
う
に
、
『
令
義
解
』
『
令
集
解
』

と
も
、
「
三
枝
祭
」
に
つ
い
て
、
「
謂
、
率
川
社
祭
也
。
以
一
二
三
枝

花
一
飾
一
一
酒
樽
一
祭
、
故
臼
二
三
枝
一
也
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
ど
う
や
ら
こ
の
「
率
川
祭
」
と
の
聞
に
混
同
が
起
き
て
い
た

ら
し
い
。
本
来
、
率
川
祭
は
、
藤
原
南
家
の
是
公
建
立
に
な
る
社

で
の
神
事
で
、
群
書
類
従
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
「
文
其
社
南

有
レ
社
、
号
二
三
枝
明
神
一
、
即
大
神
御
子
神
云
々
、
件
両
社
在
二

村
一
、
相
去
不
レ
幾
」
と
註
す
る
ご
と
く
、
同
じ
村
内
に
三
枝
明
神

在
記
る
社
が
別
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
是
公
の
建
て
た
の
は
、
『
延

喜
式
』
巻
九
に
「
率
川
坐
大
神
御
子
神
社
三
座
」
に
並
ん
で
記
さ

れ
る
、
「
率
川
阿
波
神
社
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
岡
田
氏
の

見
解
で
あ
る
。

大
外
記
中
原
氏
に
よ
る
数
種
の
年
中
行
事
書
で
は
、
い
ず
れ
も

三
枝
祭
は
四
月
に
載
せ
、
二
条
良
基
主
催
の
年
中
行
事
歌
合
で
も

四
月
の
も
の
と
し
て
「
三
枝
祭
」
を
題
に
取
り
上
げ
る
け
れ
ど
も
、

「
師
光
年
中
行
事
』
は
二
月
の
「
率
川
祭
事
」
に
、
割
注
で
「
或

＝
一
枝
祭
云
々
、
如
神
祇
者
、
四
月
祭
之
」
と
記
し
て
お
り
、
あ
る

時
期
か
ら
区
別
が
暖
昧
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
様
子
が
窺
わ
れ

夢
想
の
神
句
な
の
で
、
あ
ま
り
細
部
の
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て
も

意
味
は
な
い
が
、
一
点
だ
け
註
在
付
し
て
お
き
た
い
の
は
、
三
枝

の
祭
の
こ
と
。
現
在
で
は
大
和
大
神
神
社
の
摂
社
で
あ
る
率
川
神

社
の
祭
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
古
く
『
養
老
令
』
神
祇
令
に
そ

の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
『
延
喜
式
』
に
も
「
率
川
坐
大
神
御

子
神
社
」
で
の
斎
行
と
し
て
載
せ
る
が
、
『
養
老
令
』
は
こ
れ
を

-8-



る
。
四
月
の
祭
が
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

右
の
よ
う
な
註
は
後
の
追
記
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
つ

の
時
点
で
の
認
識
か
確
定
し
が
た
い
難
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
伏
見

宮
貞
成
と
同
時
代
の
碩
学
、
一
条
兼
良
の
『
公
事
根
源
』
に
あ
た
っ

て
み
る
と
、
「
此
三
枝
祭
は
率
川
祭
を
い
ふ
よ
し
、
神
祇
令
に
載

た
り
、
・
：
此
祭
、
も
し
二
月
の
率
川
祭
と
お
な
じ
か
る
べ
き
か
」

と
あ
り
、
や
は
り
困
惑
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
困
惑
は
常

に
神
祇
令
を
参
照
す
る
考
証
癖
の
産
物
で
あ
り
、
既
に
興
福
寺
の

衆
徒
で
す
ら
両
者
の
区
別
を
失
っ
て
い
た
こ
と
を
、
先
の
句
は
表

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

祈
りと

こ
ろ
で
、
『
看
聞
日
記
』
の
記
事
か
ら
、
も
う
一
つ
読
み
取
っ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る
法
楽
は
同
時
に

祈
り
（
祈
祷
）
の
た
め
の
行
為
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
所
掲
の

三
神
の
発
句
に
も
、
「
祭
り
」
「
神
楽
舞
」
そ
し
て
「
祈
る
」
と
続
く

よ
う
に
、
祝
祭
と
法
楽
の
霊
能
と
祈
り
は
一
体
な
の
で
あ
る
。
岡
見

氏
の
指
摘
の
中
に
は
、
『
新
撰
犬
筑
波
集
』
所
収
の
次
の
句
も
あ
っ
た
。

福
を
持
ち
連
歌
を
も
又
す
べ
き
な
り

祈
れ
や
祈
れ
弁
財
天
神

「
福
」
「
連
歌
」
「
祈
り
」
「
神
」
、
す
べ
て
の
要
素
が
揃
っ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
こ
れ
こ
そ
、
紛
う
方
な
き
連
歌
の
一
面
で
あ
る
。

鈴
木
栄
三
氏
校
注
の
角
川
文
庫
版
『
犬
つ
く
ば
集
』
に
よ
り
解
釈

を
示
せ
ば
、
前
句
は
「
暮
し
ぶ
り
も
ゆ
た
か
で
、
連
歌
な
ど
を
楽
し

む
身
が
望
ま
し
い
」
と
の
意
。
続
く
付
句
に
つ
い
て
は
、
「
連
歌
を

す
る
な
ら
、
連
歌
の
神
た
る
弁
天
さ
ま
を
よ
く
祈
れ
。
前
句
の
福
を

持
ち
に
対
し
七
福
神
の
一
た
る
弁
才
天
を
も
っ
て
応
じ
た
」
と
註
す

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
お
か
し
い
。
前
句
の
「
福
を
持
ち
」
に
対
し
、

「
福
神
」
た
る
「
弁
才
天
を
も
っ
て
応
じ
た
」
と
は
よ
く
解
る
。
だ
が
、

「
連
歌
を
す
る
な
ら
、
連
歌
の
神
た
る
」
に
続
く
べ
き
は
、
「
弁
天
」

で
は
な
い
は
ず
だ
。
こ
れ
は
誤
植
で
は
な
い
か
と
、
私
な
ど
は
疑
っ

た
が
、
昭
和
四
十
年
の
初
版
、
翌
年
の
再
販
い
ず
れ
も
引
用
の
と
お

h
リ。

福
井
久
蔵
氏
『
犬
筑
波
集
研
究
と
諸
本
』
（
国
書
刊
行
会
復
刻
）
に
よ

る
と
、
「
排
才
天
は
七
福
神
の
一
つ
で
あ
る
の
で
附
け
、
や
が
て
天

神
と
い
ひ
下
し
て
、
連
歌
の
神
と
し
て
上
句
に
応
じ
た
」
と
い
う
が
、

ど
う
も
理
解
の
仕
方
が
釈
然
と
し
な
い
。
「
や
が
て
天
神
と
い
ひ
下

し
て
」
と
い
う
部
分
が
、
弁
才
天
と
天
神
と
の
関
係
を
ど
う
把
握
し

て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
だ
。
こ
こ
は
「
弁
才
天
」
と

い
う
一
「
神
」
で
は
な
く
、
「
弁
才
」
と
「
（
天
満
）
天
神
」
と
い
う

二
神
で
あ
り
、
「
福
」
を
「
弁
才
」
に
祈
り
、
「
連
歌
」
を
法
楽
と
し

な
が
ら
「
天
神
」
に
祈
る
、
と
解
す
る
の
が
よ
い
。
「
祈
れ
や
祈
れ
」
も
、

こ
う
読
む
こ
と
で
単
な
る
強
調
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
各
々
の
神

に
祈
る
べ
き
と
の
含
意
も
生
じ
る
。

今
さ
ら
で
は
あ
る
が
、
室
町
人
の
「
こ
こ
ろ
」
に
添
お
う
と
す
る

な
ら
ば
、
「
福
」
と
い
う
何
気
な
い
一
語
に
も
油
断
は
な
ら
な
い
。
「
福
」
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と
は
、
「
神
や
仏
に
対
し
て
乞
い
求
め
る
繁
栄
（
官
。
毛
色
骨
骨
）
と

財
宝
（
同
5
5
N
m）
」
と
の
説
明
は
、
度
々
お
世
話
に
な
る
『
日
葡
辞
書
』

の
も
の
。

余
り
に
即
物
的
な
願
望
で
は
あ
る
が
、
笑
う
な
か
れ
。
神
や
仏
に

祈
る
か
ど
う
か
は
と
も
あ
れ
、
繁
栄
と
財
へ
の
欲
望
の
強
さ
に
お
い

て
、
現
代
人
に
及
、
ぶ
も
の
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
福
は
神

仏
に
よ
り
叶
え
ら
れ
る
も
の
、
と
い
う
彼
ら
の
認
識
の
前
提
に
、
手

の
届
き
そ
う
で
届
か
な
い
は
が
ゆ
さ
、
惨
さ
、
そ
し
て
あ
る
種
の
長

関
さ
す
ら
感
じ
う
る
。
少
な
く
と
も
、
福
を
得
ら
れ
ぬ
の
は
個
人
の

努
力
が
足
り
な
い
が
故
と
、
過
酷
な
努
力
を
倫
理
と
し
て
要
求
す
る

社
会
、
可
能
性
の
名
の
下
に
有
る
か
無
し
か
の
取
り
分
の
争
奪
を
、

公
平
な
る
競
争
と
し
て
強
い
る
社
会
な
ん
ぞ
に
は
な
い
長
閑
さ
で
あ

る
と
思
う
。

ざ
れ
ば
こ
そ
、
福
を
授
け
る
神
が
求
め
ら
れ
る
。
福
を
授
け
て
く

れ
る
有
り
難
い
神
が
い
れ
ば
こ
そ
、
神
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
神
前

に
雲
を
演
じ
、
連
歌
も
手
向
け
ず
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
、
室
町
人
の

祈
り
は
、
福
徳
を
求
め
る
こ
と
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
別
の
形
で
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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