
9　中世思想としての「心澄む」
　

一　
「
心
澄
む
」
思
想
の
発
生
─
「
心
澄
む
」
と
仏
道

　

先
に
私
は
「
心
澄
む
舞
」
と
い
う
短
い
文
章
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
が（

（
（

、
こ
れ
が
短
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
改
め

て
中
世
思
想
史
の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
心
澄
む
」「
心
澄
ま
す
」
は
中
世
の
文
学
に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の
魁
と
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
見
え
る
僧
正

遍
昭
の
歌
「
蓮
葉
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
な
に
か
は
露
を
玉
と
あ
ざ
む
く
」
を
考
え
る
。
こ
の
一
首
は
蓮
の
葉
が
そ
こ
に
宿
る
露
を

玉
と
見
せ
る
と
い
う
小
さ
く
透
明
で
繊
細
な
美
の
世
界
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
蓮
に
は
浄
土
の
仏
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
泥
池
に
生
え

る
蓮
な
が
ら
、
そ
れ
に
座
す
仏
に
濁
り
の
心
の
な
い
こ
と
を
も
暗
に
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

仏
道
に
心
澄
ま
す
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
に
い
く
例
か
見
え
て
い
る
。
帚
木
巻
に
あ
る
雨
夜
の
品
定
め
の
中
で
、
左
馬
の
頭
の
論
に
、

　
「
心
深
し
や
」
な
ど
ほ
め
た
て
ら
れ
て
、
あ
は
れ
進
み
ぬ
れ
ば
や
が
て
尼
に
な
り
ぬ
か
し
。
思
ひ
立
つ
ほ
ど
は
い
と
心
澄
め
る
や

う
に
て
、
世
に
か
へ
り
見
す
べ
く
も
思
へ
ら
ず（

（
（

、

と
あ
る
の
は
、
女
性
が
気
持
ち
が
高
ぶ
っ
て
出
家
し
、
尼
と
な
っ
た
当
座
は
た
い
へ
ん
悟
っ
た
よ
う
な
心
境
に
な
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の

で
、
仏
道
に
入
る
こ
と
は
、
雑
念
を
払
う
こ
と
が
で
き
て
、
心
澄
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
鈴
虫
巻
に
は
、
女
三
宮
が
出
家
し
、「
へ
だ
て
な

く
は
ち
す
の
宿
を
契
り
て
も
君
が
心
や
す
ま
じ
と
す
ら
む
」
と
歌
を
詠
む
。
こ
れ
は
源
氏
の
「
は
ち
す
葉
を
お
な
じ
台
と
契
り
お
き
て
露

の
わ
か
る
る
今
日
ぞ
悲
し
き
」
と
詠
ん
だ
歌
に
応
じ
た
も
の
で
、
あ
な
た
が
来
世
に
蓮
葉
に
二
人
で
座
す
こ
と
を
約
束
し
た
と
し
て
も
、

中
世
思
想
と
し
て
の
「
心
澄
む
」

石
　
黒
　
吉
次
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あ
な
た
の
心
は
澄
む
は
ず
も
な
く
、
そ
こ
へ
住
み
は
し
な
い
で
し
ょ
う
、
と
い
う
意
味
で
、
極
楽
へ
の
往
生
は
や
は
り
心
の
澄
む
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
極
楽
の
蓮
葉
の
和
歌
に
は
「
住
む
」
と
「
澄
む
」
が
掛
け
ら
れ
、
遍
昭
の
歌
を
思
わ
せ
る
。
夕
霧
巻
で
、

　
「
…
世
の
う
き
に
つ
け
て
厭
ふ
は
な
か
な
か
人
わ
ろ
き
わ
ざ
な
り
。
心
と
思
ひ
と
る
方
あ
り
て
、
い
ま
す
こ
し
思
ひ
し
づ
め
心
澄

ま
し
て
こ
そ
と
も
か
う
も
」
と
た
び
た
び
聞
こ
え
た
ま
う
け
り
。

と
あ
る
の
は
、
朱
雀
院
が
落
葉
の
宮
に
対
し
て
出
家
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
く
だ
り
で
、
世
の
中
が
嫌
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
出
家

す
る
の
は
外
聞
が
悪
い
。
自
分
で
決
心
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
よ
り
落
ち
着
い
て
、
冷
静
に
な
っ
て
か
ら
な
ら
出
家
し
て
も
よ
い
と
い

う
考
え
で
、
心
澄
ま
す
こ
と
自
体
が
仏
道
に
通
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
幻
巻
に
、

　
「
独
り
住
み
は
、
こ
と
に
変
る
こ
と
な
け
れ
ど
、
あ
や
し
う
さ
う
ざ
う
し
く
こ
そ
あ
り
け
れ
。
深
き
山
住
み
せ
ん
に
も
、
か
く
て

身
を
馴
ら
は
し
た
ら
む
は
、
こ
よ
な
う
心
澄
み
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
り
け
り
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、

は
、
晩
年
を
迎
え
た
源
氏
が
、
出
家
し
て
山
寺
に
住
む
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
身
を
な
ら
し
て
お
く
と
、
心
澄
む
こ
と
に
な
る
と
語
る
も

の
で
あ
る
。「
澄
む
」
に
は
「
住
む
」
を
掛
け
る
文
学
伝
統
が
あ
る
の
で
、「
山
住
み
」
か
ら
「
心
澄
む
」
が
連
想
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
続
い
て
、

　

心
に
は
、
た
だ
空
を
な
が
め
た
ま
ふ
御
気
色
の
、
尽
き
せ
ず
心
苦
し
け
れ
ば
、
か
く
の
み
思
し
紛
れ
ず
は
、
御
行
ひ
に
も
心
澄
ま

し
た
ま
は
ん
こ
と
難
く
や
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

と
あ
る
。
源
氏
は
か
く
も
物
思
い
に
ふ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
仏
道
の
勤
め
を
し
て
心
を
澄
ま
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
我
が
身
を
思
う

の
で
あ
る
。
仏
道
に
専
心
す
る
こ
と
は
、「
心
を
澄
ま
す
」
境
地
に
入
る
た
め
で
も
あ
る
。
宇
治
十
帖
に
入
っ
て
橋
姫
巻
で
は
、

　

八
の
宮
の
、
い
と
か
し
こ
く
、
内
教
の
御
才
悟
深
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
。
…
心
深
く
思
ひ
す
ま
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
ま
こ

と
の
聖
の
掟
に
な
ん
見
え
た
ま
ふ
。
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は
、宇
治
に
住
む
阿
闍
梨
が
出
家
の
望
み
を
持
つ
八
の
宮
を
見
て
述
べ
る
感
想
で
あ
る
。八
の
宮
は
す
で
に
心
を
澄
ま
し
て
仏
道
に
向
か
っ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。「
あ
と
た
え
て
心
す
む
と
は
な
け
れ
ど
も
世
を
う
ぢ
山
に
宿
を
こ
そ
か
れ
」
は
そ
の
後
に
見
え
る
八
の
宮
の
歌
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
「
心
澄
む
」
に
「
住
む
」
の
意
味
が
籠
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
喜
撰
法
師
の
歌
「
わ
が
庵

は
都
の
た
つ
み
し
か
ぞ
住
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
り
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
「
心
澄
む
」
は
す
べ
て
仏
道
と
関
係
す

る
。

　

二　
「
心
澄
む
」
と
和
歌
・
歌
謡

　

さ
て
「
心
澄
む
」
心
境
を
重
ん
じ
た
の
は
歌
論
の
世
界
で
あ
っ
た
。
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
お
い
て
「
心
澄
む
」
が
重
視
さ
れ
た
理
由
と

し
て
、
錦
仁
氏
は
和
歌
の
詠
吟
の
心
澄
む
声
に
神
仏
が
感
応
す
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
氏
の
あ
げ
た
例
も
参
照
し
て
以
下
検
討
す

る
。『
西
行
上
人
談
抄
』
に
、

　

大
か
た
、
歌
は
数
寄
の
源
な
り
。
心
の
す
き
て
、
詠
む
べ
き
な
り
。
し
か
も
太
神
宮
の
神
主
は
、
心
清
く
す
き
て
和
歌
を
こ
の
む

べ
き
な
り
。
大
神
喜
ば
せ
た
ま
ふ
べ
し
。
住
吉
の
大
明
神
も
、
そ
れ
を
い
よ
〳
〵
感
じ
た
ま
ふ
べ
き
な
り（

（
（

。

と
あ
る
の
は
、
和
歌
を
法
楽
と
し
て
考
え
た
場
合
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
は
数
寄
（
風
雅
）
の
源
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
「
心
清

く
」
歌
を
詠
め
ば
、
伊
勢
大
神
宮
の
喜
ぶ
と
こ
ろ
と
な
る
。
心
清
い
こ
と
は
、
数
奇
の
精
神
に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
一
心
に
和

歌
を
詠
む
こ
と
が
す
な
わ
ち
心
清
い
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
よ
い
歌
は
、
心
を
澄
ま
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
毎
月
抄
』
に
、

　

さ
て
も
、
こ
の
十
体
の
中
に
、
い
づ
れ
も
有
心
体
に
過
ぎ
て
歌
の
本
意
と
存
ず
る
姿
は
侍
ら
ず
。
…
よ
く
よ
く
心
を
澄
ま
し
て
、

そ
の
一
境
に
入
り
ふ
し
て
こ
そ
稀
に
よ
ま
る
る
事
は
侍
れ
。
…
詩
は
心
を
気
高
く
澄
ま
す
も
の
に
て
候
。
…
歌
に
は
ま
づ
心
を
よ
く
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澄
ま
す
は
一
つ
の
習
ひ
に
て
侍
る
な
り（

（
（

。

と
あ
る
。
有
心
体
の
歌
は
も
っ
と
も
優
れ
た
歌
の
姿
で
、
そ
れ
は
よ
く
よ
く
心
を
澄
ま
し
、
ひ
と
つ
の
境
地
に
達
す
れ
ば
ま
れ
に
詠
む
こ

と
が
で
き
る
最
高
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
詩
を
詠
む
と
心
が
気
高
く
澄
む
。
歌
を
詠
む
際
に
心
を
澄
ま
す
の
は
、
作
歌
の
一
つ
の
な
ら
わ
し

で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
『
毎
月
抄
』
に
お
い
て
は
、
心
澄
ま
す
こ
と
は
歌
道
上
、
重
要
な
事
柄
と
さ
れ
る
。
こ
の
書
が
藤
原
定
家
の

作
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
定
家
の
『
京
極
中
納
言
相
語
』
に
は
、「
紫
式
部
の
筆
を
見
れ
ば
、
心
も
澄
み
て
、
歌
の
姿
・

言
葉
も
優
に
詠
ま
る
ゝ
な
り
」（
中
世
の
文
学
・
三
弥
井
書
店
）
と
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
を
読
む
と
心
が
澄
み
、
優
雅
な
歌
を
詠
む
こ
と

が
で
き
る
と
も
あ
る
。

　

歌
を
詠
む
際
に
は
心
を
澄
ま
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
、
阿
仏
尼
の
『
夜
の
鶴
』
に
も
見
え
る
。

　

ま
づ
、
歌
を
詠
ま
ん
人
は
、
事
に
触
れ
て
情
を
先
と
し
て
、
物
の
哀
れ
を
知
り
、
常
に
心
を
澄
ま
し
て
、
花
の
散
り
、
木
の
葉
の

落
る
を
も
、
露
・
時
雨
色
変
る
折
節
を
も
、
目
に
も
心
に
も
と
ど
め
て
、
歌
の
風
情
を
、
立
居
に
つ
け
て
心
を
か
く
べ
き
に
て
ぞ
候

ふ
ら
ん（

（
（

。

と
あ
る
。
歌
を
詠
む
た
め
に
心
を
澄
ま
す
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
の
状
況
や
変
化
を
見
据
え
、
そ
の
上
で
作
歌
す
る
た
め
で
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
前
の
箇
所
で
は
、

　

歌
の
し
る
べ
は
、『
万
葉
』『
古
今
』
も
な
ほ
あ
と
と
ど
ま
り
け
り
。
発
心
、
修
行
に
も
進
む
人
あ
ら
ば
、
五
の
濁
り
の
世
の
末
な

り
と
も
、
な
ど
か
無
常
菩
提
を
も
得
ざ
ら
ん
。
道
心
あ
る
人
と
す
き
た
る
人
と
の
心
心
に
ぞ
よ
る
べ
き
。

と
あ
っ
て
、
歌
道
と
仏
道
と
が
並
行
し
て
語
ら
れ
、
法
命
を
継
ぐ
こ
と
と
歌
の
道
を
栄
え
さ
せ
る
こ
と
の
二
つ
の
課
題
が
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
反
対
に
和
歌
に
よ
っ
て
心
が
澄
ま
さ
れ
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
。『
色
葉
和
難
集
』
序
に
、

　

和
歌
に
い
た
り
て
は
、
心
を
す
ま
す
な
か
だ
ち
な
れ
ば
、
悪
念
き
ほ
ふ
事
な
く
、
情
を
し
ら
す
る
こ
と
わ
ざ
な
れ
ば
、
放
逸
を
さ
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ま
り
て
を
か
す
事
な
し（

（
（

。

と
あ
っ
て
、
和
歌
は
人
の
心
を
澄
ま
す
も
の
で
、
悪
念
の
あ
る
歌
は
な
く
、
情
を
人
々
に
知
ら
せ
る
も
の
で
、
我
儘
が
お
さ
ま
る
と
し
て

い
る
。

　

と
こ
ろ
で
歌
論
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た
「
心
澄
む
」
も
あ
る
。
鴨
長
明
の
『
無
名
抄
』
十
七
・
井
手
の
山
吹
並
び
に
蛙
に
、

あ
る
人
が
山
城
の
井
手
の
里
に
出
か
け
、
所
の
者
に
井
手
川
の
蛙
（
河
鹿
蛙
）
は
常
に
水
に
澄
ん
で
、
夜
更
け
の
鳴
き
声
は
、
た
い
そ
う

心
が
澄
む
も
の
で
、
も
の
あ
わ
れ
な
声
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
動
物
の
鳴
き
声
に
心
澄
む
も
の
を
感
じ
て
い
る
例
で
あ
る
。
時

代
が
下
っ
て
室
町
時
代
初
期
の
花
山
院
長
親
（
耕
雲
）
の
『
耕
雲
口
伝
』
の
序
文
に
は
こ
う
あ
る
。

　

こ
の
十
と
せ
あ
ま
り
、
白
河
の
東
、
花
頂
山
の
お
く
に
、
幻
質
を
か
く
し
、（
鹿
豕
に
友
を
む
す
び
、）
泉
石
に
心
を
す
ま
し
て
、

あ
か
し
く
ら
す
ほ
ど
に
、
…

　

唯
寝
食
を
わ
す
れ
、
万
事
を
忘
却
し
て
、
朝
夕
の
風
の
こ
ゑ
に
心
を
す
ま
し
、
雲
の
色
に
な
が
め
を
こ
ら
し
て
、
ち
り
の
（
ま
の
）

あ
だ
ご
と
に
心
み
だ
ら
ず
、
…
そ
の
折
ふ
し
み
ゆ
る
空
の
け
し
き
、
雲
の
た
ゝ
ず
ま
ひ
、
そ
の
時
に
聞
き
し
風
の
声
、
羽
の
お
と
な

ど
の
、
ふ
と
心
に
う
か
び
て
ふ
し
ぎ
な
る
風
情
、
あ
た
ら
し
き
心
ね
な
ど
の
よ
み
い
だ
さ
る
ゝ
な
り（

（
（

。

　

山
奥
に
い
て
泉
石
に
心
を
澄
ま
す
日
々
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
自
然
の
風
物
に
心
を
澄
ま
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
夜
の
鶴
』
の
考
え
に
近
い
。「
心
澄
む
」
は
耕
雲
の
生
き
方
、
生
活
に
も
関
係
す
る
。
こ
こ
で

は
さ
ら
に
和
歌
の
数
奇
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

聴
覚
の
み
な
ら
ず
、
視
覚
的
に
も
自
然
の
風
物
に
よ
っ
て
心
が
澄
む
と
い
う
考
え
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
も
見
え
る
。

　

心
の
澄
む
も
の
は　

秋
は
山
田
の
庵
ご
と
に　

鹿
驚
か
す
て
ふ
引ひ

板た

の
声　

衣
し
で
打
つ
槌
の
声
（
三
三
二（

9
（

）

は
秋
の
静
か
な
山
田
に
お
い
て
、
引
板
の
鳴
る
音
や
衣
を
打
つ
音
が
響
き
渡
る
の
を
聞
く
と
、
心
が
澄
む
と
云
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
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こ
れ
は
古
代
人
の
共
通
の
感
覚
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
例
は
、
能
「
砧
」
の
世
界
に
通
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
尽
し
の
形
式

で
、
聴
覚
に
よ
る
「
心
澄
む
」
の
歌
謡
で
あ
る
が
、
次
の
、

　

心
の
澄
む
も
の
は　

霞
花
園
夜
半
の
月　

秋
の
野
辺　

上
下
も
分
か
ぬ
は
恋
の
路　

岩
間
を
漏
り
来
る
滝
の
水
（
三
三
三
）

は
、
霞
、
花
園
、
夜
半
の
月
、
秋
の
野
辺
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
視
覚
的
に
心
澄
む
も
の
を
覚
え
る
と
し
、
さ
ら
に
身
分
を
超
え
た
恋

心
も
心
澄
む
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
激
し
い
恋
心
は
岩
間
に
湧
き
か
え
る
水
の
流
れ
に
よ
く
喩
え
ら
れ
る
が
、
岩
間
を
漏
れ
て
流
れ
る
水

に
も
心
が
澄
む
の
だ
と
、
視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
感
じ
と
っ
て
い
る
。
秋
の
野
辺
の
鹿
の
鳴
き
声
か
ら
「
恋
の
路
」
が
導
か
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
見
る
と
、
古
代
人
は
心
澄
む
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
そ
れ
は
仏
道
や
和
歌
と
は
異
な
る
別
の
面
で
の
欲
求
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
芸
能
者
が
そ
う
し
た
古
代
人
の
心
を
察
し
て
、
こ
れ
ら
を
歌
っ
て
い
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
む
し
ろ
汚

れ
を
嫌
う
神
道
的
な
心
情
を
表
わ
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
次
の
「
心
澄
む
」
は
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

　

見
る
に
心
の
澄
む
も
の
は
、
社
や
し
ろ

毀こ
ぼ

れ
て
禰
宜
も
な
く　

祝は
ふ
り
な
き　

野
中
の
堂
の
ま
た
破
れ
た
る　

子
産
ま
ぬ
式
部
の
老
の
果
て

（
三
九
七
）

　

こ
れ
は
衰
え
に
向
か
っ
て
い
る
事
物
・
人
物
に
対
し
て
視
覚
的
に
心
澄
む
も
の
を
感
じ
て
い
る
例
で
、無
常
の
さ
ま
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
道
理
を
感
じ
、
心
澄
む
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
中
世
的
な
雰
囲
気
の
歌
謡
で
あ
る
。
子
産
ま
ぬ
式
部
と
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
本
（
小
学
館
）
の
同
箇
所
の
頭
注
で
は
、
紫
式
部
や
和
泉
式
部
と
い
う
よ
り
、
女
官
一
般
を
さ
す
か
と
し
て
い
る
。
宮
仕
え
に
明
け

暮
れ
、
子
供
も
産
ま
な
い
ま
ま
老
後
を
迎
え
る
人
達
の
姿
を
歌
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
小
野
小
町
の
落
魄
譚
な
ど
の
連
想
も

あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
五
一
二
番
歌
謡
に
は
、「
稲
荷
に
は
禰
宜
も
祝
も
神か
う

主ぬ
し

も
な
き
や
ら
ん　

社
毀
れ
て
神
さ
び
に
け
り
」
と
あ
り
、

稲
荷
の
社
に
は
も
は
や
こ
れ
に
仕
え
る
神
官
も
な
く
、
社
殿
は
壊
れ
て
い
る
が
、
か
え
っ
て
神
々
し
い
と
し
て
い
る
歌
謡
が
あ
っ
て
参
考

に
な
る
。
人
里
離
れ
た
稲
荷
社
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
中
世
的
な
趣
が
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
後
白
河
院
の
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
も
「
心
澄
む
」
の
例
が
あ
る
。
院
が
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
に
再
度
の
熊
野
参
詣

を
し
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。

　

夜
中
ば
か
り
過
ぎ
ぬ
ら
ん
か
し
と
お
ぼ
え
し
に
、
宝
殿
の
方
を
見
や
れ
ば
、
わ
づ
か
の
火
の
光
に
、
御
正
体
の
鏡
、
所
々
輝
き
て

見
ゆ
。
あ
は
れ
に
心
澄
み
て
、
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
。
…
万
の
仏
の
願
よ
り
も
、
千
手
の
誓
ひ
ぞ
頼
も
し
き
、
…
押
し
返
し
押
し
返
し
、

た
び
た
び
う
た
ふ
。
資
賢
・
通
家
、
付
け
て
う
た
ふ
。
心
澄
ま
し
て
あ
り
し
故
に
や
、
つ
ね
よ
り
も
め
で
た
く
お
も
し
ろ
か
り
き
。

　

夜
中
の
社
殿
は
物
静
か
で
神
々
し
く
、
お
の
ず
か
ら
心
が
澄
み
渡
り
、
落
涙
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
周
囲
の
状
況
が
そ
う
さ
せ
た
例
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
、
心
を
澄
ま
し
て
今
様
を
神
前
で
歌
っ
た
の
で
、
い
つ
も
よ
り
も
感
興
を
催
し
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
芸
能
の
場
で
は
、
和
歌
を
詠
む
場
合
と
は
異
な
っ
た
「
心
澄
ま
す
」
状
態
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

三　
「
心
澄
む
」
と
軍
記
物
語
・
説
話
集

　

芸
能
と
「
心
澄
む
」
の
関
係
で
は
、『
平
家
物
語
』
の
例
が
想
起
さ
れ
る
。
覚
一
本
の
巻
五
・
月
見
で
は
、
徳
大
寺
実
定
が
新
都
福
原

よ
り
旧
都
の
京
都
に
戻
っ
て
来
て
、
近
衛
河
原
院
に
住
む
妹
の
大
宮
藤
原
多
子
を
尋
ね
、
月
見
を
す
る
。

　

源
氏
の
宇
治
の
巻
に
は
、
優
婆
塞
の
宮
の
御
む
す
め
、
秋
の
な
ご
り
を
を
し
み
、
琵
琶
を
し
ら
べ
て
夜
も
す
が
ら
、
心
を
す
ま
し

給
ひ
し
に
、
在
明
の
月
の
出
で
け
る
を
、
猶
た
へ
ず
や
お
ぼ
し
け
ん
、
撥
に
て
ま
ね
き
給
ひ
け
ん
も
、
い
ま
こ
そ
思
ひ
知
ら
れ
け

れ（
10
（

。

と
、『
源
氏
物
語
』
で
宇
治
の
八
の
宮
の
姫
君
が
琵
琶
を
弾
い
て
心
を
澄
ま
し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
。
こ
こ
で
は
管
絃
と
心
澄
ま

す
行
為
が
一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
橋
姫
巻
の
原
文
で
は
、
薫
が
姫
君
達
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
が
、

　

内
な
る
人
、
一
人
は
柱
に
す
こ
し
ゐ
隠
れ
て
、
琵
琶
を
前
に
置
き
て
、
撥
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
つ
つ
ゐ
た
る
に
、
雲
隠
れ
た
り
つ



専修国文　第100号　（（

る
月
の
に
は
か
に
い
と
明
く
さ
し
出
で
た
れ
ば
、「
扇
な
ら
で
、
こ
れ
し
て
も
月
は
ま
ね
き
つ
べ
か
り
け
り
」
と
て
、
さ
し
の
ぞ
き

た
る
顔
、
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
べ
し
。

と
あ
っ
て
、
琵
琶
を
弾
じ
る
こ
と
を
心
澄
ま
す
行
為
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
管
絃
に
「
心
澄
ま
す
」
を
見
出
す
の
は
、
中
世
人
ら

し
い
考
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
延
慶
本
・
第
二
中
・
実
定
卿
待
宵
ノ
小
侍
従
ニ
合
事
に
も
、
覚
一
本
の
右
の
く
だ

り
は
同
文
的
に
見
え
る
。

　

同
じ
く
『
平
家
物
語
』
で
は
、
巻
八
・
太
宰
府
落
に
、
平
重
盛
の
三
男
清
経
が
豊
後
国
柳
が
浦
に
お
い
て
平
家
の
運
命
に
絶
望
し
、
入

水
す
る
場
面
が
語
ら
れ
る
。

　

月
の
夜
、
心
を
す
ま
し
、
舟
の
屋
形
に
立
ち
出
で
て
、
横
笛
ね
と
り
朗
詠
し
て
あ
そ
ば
れ
け
る
が
、
閑
に
経
読
み
念
仏
し
て
、
海

に
ぞ
し
づ
み
給
ひ
け
る
。

　

月
の
明
る
い
夜
に
清
経
は
横
笛
で
音
程
を
定
め
て
朗
詠
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
状
況
が
心
澄
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
心
を
澄
ま
し

て
歌
っ
た
の
で
あ
り
、
先
の
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
後
白
河
院
の
今
様
と
類
似
の
場
面
で
あ
っ
て
、
環
境
・
歌
謡
・
心
澄
む
が
一
体
と

な
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
は
も
と
も
と
管
絃
歌
謡
の
話
を
好
ん
で
入
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
巻
六
・
祇
園
女
御
に
は
、
大

納
言
藤
原
邦
綱
の
こ
と
が
見
え
る
。
近
衛
院
の
石
清
水
八
幡
宮
行
幸
の
際
に
、
人
丁
が
泥
酔
し
て
装
束
を
水
に
濡
ら
し
、
神
楽
が
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
邦
綱
が
神
楽
の
装
束
を
準
備
し
て
い
て
、
こ
れ
で
神
楽
を
奏
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

程
こ
そ
す
こ
し
お
し
移
り
た
り
け
れ
ど
も
、
歌
の
こ
ゑ
も
す
み
の
ぼ
り
、
舞
の
袖
、
拍
子
に
あ
う
て
お
も
し
ろ
か
り
け
り
。

　

こ
れ
も
神
前
で
歌
わ
れ
た
神
楽
歌
が
折
か
ら
場
所
柄
澄
み
渡
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
こ
う
し
た
場
面
が
中
世
人
の
好
み
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
巻
七
・
竹
生
島
詣
で
は
、
木
曽
義
仲
討
伐
の
た
め
に
、
平
家
軍
は
北
国
に
向
か
う
が
、
そ
の
中
に
い
た
平
経
正
は
詩
歌
管
絃
に

長
じ
た
人
物
で
、
琵
琶
湖
の
竹
生
島
の
弁
財
天
に
参
詣
し
、
琵
琶
の
秘
曲
上
玄
・
石
上
を
弾
い
た
。
そ
の
音
は
宮
の
内
も
澄
み
渡
り
、
明
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神
が
感
に
耐
え
ず
、
奇
瑞
を
表
わ
し
た
と
し
て
い
る
。
管
絃
は
逆
に
環
境
を
浄
化
す
る
も
の
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
下
っ
て
御
伽

草
子
「
木
幡
狐
」（
渋
川
版
）
で
は
、
三
位
の
中
将
は
昔
の
光
源
氏
さ
な
が
ら
の
人
物
で
、
常
に
詩
歌
管
絃
に
の
み
心
を
す
ま
し
て
い
た

と
す
る
。
詩
歌
管
絃
は
仏
道
と
同
様
、
濁
り
な
い
心
を
保
つ
方
法
で
あ
る
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
説
話
集
に
お
け
る
「
心
澄
ま
す
」
は
種
々
の
相
を
示
し
て
い
る
。
鴨
長
明
の
『
発
心
集
』
巻
六
・
六
話
・
侍
従
大
納
言
幼
少

の
時
、
験
者
の
改
請
を
止
む
る
事
に
は
、
蹴
鞠
の
名
手
藤
原
成
通
に
つ
い
て
、

　

す
べ
て
、
い
み
じ
き
数
奇
人
に
て
、
世
の
濁
り
に
心
を
そ
め
ず
、
妹
背
の
間
に
愛
執
浅
き
人
な
れ
ば
、
後
世
も
罪
浅
く
こ
そ
見
え

け
れ（
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。

と
評
し
て
い
る
。
成
通
は
風
雅
の
道
を
重
ん
じ
、
世
俗
の
こ
と
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
、
夫
婦
の
間
柄
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
人
で
あ
っ
た
の

で
、
罪
の
少
な
い
人
生
を
送
り
、
来
世
も
頼
も
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
数
奇
が
心
澄
む
こ
と
に
通
じ
、
し
た
が
っ
て
仏
道
に

か
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
次
の
巻
六
・
七
話
・
永
秀
法
師
、
数
奇
の
事
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
八
幡
の

別
当
頼
清
の
遠
縁
に
あ
た
る
永
秀
法
師
は
、
貧
し
い
な
が
ら
夜
昼
笛
を
吹
い
て
暮
ら
し
続
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
話
末
に
「
か
や
う
な

ら
ん
心
は
、
何
に
つ
け
て
か
は
、
深
き
罪
も
侍
ら
ん
」
と
い
う
評
語
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
数
奇
は
仏
道
に
通
じ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
藤
原
俊
成
の
『
古
来
風
体
抄
』
等
の
和
歌
即
仏
道
と
い
う
中
世
に
多
い
和
歌
観
と
も
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
巻
六
・
九
話
・

宝
日
上
人
、
和
歌
を
詠
じ
て
行
と
す
る
事
に
は
、
宝
日
上
人
な
る
者
が
、
暁
に
「
明
け
ぬ
な
り
」
云
々
の
歌
を
、
日
中
に
は
「
今
日
も
ま

た
」
云
々
の
歌
を
、
暮
れ
に
は
「
山
里
の
」
云
々
の
歌
を
日
々
に
詠
じ
て
、
勤
行
と
し
て
い
た
と
い
う
話
を
伝
え
、

　

和
歌
は
よ
く
こ
と
わ
り
を
極
む
る
道
な
れ
ば
、
こ
れ
に
寄
せ
て
心
を
澄
ま
し
、
世
の
常
な
き
を
観
ぜ
ん
わ
ざ
ど
も
、
便
り
あ
り
ぬ

べ
し
。

と
評
し
て
い
る
。
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
澄
ま
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
世
の
無
常
を
観
ず
る
わ
ざ
と
も
な
っ
て
、
和
歌
は
仏
道
に
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通
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
『
発
心
集
』
で
は
管
絃
と
和
歌
そ
の
他
の
風
雅
の
道
、
即
ち
数
奇
が
心
を
澄
ま
す
手
立
て
と
な
っ
て
、

仏
道
に
連
な
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。

　

西
行
仮
託
の
説
話
集
『
撰
集
抄
』
巻
三
・
一
話
・
見
仏
上
人
岩
屋
に
籠
る
事
に
、
西
行
が
仲
間
の
僧
と
と
も
に
能
登
国
い
な
や
つ
郡
に

至
り
、
人
里
か
ら
離
れ
、
海
山
の
景
色
の
勝
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
岩
屋
で
、
陸
奥
の
松
島
の
見
仏
上
人
に
出
会
っ
た
。
上
人
は
松
島
と
こ

の
地
を
月
に
往
復
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

此
松
嶋
の
有
様
も
、
ゆ
ゆ
し
く
閑
か
に
し
て
、
心
も
澄
み
ぬ
べ
き
を
、
ふ
り
捨
て
て
、
多
く
の
海
山
を
へ
だ
て
ゝ
、
は
る
〴
〵
能

登
の
境
ま
で
い
ま
そ
か
り
て
、
松
風
に
就
け
て
い
と
ゞ
思
ひ
を
ま
し
、
よ
り
く
る
浪
に
す
め
る
心
を
洗
ひ
給
ひ
け
ん
程
、
い
と
ゞ
い

さ
ぎ
よ
く
覚
え
侍
る（
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。

　

上
人
が
景
勝
の
地
を
求
め
て
修
行
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
心
澄
む
こ
と
を
求
め
て
の
こ
と
と
解
さ
れ
て
お
り
、
松
島
で
さ
え
そ
れ
が
実

現
す
る
で
あ
ろ
う
に
、
さ
ら
に
能
登
に
そ
の
地
を
求
め
た
こ
と
に
、
著
者
は
感
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
仏
道
修
行
の
一
方
法
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

説
話
集
か
ら
離
れ
る
が
、
説
話
と
関
わ
り
の
深
い
『
徒
然
草
』
六
十
段
の
例
を
み
る
。
こ
こ
で
は
真
乗
院
の
盛
親
僧
都
が
芋
頭
と
い
う

も
の
ば
か
り
好
み
、
談
義
の
最
中
も
食
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
上
人
は
普
段
食
べ
た
い
時
に
食
べ
、
眠
い
時
に
寝

て
い
た
と
い
う
。

　

ね
ぶ
た
け
れ
ば
昼
も
か
け
こ
も
り
て
、
い
か
な
る
大
事
あ
れ
ど
も
、
人
の
言
ふ
事
聞
き
入
れ
ず
、
目
覚
め
ぬ
れ
ば
幾
夜
も
寝い

ね
ず
、

心
を
澄
ま
し
て
う
そ
ぶ
き
あ
り
き
な
ど
、
尋よ
の

常つ
ね

な
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ど
も
、
人
に
厭
は
れ
ず
、
よ
ろ
づ
許
さ
れ
け
り（
11
（

。

　

こ
こ
で
は
盛
親
僧
都
が
身
体
の
要
求
の
ま
ま
に
行
動
し
、
心
を
澄
ま
し
て
詩
歌
を
吟
じ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
、
心
澄
ま
す
対
象
の
よ

り
具
体
例
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
も
「
心
澄
ま
す
」
即
「
数
奇
」
の
一
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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四　
「
心
澄
む
」
と
管
絃

　

管
絃
は
先
に
見
た
と
お
り
、
数
奇
の
対
象
と
し
て
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
「
心
澄
む
」
の
関
係
は
、
楽
人
に
お
い
て
は
よ

り
複
雑
な
も
の
が
あ
る
。
伝
大
神
惟
季
の
笛
の
書
『
懐
竹
抄
』（
惟
季
の
後
人
の
作
で
、
十
二
世
紀
か
）
に
お
い
て
は
、

　

管
絃
ハ
狂
言
戯
事
ナ
レ
ド
モ
。
法
成
熟
之
曲
。
見
仏
聞
法
ノ
調
ナ
ル
故
。
皆
依
二
前
世
ノ
宿
縁
一
。
又
為
二
仏
神
之
御
計
一
。
極
道
也
。

…
其
上
亦
余
所
ニ
ハ
物
グ
ル
ワ
シ
ト
人
ノ
云
計
可
レ
好
也
。
花
ノ
春
。
月
ノ
秋
。
木
陰
ノ
納
涼
。
雪
ノ
朝
。
鳥
ノ
囀
。
虫
ノ
音
。
風

ノ
音
。
浪
ノ
音
ニ
付
テ
モ
。
取
レ
笛
吹
レ
笛
。
心
ヲ
ト
メ
テ
ス
キ
ア
カ
ス
ベ
キ
也（
11
（

。

と
あ
る
が
、
管
絃
の
調
べ
は
仏
道
に
通
う
こ
と
、
自
然
の
風
物
を
目
に
し
、
耳
に
す
る
に
つ
け
て
笛
を
吹
き
、
数
奇
あ
か
す
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
心
澄
む
」
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
和
歌
等
の
風
雅
観
と
同
種
の
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
我
を
忘
れ
て
管

絃
に
集
中
す
る
と
い
う
『
発
心
集
』
の
説
話
に
似
て
い
る
説
も
見
え
る
。
さ
ら
に
は
管
絃
は
神
仏
に
対
す
る
法
楽
の
意
味
が
あ
る
こ
と
の

深
い
認
識
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
錦
氏
も
管
絃
に
神
仏
が
感
応
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
然
の
風
物
に
ふ
れ
て

感
興
を
催
し
、
数
奇
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
に
は
、
草
木
国
土
成
仏
の
天
台
本
覚
論
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
神
惟
季
の
養

子
で
あ
る
大
神
基
政
の
笛
の
書
『
竜
鳴
抄
』
巻
下
（
長
承
二
年
＝
一
一
三
三
）
で
は
、

　

月
の
あ
か
か
ら
ん
夜
。
よ
も
す
が
ら
あ
そ
び
て
は
は
ら
だ
ゝ
し
か
ら
ん
こ
と
も
わ
す
れ
て
。
極
楽
浄
土
の
鳥
の
声
も
。
風
の
音
も

い
け
の
な
み
も
。
と
り
の
さ
え
ず
り
も
。
こ
れ
か
や
う
に
こ
そ
は
め
で
た
か
ら
め
。
と
く
〳
〵
ま
い
り
て
こ
れ
を
き
か
ば
や
と
思
べ

し
。
か
や
う
な
ら
ば
。
く
ど
く
は
う
と
も
つ
み
に
は
な
る
べ
か
ら
ず（
11
（

。

と
あ
る
。
一
晩
中
管
絃
を
催
し
、
自
然
の
風
物
に
触
れ
て
は
極
楽
を
思
う
。
管
絃
は
仏
道
へ
と
連
な
り
、
罪
に
は
当
た
ら
ぬ
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
こ
の
管
絃
に
よ
る
罪
の
意
識
は
、
文
学
に
お
け
る
狂
言
綺
語
観
と
も
異
な
る
。
こ
れ
は
後
に
見
る
よ
う
に
音
楽
の
専
門
家
の
競

争
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
竜
鳴
抄
』
で
は
こ
れ
に
続
い
て
、
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又
是
を
あ
な
が
ち
に
か
く
し
て
。
ひ
と
に
は
わ
ろ
う
せ
さ
せ
て
。
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
は
い
ひ
そ
し
り
わ
ら
ひ
て
。
わ
れ
ひ
と
り
は

人
に
す
ぐ
れ
ん
。
さ
て
よ
に
い
み
じ
き
も
の
に
い
は
れ
て
。
こ
れ
を
せ
う
と
く
に
せ
ん
と
思
は
ゞ
。
な
ど
か
罪
も
な
か
ら
ん
。

と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
彼
等
の
仲
間
社
会
の
実
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
捨
て
人
的
な
永
秀
法
師
の
数
奇
と
は
異
な
る
、
貴
族
社
会
で
は
身
分

の
低
い
者
同
士
の
競
争
心
、
出
世
欲
な
の
で
あ
ろ
う
。『
竜
鳴
抄
』
で
は
こ
れ
よ
り
後
の
箇
所
に
、

　

管
絃
に
つ
み
な
し
と
い
ふ
心
は
。
す
い
た
る
も
の
の
す
べ
き
事
な
り
。
す
き
も
の
は
慈
悲
あ
り
。
つ
ね
に
も
の
の
哀
な
る
也
。
あ

け
く
れ
心
を
す
ま
し
。
と
こ
し
な
ひ
に
法
会
誦
経
に
ま
じ
る
。
ほ
と
け
の
三
十
二
相
を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
に
。
音
楽
を
具
し
。
讃
歎

歌
詠
し
奉
る
に
。
五
音
の
し
ら
べ
を
そ
へ
た
て
ま
つ
る
。
花
供
に
奏
楽
を
し
。
散
花
に
呂
律
を
し
ら
ぶ
。
か
や
う
な
れ
ば
ぢ
ご
く
な

し
と
は
い
ふ
な
り
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
も
管
絃
は
数
奇
に
通
じ
、
数
奇
は
慈
悲
の
心
に
連
な
る
。
そ
し
て
心
を
澄
ま
し
て
法
会
に
臨
み
、
音
楽
を
奏
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
楽
人
は
仏
と
結
縁
し
、
地
獄
に
堕
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
心
澄
む
」
は
、
法
会
に
臨
む
心
掛

け
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
楽
人
が
つ
ね
に
地
獄
を
意
識
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
暗
い
一
面
が
う
か
が
わ
れ
る
。

実
際
に
楽
人
同
士
の
ト
ラ
ブ
ル
は
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
有
名
な
も
の
で
は
、『
今
鏡
』
第
七
・
新
枕
、『
古
事
談
』
第
六
・
二
十
六

話
等
に
見
え
る
よ
う
に
、
堀
河
天
皇
の
時
代
、
舞
人
多
資
忠
が
傍
輩
山
村
政
連
（
正
連
な
ど
と
も
）
に
殺
害
さ
れ
、
一
時
神
楽
秘
曲
・
胡

飲
酒
・
採
桑
老
が
途
絶
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
『
楽
所
補
任
』
保
延
四
年
（
一
一
三
八
））
の
左
近
衛
府
生
是
行
（
南
都
方
大
神
氏
）

の
項
に
、
行
方
が
春
日
若
宮
の
祭
で
行
時
に
切
り
つ
け
ら
れ
、
そ
の
後
歩
行
困
難
と
な
っ
て
出
仕
を
止
め
ら
れ
た
。
行
時
も
ま
た
こ
の
事

件
の
た
め
に
出
仕
を
止
め
ら
れ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
教
訓
抄
』
巻
四
に
は
、
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
多
忠
成
が
兄
景
成
の
子
に
殺
害

さ
れ
、
再
び
胡
飲
酒
が
途
絶
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
能
「
富
士
太
鼓
」「
梅
枝
」
は
、
楽
人
間
の
殺
人
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

　

楽
書
は
曲
目
ご
と
の
演
奏
の
仕
方
な
ど
を
説
く
こ
と
が
多
い
が
、『
懐
竹
抄
』『
竜
鳴
抄
』
の
よ
う
な
仏
教
的
管
絃
観
は
、
狛
近
真
の
『
教
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訓
抄
』（
天
福
元
年
＝
一
二
三
四
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

但
、
狂
言
綺
語
ノ
タ
ワ
ブ
レ
ナ
リ
ト
イ
へ
ド
モ
、
如
レ
此
仏
神
三
宝
ヲ
モ
納
受
セ
シ
メ
、
鬼
神
ヲ
モ
タ
ヒ
ラ
グ
ル
事
、
余
道
ニ
ス

グ
レ
タ
リ
。
狂
言
ノ
ア
ソ
ビ
、
発
心
求
道
ノ
タ
ヨ
リ
ト
ナ
ル
。
…
如
レ
此
、
名
聞
ノ
心　

ハ
ナ
ル
ヽ
事
ナ
ケ
レ
バ
、
神
事
仏
事
ニ
シ

タ
ガ
ヒ
テ
モ
、
マ
ヅ
名
利
ヲ
ノ
ミ
思
、
人
ノ
上
ヲ
ソ
シ
ル
。
凡
夫
ノ
習
ヒ
、
当
道
ニ
カ
ギ
ラ
ズ
。
タ
カ
キ
モ
イ
ヤ
シ
キ
モ
、
此
心
ヲ

ヲ
モ
ワ
ザ
ル
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
是
ハ
ク
チ
ヲ
シ
キ
事
ニ
テ
侍
ナ
リ（
11
（

。（
巻
七
）

　

こ
こ
で
は
数
奇
や
心
澄
む
の
語
は
見
え
ず
、
舞
楽
を
狂
言
綺
語
と
し
て
と
ら
え
、
神
仏
に
手
向
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、

舞
楽
は
発
心
求
道
の
便
り
と
な
る
の
だ
と
し
、
し
か
し
名
声
や
利
益
に
と
ら
わ
れ
る
た
め
に
、
心
迷
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

近
真
は
種
々
の
楽
書
を
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
分
野
（
余
道
）
を
意
識
し
、
そ
の
上
で
舞
楽
の
道
（
当
道
）
を
考
え
る
の
が
特

色
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
頃
に
成
立
し
た
豊
原
統
秋
の
『
体
源
鈔
』
に
お
い
て
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
楽
人
達
に
お
い
て
は
、
現
実
的
な
利
益
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
純
粋
に
数
奇
の
思
想
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

　

五　
「
心
澄
む
」
と
謡
曲

　

さ
て
謡
曲
に
お
い
て
、「
心
澄
む
」「
心
澄
ま
す
」
の
用
例
を
世
阿
弥
の
作
か
ら
見
て
み
る
。「
養
老
」
で
は
、
前
シ
テ
の
老
人
が
登
場
し
、

　
（
シ
テ
）
老
い
を
養
ふ
滝
川
の
、
水
や
心
を
清
む
ら
ん
。

と
謡
う
あ
た
り
、
そ
し
て
後
シ
テ
の
山
神
が
登
場
し
た
あ
と
の
謡
に
、

　
（
地
）
拍
子
を
揃
へ
て
、
音
楽
の
響
き
、
滾
つ
心
を
、
澄
ま
し
つ
つ
、
諸
天
来
御
の
、
影
向
か
な（

11
（

。

あ
た
り
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
滝
川
の
清
ら
か
な
流
れ
に
心
を
澄
ま
し
て
お
り
、
ま
た
音
楽
の
聞
こ
え
る
中
、
神
々
が
影
向
す
る
さ
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ま
に
心
を
澄
ま
す
と
し
て
い
る
。
世
阿
弥
が
水
に
特
別
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
は
、
松
岡
心
平
氏
の
指
摘
が
あ
る（
11
（

。

　

次
に
「
井
筒
」
で
は
、
前
シ
テ
の
里
の
女
が
登
場
し
て
、

　
（
シ
テ
）
暁
ご
と
の
閼
伽
の
水
、
暁
ご
と
の
閼
伽
の
水
、
月
も
心
や
澄
ま
す
ら
ん（

11
（

。

と
謡
う
。
水
に
月
は
清
ら
か
に
澄
み
、
シ
テ
自
身
の
心
も
澄
む
と
い
う
意
味
と
解
さ
れ
て
い
る
が（
10
（

、
水
に
映
る
月
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
と
の
ワ
キ
の
旅
の
僧
は
、

　
（
ワ
キ
・
詞
）
わ
れ
こ
の
寺
に
休
ら
ひ
心
を
澄
ま
す
折
節
、
い
と
な
ま
め
け
る
女
性
庭
の
板
井
を
掬
び
上
げ
花
水
と
し
、
…

と
述
べ
る
。
月
と
と
も
に
水
も
ま
た
心
澄
ま
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う（

10
（

。
そ
し
て
月
と
水
に
よ
っ
て
、
清
浄
な
世
界
が
構
成
さ
れ
る
て
ゆ
く
。

僧
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
風
物
だ
け
で
は
な
く
、
古
寺
に
居
る
こ
と
も
心
を
澄
ま
す
も
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
在
原
寺
が
聖
な
る

空
間
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
「
姨
捨
」
で
は
、
後
場
に
お
い
て
シ
テ
の
老
女
の
幽
霊
の
出
を
待
つ
ワ
キ
の
都
の
男
の
謡
に
、

　
（
ワ
キ
）
…
心
も
澄
み
て
夜
も
す
が
ら
、
三
五
夜
中
の
新
月
の
色（

11
（

、

と
あ
る
。
こ
れ
も
信
濃
国
更
科
の
姨
捨
山
に
か
か
る
月
に
心
を
澄
ま
す
例
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
水
・
月
・
宗
教
的
な
場
に
よ
る
心
澄
む
は
、
金
春
禅
竹
の
能
に
も
受
け
継
が
れ
る
。「
芭
蕉
」
で
は
、
唐
土
楚
の
国
に
山
居

す
る
僧
（
ワ
キ
）
に
、
月
の
夜
、
近
く
の
女
（
前
シ
テ
）
が
訪
れ
る
。
僧
の
法
華
経
読
誦
に
女
は
女
人
・
草
木
の
成
仏
を
喜
ぶ
。
そ
う
し

た
仏
道
聴
聞
の
中
で
、
僧
と
女
は
心
を
合
わ
せ
て
ゆ
き
、

　
（
シ
テ
・
ワ
キ
）
仏
事
を
な
す
や
寺
井
の
底
の
、
心
も
澄
め
る
折
か
ら
に（
11
（

、

と
謡
う
。
仏
事
が
進
行
し
て
二
人
は
心
を
澄
ま
せ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
寺
井
の
底
に
あ
る
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
次
に

禅
竹
作
か
と
さ
れ
る
「
賀
茂
」
で
あ
る
が
、
播
磨
の
室
の
明
神
の
神
職
が
京
都
の
賀
茂
神
社
に
参
詣
す
る
と
、
そ
こ
に
里
の
女
二
人
（
シ
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テ
・
ツ
レ
）
が
登
場
す
る
。
シ
テ
は
手
桶
を
持
っ
て
い
る
。

　
（
シ
テ
・
ツ
レ
）
御
手
洗
や
、
清
き
こ
こ
ろ
に
す
む
水
の
、
賀
茂
の
か
は
ら
に
、
い
づ
る
な
り
。

と
二
人
の
乙
女
は
清
ら
か
な
心
を
も
っ
て
、
澄
む
水
を
汲
む
た
め
に
河
原
に
降
り
立
つ
。
賀
茂
の
明
神
に
手
向
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ

で
も
二
人
の
心
澄
む
は
、
神
域
に
近
い
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
流
れ
る
川
水
の
清
ら
か
さ
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
二
人
）
風
も
涼
し
き
夕
浪
に
、
心
も
澄
め
る
水
桶
の
、
も
ち
顔
な
ら
ぬ
身
に
し
あ
れ
ど
、
…（
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（

と
謡
は
続
き
、
水
に
よ
る
登
場
人
物
の
心
澄
む
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

　

実
は
謡
曲
に
お
い
て
「
心
澄
む
」「
心
澄
ま
す
」
の
用
例
は
数
多
い
。
こ
れ
を
以
下
に
簡
明
に
記
す
が
、『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
』『
謡

曲
二
百
五
十
番
索
引
』（
赤
尾
照
文
堂
）
を
参
考
に
す
る
。

Ａ　

風
景
・
風
物
に
触
発
さ
れ
る

○
水
に
よ
る
…
「
養
老
」（
た
き
つ
心
を
澄
ま
し
つ
つ
）、「
井
筒
」（
暁
ご
と
の
閼
伽
の
水
、
月
も
こ
こ
ろ
や
澄
ま
す
ら
ん
）、
世
阿
弥
「
融
」

（
心
も
澄
め
る
水
の
面
に
）、
金
春
禅
竹
「
芭
蕉
」（
仏
事
を
な
す
や
寺
井
の
底
の
、
心
も
澄
め
る
折
か
ら
に
）、「
賀
茂
」（
清
き
心
に

澄
む
水
の
）、「
仏
原
」（
心
の
水
の
濁
を
澄
ま
し
て
）

○
月
に
よ
る
…
「
松
風
」（
月
に
心
は
須
磨
の
浦
）、「
井
筒
」（
月
も
こ
こ
ろ
や
澄
ま
す
ら
ん
）、
世
阿
弥
「
姨
捨
」（
心
も
す
み
て
夜
も

す
が
ら
。
三
五
夜
中
の
新
月
の
色
）、
金
春
禅
竹
「
小
督
」（
秋
の
空
・
名
月
）、「
三
井
寺
」（
明
月
に
向
つ
て
心
を
澄
ま
い
て
）、

○
そ
の
他
…
世
阿
弥
改
作
「
芦
刈
」（
朝
ぼ
ら
け
）、「
知
章
」（
野
山
の
風
）、「
項
羽
」（
牡
鹿
な
く
夕
方
）

Ｂ　

宗
教
的
な
場
に
よ
る

○
寺
院
…
井
筒
（
在
原
寺
）
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○
神
社
…
世
阿
弥
「
蟻
通
」（
蟻
通
明
神
）、
金
春
禅
鳳
「
生
田
敦
盛
」（
賀
茂
神
社
）、「
竜
田
」（
竜
田
の
明
神
）、「
第
六
天
」（
伊
勢

神
宮
）

Ｃ　

そ
の
他
の
登
場
人
物
の
行
為
、
あ
た
り
の
情
景

　

世
阿
弥
「
高
野
物
狂
」（
鳧
鐘
鈴
の
声
）、
世
阿
弥
作
か
「
須
磨
源
氏
」（
磯
枕
）、
金
春
禅
竹
「
定
家
」（
時
雨
の
亭
に
住
ん
だ
定
家
の
心
）、

観
世
信
光
「
皇
帝
」（
宮
中
の
し
ず
ま
り
）、「
野
宮
」（
嵯
峨
の
野
宮
）、「
巴
」（
流
水
心
無
う
し
て
）、「
天
鼓
」（
鼓
の
声
）、「
源
氏
供
養
」

（
鐘
の
声
）、「
梅
枝
」（
独
居
の
生
活
）、「
初
雪
」（
法
事
）、「
大
会
」（
禅
観
の
窓
）、「
現
在
七
面
」（
読
誦
）

　

こ
の
よ
う
に
謡
曲
に
お
い
て
は
、
世
阿
弥
の
能
で
「
心
澄
む
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
、
こ
れ
の
影
響
が
あ
る
た
め
か
後
の
謡
曲
に
も
よ
く

見
ら
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
の
人
々
の
好
み
と
も
、
ま
た
能
が
も
と
も
と
宗
教
的
な
世
界
を
志
向
し
て
神
聖
な
空

間
を
求
め
る
傾
向
が
強
い
か
ら
と
も
思
わ
れ
る
。「
芭
蕉
」
の
場
合
は
仏
事
に
お
い
て
「
心
澄
む
」
と
し
て
い
る
面
も
強
い
。
こ
れ
の
反

対
の
表
現
と
し
て
は
、「
心
濁
る
」
が
あ
り
、
観
世
元
雅
の
謡
曲
「
歌
占
」
な
ど
に
見
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
能
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
例
で
は
、
心
澄
む
神
聖
な
空
間
は
、
水
・
月
・
寺
社
と
い
う
場
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
世
阿
弥
の
「
姨
捨
」
で
は
、
都
方
の
男
が
名
月
に
心
澄
ま
す
う
ち
に
、
捨
て
ら
れ
た
老
女
の
霊
が
登
場
し
、
月
の
光
の
も
と
で
舞
を

舞
う
が
、
月
は
西
に
傾
く
も
の
で
、
阿
弥
陀
の
浄
土
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
月
は
阿
弥
陀
如
来
の
右
の
脇
侍
で
あ
る
勢
至
菩
薩

で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
姨
捨
山
は
浄
土
と
化
し
て
ゆ
く
。「
羽
衣
」
の
天
女
の
舞
に
も
こ
の
テ
ー
マ
は
見
え
て
い
る
。
天
女
の
舞
に
よ
っ

て
、
駿
河
の
三
保
の
松
原
に
は
月
宮
殿
の
有
様
も
現
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
山
や
海
辺
の
浄
土
化
は
、
浄
土
の
使
者
の
よ
う
な
シ
テ
の
舞
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
人
一
つ
「
東
北
」
の
例
を
あ
げ
る
。
こ
の
能
は
作
者
不
明
で
あ
る
が
、
東
国
方
よ
り
出
た
僧

（
ワ
キ
）
が
京
都
東
北
院
で
和
泉
式
部
の
幽
霊
（
シ
テ
）
に
会
い
、
和
泉
式
部
の
故
事
や
東
北
院
の
い
わ
れ
を
聴
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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後
シ
テ
の
ク
セ
の
舞
の
終
末
部
に
は
、

　
（
地
）
…
澗
底
の
松
の
風
、
一
声
の
秋
を
も
よ
ほ
し
て
、
上
求
菩
提
の
機
を
見
せ
、
池
水
に
映
る
月
影
は
、
下
化
衆
生
の
相
を
得

た
り（
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。

と
あ
る
。
東
北
院
は
次
第
に
仏
教
的
な
世
界
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
同
じ
く
和
泉
式
部
を
主
人
公
と
す
る
「
誓
願
寺
」（
作
者

不
明
）
で
は
、
一
遍
上
人
（
ワ
キ
）
が
誓
願
寺
に
や
っ
て
き
て
御
札
を
広
め
る
。
そ
こ
へ
女
（
前
シ
テ
）
が
現
わ
れ
、
上
人
に
教
え
を
受

け
て
喜
び
、
上
人
を
礼
拝
し
て
姿
を
消
す
。
そ
の
後
和
泉
式
部
の
幽
霊
（
後
シ
テ
）
が
現
わ
れ
る
が
、
式
部
は
歌
舞
の
菩
薩
と
な
っ
て
お

り
、
舞
を
舞
う
う
ち
に
誓
願
寺
も
浄
土
と
化
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
『
平
家
物
語
』
の
「
心
澄
む
」
の
用
例
の
よ
う
に
、
音
楽
が
周
辺
の
環

境
を
浄
化
す
る
働
き
が
あ
る
の
に
も
似
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『
色
葉
和
難
集
』
に
よ
れ
ば
、
和
歌
は
こ
れ
を
享
受
す
る
人
々
の
心

を
澄
ま
さ
せ
る
も
の
で
、
人
々
の
罪
を
滅
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
シ
テ
）
常
の
燈
火
。
影
清
く　
（
地
）
さ
な
が
ら
こ
こ
ぞ
極
楽
世
界
に
。
生
ま
れ
け
る
か
と
あ
り
が
た
さ
よ
。
…

　
（
地
）
…
真
如
の
月
の
西
方
も
。
爰
を
去
る
事
遠
か
ら
ず
。
唯
心
の
浄
土
と
は
、
此
誓
願
寺
を
拝
む
な
り（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
誓
願
寺
は
菩
薩
聖
衆
の
来
迎
と
と
も
に
西
方
極
楽
浄
土
の
有
様
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。「
東
北
」「
誓
願
寺
」
は
も
は

や
「
心
澄
む
」
と
い
う
よ
り
は
、
荘
厳
な
仏
教
世
界
が
展
開
す
る
能
で
、
特
に
後
者
は
濃
密
な
曼
荼
羅
的
な
世
界
で
あ
る
。
な
お
舞
物
の

能
で
は
な
い
が
、
観
世
元
雅
の
能
「
弱
法
師
」
で
も
、
天
王
寺
周
辺
の
海
山
が
成
仏
の
姿
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
特
定
の
地
の
浄
土

化
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
二
五
二
番
、

　

近
江
の
湖
は
海
な
ら
ず　

天
台
薬
師
の
池
ぞ
か
し　

何
ぞ
の
海　

常
楽
我
浄
の
風
吹
け
ば　

七
宝
蓮
華
の
波
ぞ
立
つ

と
あ
り
、
琵
琶
湖
は
天
台
の
仏
教
的
な
池
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
見
え
る
。
さ
ら
に
『
三
国
伝
記
』
巻
十
・
十
二
話
・
覚
寛
僧
正
［
蒙
］

竹
生
嶋
利
生
事
に
、
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琵
琶
ハ
則
チ
三
摩
耶
形
也
。
湖
海
其
ノ
像
也
。
故
ニ
志
賀
ノ
浦
ノ
松
ノ
嵐
ハ
索
々
ト
シ
テ
石
上
ノ
呂
律
ヲ
調
ベ
、
筑
［
摩
］
江
ノ

急
雨
ハ
嘈
々
ト
シ
テ
流
泉
ノ
雅
音
ヲ
奏
セ
リ（
11
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。

と
あ
っ
て
、
琵
琶
は
三
昧
耶
（『
岩
波
仏
教
辞
典
』
で
は
、
日
本
で
は
平
等
・
本
誓
・
除
障
・
驚
覚
の
四
義
が
あ
る
と
い
う
）
の
形
で
、

し
た
が
っ
て
琵
琶
湖
全
体
が
三
昧
耶
の
像
で
あ
る
。
そ
こ
で
琵
琶
湖
は
松
風
が
吹
き
、
俄
雨
が
降
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
琵
琶
の

秘
曲
を
奏
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
思
想
は
天
台
で
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
例
を
含
め
て
、「
東
北
」「
誓
願

寺
」
に
は
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
と
い
う
天
台
的
な
思
考
の
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
能
の
世
界
が
自
身
の
神
聖
化
を
求
め
る
傾
向
が
強
い
こ
と
は
、
先
述
の
楽
人
の
思
想
の
流
れ
も
推
量
で
き
る
。
ま
ず
雅
楽
の
理
論

が
宇
宙
論
的
で
あ
る
。
北
山
陰
倫
凉
金
撰
の
『
管
絃
音
義
』（
文
治
元
年
＝
一
一
八
五
年
）
の
冒
頭
に
は
、

　

夫
管
絃
者
万
物
之
祖
也
。
籠
二
天
地
於
糸
竹
之
間
一
。
和
二
陰
陽
於
律
呂
之
裏
（
11
（

一
。

と
あ
る
。　

文
机
房
隆
円
の
琵
琶
の
書
『
文
机
談
』（
文
永
年
間
＝
一
一
六
四
〜
七
五
）
に
は
、
巻
一
・
孝
時
説
比
巴
由
来
事
に
こ
の
よ

う
に
あ
る
（
以
下
、
菊
亭
本
に
よ
る
）。

　

倩
事
の
心
を
う
か
ゞ
へ
ば
、
比
巴
は
こ
れ
せ
か
い
建
立
の
太
本
、
山
川
虚
空
の
儀
理
な
り
。
半
月
隠
月
の
顕
密
に
は
昼
夜
陰
陽
の

二
の
理
を
あ
ら
は
し
、
甲
乙
円
平
の
二
儀
に
は
天
地
高
下
の
不
同
を
し
め
す（
11
（

。

　

こ
の
琵
琶
を
め
ぐ
る
言
説
は
先
の
『
三
国
伝
記
』
の
琵
琶
湖
の
音
楽
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
『
竜
鳴
抄
』
で
は
鳥
の
声
・
風

の
音
・
池
の
波
に
極
楽
浄
土
を
思
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
『
教
訓
抄
』
巻
七
で
は
、

　

凡
ソ
舞
曲
ノ
源
ヲ
タ
ヅ
ヌ
ル
ニ
、
仏
世
界
［
ヨ
リ
］
始
テ
、
天
上
人
中
ニ
、
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
妓
楽
雅
楽
ヲ
奏
デ
、
三
宝
ヲ
供
養
シ

奉
テ
、
娯
楽
快
楽
ス
ル
業
ナ
ル
ベ
シ
。

と
し
、
雅
楽
を
奏
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
に
仏
世
界
を
現
出
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
楽
人
の
意
識
が
「
誓
願
寺
」
等
の
能
に
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流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
耕
雲
口
伝
』
に
は
、

　

万
物
の
性
は
不
生
不
滅
な
り
。
生
滅
に
あ
づ
か
ら
ざ
る
性
、
万
理
を
具
足
せ
り
。
此
一
性
は
天
地
に
さ
き
だ
ち
て
あ
ら
ず
と
い
ふ

時
も
な
く
、
と
こ
ろ
も
な
し
。
天
地
に
お
く
れ
て
も
ま
た
し
か
な
り
。
是
万
物
の
根
源
な
り
。
和
歌
の
こ
と
わ
り
ま
た
則
こ
れ
あ
り
。

…
天
地
の
う
ち
に
あ
り
と
し
あ
る
わ
ざ
、
何
事
か
こ
の
歌
の
道
を
は
な
れ
た
る
や
。
…
歌
を
ば
日
本
の
陀
羅
尼
（
な
り
）
と
古
人
こ

れ
を
云
へ
り
。

と
あ
っ
て
、
和
歌
に
も
宇
宙
論
的
な
見
解
は
見
ら
れ
る
。
こ
の
書
に
は
妙
音
院
相
国
に
琵
琶
を
習
う
話
も
あ
り
、
管
絃
と
和
歌
の
論
は
隣

り
合
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

な
お
『
文
机
談
』
に
も
管
絃
と
数
奇
の
関
係
は
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

又
僧
に
は
院
禅
・
長
慶
・
覚
暹
な
ど
い
ふ
ほ
う
し
す
き
も
の
ま
で
も
、
あ
ふ
に
あ
へ
る
御
世
な
り
け
り
。（
巻
一
・
堀
川
院
御
時

明
伶
事
）

　

信
義
う
た
の
か
み
、
三
男
至
光
、
こ
の
人
〳
〵
な
り
。
い
づ
れ
も
〳
〵
い
み
じ
き
す
き
人
な
り
け
り
。（
巻
二
・
慈
尊
曲
事
）

　

こ
の
重
通
と
申
は
大
宮
右
大
臣
俊
家
の
ま
ご
、
あ
こ
ま
ろ
大
納
言
宗
通
と
き
こ
え
給
し
人
の
す
ゑ
の
御
こ
な
り
。
御
堂
の
と
の
ゝ

ち
か
き
御
す
ゑ
な
り
け
り
。
こ
の
御
な
が
れ
の
殿
原
、
み
な
管
絃
に
は
好
士
に
て
を
は
し
ま
す
。
…
い
み
じ
き
す
き
人
に
て
を
は
し

ま
し
け
り
。（
巻
二
・
孝
博
門
弟
等
事
）

な
ど
と
あ
る
。
音
楽
は
和
歌
と
は
ま
た
異
な
っ
た
、
夢
中
に
な
っ
て
心
奪
わ
れ
る
世
界
で
、
そ
こ
に
数
奇
の
精
神
が
生
ま
れ
、「
心
澄
む
」

状
況
が
生
じ
、
こ
こ
か
ら
も
仏
道
に
近
づ
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

以
上
、「
心
澄
む
」
の
諸
相
を
見
て
き
た
が
、「
心
澄
む
」
と
「
心
澄
ま
す
」
と
は
ど
う
い
う
相
違
が
あ
る
の
か
も
当
然
問
題
と
な
る
が
、

こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



専修国文　第100号　（（

注（
（
）
世
阿
弥
学
会
編
「
総
合
芸
術
と
し
て
の
能
」
第
一
六
号
、
平
成
二
十
七
年
八
月

（
（
）
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
（
）「
和
歌
の
思
想　

詠
吟
を
視
座
と
し
て
」『
院
政
期
論
集
一
』
森
話
社
、
平
成
十
三
年

（
（
）
歌
論
歌
学
集
成
第
七
巻
（
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
（
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
歌
論
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
（
）
以
下
、
簗
瀬
一
雄
・
武
井
和
人
著
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
注
釈
』（
和
泉
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
）
に
よ
る
。

（
（
）
日
本
歌
学
大
系
別
巻
二
に
よ
る
。

（
（
）
以
下
、
日
本
歌
学
大
系
第
五
巻
に
よ
る
。

（
9
）
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
（0
）
以
下
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
（（
）
以
下
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
に
よ
る
。

（
（（
）
小
島
孝
之
・
浅
見
和
彦
編
『
撰
集
抄
』（
桜
楓
社
、
昭
和
六
十
年
）
に
よ
る
。

（
（（
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
（（
）
群
書
類
従
第
十
九
輯
に
よ
る
。

（
（（
）
以
下
、
群
書
類
従
第
十
九
輯
に
よ
る
。

（
（（
）
以
下
、
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
藝
術
論
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
（（
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。



（9　中世思想としての「心澄む」
（
（（
）「
水
鏡
─
紀
貫
之
と
世
阿
弥
─
」「
国
語
通
信
」
三
一
四
号
、
平
成
二
年
四
月
。『
宴
の
身
体
』（
岩
波
書
店
）
所
収
。

（
（9
）
以
下
、
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
（0
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』（
小
学
館
）
の
現
代
語
訳
に
よ
る
。

（
（（
）『
元
和
卯
月
本　

謡
曲
百
番
（
全
）』（
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。

（
（（
）
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
（（
）『
元
和
卯
月
本　

謡
曲
百
番
（
全
）』
に
よ
る
。

（
（（
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
（（
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
（（
）
中
世
の
文
学
（
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
（（
）
注
（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
）
以
下
、
岩
佐
美
代
子
『
校
注　

文
机
談
』（
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。


