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生
も
死
も
悦
べ
る
世
界
出

喜藤f
市
拘1
名
寺
住

堅イ山1:

須す

隆?
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往
生
と
い
う
こ
と

浄
土
が
、
わ
が
帰
る
べ
き
ふ
る
さ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
前
回
お
請
い
た
し
ま
し
た。
そ
れ
で
は
、

そ
こ
へ
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

ニ
ニ
か
し
二

申

法
然
上
人
の
教
え
で
は
、
「
往
生
と
い
う
は
此
を
捨
て
彼
に
往
き
、
蓮
華
に
化
生
す
る
な
り
」
と
い
う

こ
と
が
往
生
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
二
往
生
要
集
大
綱
ピ
。

即
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
に
往
っ
て
蓮
華
の
上
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。



こ
れ
は
大
変
に
尊
い
ご
教
示
、
重
大
な
ご
教
示
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
私
た
ち
は
し
っ
か
り

と
信
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
こ
れ
が
浄
土
宗
の
教
え
の
基
本
だ
か
ら
で
あ
り

ま
す
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
が
解
ら
な
け
れ
ば
浄
土
宗
の
教
え
は
解
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

説
明
い
た
し
ま
す
。

し

ゃ
ば

ま
ず
「
此
を
捨
て
」
と
あ
る
そ
の
「
此
」
と
は
、
こ
の
裟
婆
世
界
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

何
で
裟
婆
世

界
を
捨
て
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
苦
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

苦
は
百
十
苦
な
ど
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
無
限
に
あ
り
ま
す
が
、
線
本
的
に
は
生
・

老
・

病
・

死
の
四
苦
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
こ
の

む
み

よ
う

四
苦
と
い
う
の
は
無
明

(無
知
)
と
無
常
と
い
う
こ
と
が
原
岡
に
な
っ
て
起
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す。

無
明
と
い
う
の
は
、
道
理
を
知
ら
な
い
無
知
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
分
っ
て
い
る
よ
で
て
、

実
は
道
理
を
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

道
理
を
完
全
に
知
り
尽
せ
ば
悟
り
で
あ
り
ま
す。

お
釈
迦
織
と

同
じ
に
な
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
凡
夫
で
、
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
は
行
き
ま
せ
ん
。

法
然
上
人
の
、
「
池
の
水
人
の
心
に
似
た
り
け
り
濁
り
澄
む
こ
と
定
め
な
け
れ
ば
」
の
御
歌
の
と
お
り
で
、

今
日
は
よ
く
物
事
が
解
っ
て
お
利
口
な
自
分
で
い
る
か
と
思
え
ば
、
翌
日
は
も
う
ド
ロ
ド
ロ
に
濁
っ
た
泥

だ
ら
け
の
凡
夫
に
な
り
変
っ
て
い
る
、
道
理
な
ど
と
い
う
も
の
を
全
く
無
視
し
た
世
界
に
行
動
し
て
し

ま
っ
て
い
る
、
そ
こ
に
次
か
ら
次
と
苦
が
生
ま
れ
て
、
苦
の
連
続
の
生
稀
で
あ
り
ま
す

。

道
理
と
い
う
こ

と
は
ま
た
、
頭
で
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
実
行
し
て
い
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
、
こ
れ
が
す
べ
て
実
行
で

3 ー



き
た
ら
、
も
う
仏
嫌
で
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
に
は
全
部
が
道
理
に
ピッ
タ
リ
と
は
ま
っ
た
生
活
な
ど
は

な
か
な
か
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
無
常
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
も
う
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん。
諸
行
無
常
の
真
理
兵

実
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

初
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
移
り
変
っ
て
い
る
、

つ
白

流
れ
流
れ
て
い
る
世
界
で
す
か
ら

、

そ
れ
が
「
常
無
し
」
、
無
常
と
い
う
こ
と
な
わ
け
で
、
実
は
こ
れ
も

大
き
く
見
て
み
ま
す
と
、
全
体
が
生
き
る
、
生
き
て
い
く
た
め
に
無
常
な
の
で
す
ね
。

例
え
ば
、
私
だ
け

は
無
常
で
な
し
に
い
つ
ま
で
も
生
き
よ
う
と
す
る
、
す
る
と
次
に
生
ま
れ
て
く
る
人
の
出
番
が
あ
り
ま
せ

ん
ね
。

そ
れ
で
は
全
体
が
生
き
て
い
る
、
動
い
て
い
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

次
々
と
全
体
が
動
い
て

い
く
、
生
み
出
さ
れ
て
い
く
に
は
、
こ
の
私
が
ま
ず
、
時
が
来
た
ら
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
な
い
と
次
が
出
て
こ
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
恥
の
死
と
い
う
も
の
は
、
実
は
次
が

す
が
え

生
ま
れ
て
く
る
、
次
々
と
生
ま
れ
て
く
る
、
そ
う
い
う
総
体
と
し
て
の
生
か
さ
れ
る
相
の
中
の

一
環
で

あ
る
、
一
ニ回
目
の
と
き
に
述
べ
ま
し
た
が
、
人
の
死
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
、
全
体
的

に
は
、
そ
れ
が
殺
す
働
き
で
な
く
、
生
か
す
働
き
の
中
の

一
環
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
り
ま
す。

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
早
く
死
ね
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

与
え
ら
れ
た
命
を
全
う
し
て
こ

の
世
と
お
さ
ら
ば
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す。

こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
苦
と
い
う
も
の
は
こ
の
裟
婆
世
界
と
つ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
も
う

一- 4 一一



絶
対
に
離
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
す

。

そ
れ
で
す
か
ら
、
「
裟
婆
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た

。

裟
婆
と
は

白
い
イ
ン
ド
の

言
葉
で
す
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な
の
で
す
。

日
本
語
の
中
に
は
ず
い
分
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。

仏
教
か
ら
来
た
も
の
で
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
裟
波
宮
と
い
う
の
は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
サ
ハ
l

」
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
サ
ハ
ー
が
そ
の
ま
ま
中
国
に
入
っ
て
、
こ
れ

を
漢
字
で
裟
婆
と
当
て
字
し
た
わ
け
で
す
。

サ
ハ
!
と
い
う
音
だ
け
を
そ
の
ま
ま
漢
字
で
表
現
し
た
、
こ

う
い
う
の
を
音
写
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
そ
の
サ
ハ
!
の
意
味
は
と
い
う
と
、
こ
れ
は
「
堪
え
忍
ぶ
世

界
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

あ
ま
り
に
苫
が
多
す
ぎ
る
か
ら
堪
え
忍
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

L
ん
ど

世
界
、
そ
れ
で
漢
訳
語
と
し

て
は

「忍
土
」
な
の
で
す
。

忍
ぶ
枇
界
、
忍
ん
で
い
く
世
界
、
な
ん
で
す

。

忍
土
と
い
っ
た
ほ
う
が
ピ
ン
と
分
か
る
の
で
す
が
、
と
に
か
く
裟
婆
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
う
い
う
と
こ

え
ん
η

ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
す
か
ら
拾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厭
離
と
い
う
J
葉
を
使
っ

て
お
り
ま
す
が
、

「
厭
い
離
脱
」
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
単
に
苦
し
い
か
ら
、
自
分
が
苦
痛
だ
か
ら
、
そ
れ
で
捨
て
る
、
厭
離
す
る
と
い
う
の

"
人

組

で
は
な
し
に
、
話
を
初
め
に
も
ど
し
ま
し
て
、
そ
れ
は
槍
廻
す
る
世
界
、
ま
た
そ
の
裟
婆
へ
逆
も
ど
り{廻

り
も
ど
り

)
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
向
上
の
な
い
世
界
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
つ
ま
で
も
グ

ズ
グ
ズ
し
て
い
た
の
で
は
、
真
人
生
へ
到
達
す
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
、
人
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
兵
の

意
義
を
全
う
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
で
捨
て
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

- 5 



そ
う
い
う
こ
と
が
段
々
解
か
つ
て
き
ま
す
と
、
今
度
は
、
「
彼
に
往
き
蓮
華
に
化
生
す
る
」
と
い
う
こ

と
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
解
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
世
を
捨
て
る
、
厭
離
す
る
の
は
、
苦
の
世
界

・

輪
廻
の
世
界
で
、
と
て
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
は
、
自
分
が
他
を
生
か
す
よ
う
な
力
に
な
ど
、
と

て
も
な
れ
っ
こ
な
い
、
自
分
の
こ
と
だ
け
で
汲
々
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
で
別
の
世
界
(
巡

肇
化
生
の
俊
界
)
へ
往
く
の
で
す
か
ら
、
そ
の
蓮
華
化
生
の
世
界
と
は
、
「
自
分
が
他
を
生
か
せ
る
世
界
」

で
あ
る
わ
け
で
す
。
極
楽
と
は
、
そ
う
い
う
世
界
な
の
で
あ
り
ま
す
。
蓮
華
の
上
に
生
ま
れ
る
と
い
う
の

は
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
蓮
華
が
泥
沼
に
咲
い
て
あ
の
美
し
い
姿
、
清
い
姿
と
な
る

こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
、
そ
れ
で
仏
教
で
は
蓮
華
を
最
上
の
華
と
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
蓮
華
の

上
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
泥
沼
か
ら
、
そ
れ
を
超
え
た
最
上
の
世
界
に
生
ま
れ
変
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
最
上
の
世
界
と
は
、
「
他
を
生
か
せ
る
快
界
」
そ
の
も
の
で
す
。
そ
こ
の
と

ほ
つ
が
ん
も
ん
か

こ
ろ
を
善
導
大
師
様
は
『
発
願
文
』
に
、
「
彼
の
国
に
到
り
お
わ
っ
て
、
六
神
通
を
得
て
十
方
界
に
刈
っ
て
、

〈

L
ょ
う

苦
の
衆
生
を
救
娯
せ
ん
」
と
お
教
え
に
な
ら
れ
た
、
傾
楽
往
生
し
た
な
ら
ば
、
今
度
は
再
び
ト
万
界
に
環
っ

て
、
裟
獲
で
苦
労
し
て
い
る
人
た
ち
を
救
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
、
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
「
他

を
生
か
す
力
」
と
な
る
た
め
に
極
楽
へ
往
生
す
る
、
蓮
華
の
上
に
化
生
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
制
無
量

ん
ま
え
二

舟
経
』
に
は
ま
た
こ
の
こ
と
が
、
「
業
慨
を
浄
除
し
て
品
仏
の
前
に
生
ず
」
と
品
か
れ
、
ま
た
「
此
の
人

ふ
ん
だ
り
吋

は
こ
れ
人
中
の
分
陀
利
華
な
り
」
と
い
う
有
難
い
お
一
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
分
陀
利

- 6 ー



華
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
プ
ン
ダ
リ
1

カ
の
音
写
で
あ
り
ま
し
て
、
蓮
華
の
こ
と

で
、
し
か
も
単
な
る
蓮
華
で
は
な
い
、
最
高
最
上
の
白
蓮
華
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
蓮
華
化
生
と
は
私
が
蓮
華
の
人
と
な
る
、
最
高
最
上
の
人
と
な
る
、
仏
教
の
理
に

ピ
ッ
タ
リ
と
か
な
っ
た
理
想
的
人
間

(他
を
生
か
す
人
間
)
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
善
導
大
師
は
こ
れ
を
、

ニ
う

み
よ
う
二
う
じ
よ
う
け

う
事
い

し
よ
う

好
人
、
妙
好
人
、
上
々
人
、
希
有
人
、
最
勝
人
、
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す

(
『観
無
量
寿
経
疏
』)
。

こ
ん
な
有
難
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

こ
ん
な
悦
ば
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か。
で
す
か
ら

浄
土
宗
で
は
、
こ
の
栄
誉
を
頂
い
て
、
法
名
の
中
に

「
挙
こ
の
字
を
つ
け
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

誉
号
と

申
し
ま
す
。

法
名
中
に
誉
号
が
あ
れ
ば、

あ
あ
、
こ
れ
は
浄
土
宗
の
人
だ
な
あ
と
す
ぐ
に
分
か
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

- 7 ー

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
蓮
華
化
生
の
意
味
は
右
の
説
明
で
お
判
か
り
頂
け
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
実

際
に
、
具
体
的
に
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
死
後
人
間
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
問

題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

今
日
、
社
会
は
こ
の
こ
と
に
非
常
に
関
心
が
も
た
れ
、
変
な
表
現
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
「
あ
の
世
ば
や
り
」
と
い
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
。

丹
波
哲
郎
さ
ん
の
死
後
の
世
界
談
は
ま
あ
お
愛

嬬
な
面
が
あ
る
に
し
て
も
、
臨
死
体
験
の
真
面
白
な
本
が
外
国
か
ら
も
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

日
本
で

も
評
論
家
の
立
花
隆
さ
ん
が
懸
命
に
こ
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま

す
。

立
花
さ
ん
の
研
究
は
N
H
K

や
民
放
の
テ
レ
ビ
で
も
放
映
さ
れ
、
ま
た

『文
芸
春
秋
』
な
ど
に
も
成



果
を
発
表
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
覧
に
な
ら
れ
た
万
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
立
花
さ
ん
は
は
側
め
て

注
目
す
べ
き
発
表
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

紙
数
の
都
合
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
私
な
り
に
非
常
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
点
を
少
し
記
し
ま

す
と
、
立
花
さ
ん
の
研
究
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
お
医
者
さ
ん
な
ど
の
研
究
で
も
、ト
人
体
共
通
し
た
も
の
が

明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す

。

そ
れ
は
、
臨
死
体
験
を
し
た
人
た
ち
が
、
日
本
人
で
あ
れ
欧
米
人
で
あ
れ
、
ほ
ぽ
似
た
よ
う
な
こ
と
を

宙
開
っ
て
い
る
点
で
あ
り
ま
す。
次
回
は
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
、
拙
稿
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す

。

(
つ
づ
く
)

物

三五

- 8 ー
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に
こ
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球
が
危
な
い
f

付

時四~ --- ・ 『軍

「
ね
え
お
父
さ
ん
、
今
日
学
校
で
ね
、
あ
る
子

が
も
う
じ
き
地
球
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
っ

て
話
し
た
け
ど
さ
、
う
そ
だ
よ
ね
え
」

「そ
の
子
、
ど
こ
で
聞
い
た
っ

て
言
っ
た
の
」

「
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
と
か
、
何
と
か
つ
て
」

ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予

言
だ
ね
。

噂伺同・噂

「あ
あ
、

五長は

平谷せ

前 )II~
区

を岱F
位、開E
..1同J.
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一
九
九
九
年
の
七
月
に
、
恐
怖
の
大
王
が
空
か

ら
下
り
て
き
て
、
こ
の
世
界
が
終
わ
る
と
書
い

て
あ
る
ん
だ
よ
。

も
う

こ
O
年
も
前
に
、
日
本

で
も
翻
訳
出
版
さ
れ
て
、
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
っ

た
本
だ
よ
」

「お
父
さ
ん
は
ど
う
思
う
の
」
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「
そ
う
い
う
予
言
は
、
あ
く
ま
で
も
予
言
な
ん

だ
か
ら
、
深
刻
に
な
る
こ
と
も
な
い
と
思
う
な。

た
だ
ね
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
が
ど
う
の
と
か
で
は

な
く
て
、
そ
う
し
た
こ
と
が
話
題
に
な
る
と
い

う
こ
と
は
、
現
実
の
状
況
と
い
う
も
の
を
、
見

過
ご
し
て
は
お
け
な
い
ん
だ
よ
。

そ
の
本
が
出

た
時
日
本
で
は
オ
イ
ル
シ
ョ

ッ

ク
が
お
き
て
、

大
混
乱
だ
っ
た
ん
だ
、
そ
れ
こ
そ
明
日
の
生
活

が
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
か
つ

て
、
み
ん
な
す
ご

く
不
安
だ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

だ
か
ら
そ
の
本
も

爆
発
的
に
売
れ
た
ん
だ
よ
。

そ
し
て
今
は
そ
の

時
よ
り
も
、
も
っ
と
深
刻
な
ん
だ
よ
」

「
だ
か
ら
ま
た
話
題
に
な
っ
て
る
ん
だ
ね
」

「
お
父
さ
ん
は
ね
、
そ
ん
な
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス

の
予
言
ど
こ
ろ
じ

ゃ
な
く
て
、
実
は
も
っ
と
地

球
の
将
来
に
つ
い
て
心
配
し
て
い
る
ん
だ
」

「
ぇ
、
ど
う
し
て
、
今
予
ざ
な
ん
て
気
に
す
る

な
っ
て
言
っ
た
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
」

「
そ
れ
は
ね
、
去
年
東
京
と
大
阪
の
科
学
者
た

ち
が
約
一
年
か
け
て
ま
と
め
た
報
告
曾
が
あ
っ

て
ね
、
題
名
を
『
ジ
オ
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
』

(地
球
の
破
滅
)
と
い
い
、
二
O
九
O
年
に
人

類
は
滅
亡
す
る
と
い
う
報
告
書
な
ん
だ
よ
」

「
ゃ
だ
、
科
学
者
の
人
速
が
そ
ん
な
こ
と言
っ

て
い
る
の
、
そ

っ

ち
の
方
が
も
っ
と
怖
い
ん

- 10 ー

じ
ゃ
な
い
」

「で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
見
る
と
ね
、
破
滅
は
三

段
階
で
進
む
ん
だ
そ
う
だ
。

第
一
段
階
は
、
地

球
の
人
口
が
二
O
二
四
年
ま
で
に
今
の
一
・

六

倍
に
な
っ
て
食
べ
物
や
資
源
が
不
足
し
て
く
る

け
れ
ど
も
、
み
ん
な
が
い
い
生
活
、
よ
り
よ
い

生
活
が
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
変
え
ら
れ
な
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い
の
で
、
ど
ん
ど
ん
深
刻
に
な
っ
て
ゆ
く
そ
う

だ
。
そ
し
て
第
二
段
階
は
、
み
ん
な
が
そ
の
滅

亡
す
る
危
険
性
に
気
が
つ
い
て
、
先
進
国
で
は

生
活
を
押
さ
え
る
こ
と
、
我
慢
す
る
こ
と
を

知
っ
て
、
経
済
成
長
が
止
ま
る
ん
だ
ね
。

し
か

し
ま
だ
生
活
が
豊
か
で
な
い
南
の
国
々
で
は
生

活
の
向
上
を
求
め
る
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
よ

ね
、
そ
れ
が
二
O
五
七
年
ま
で
続
く
ん
だ
そ
う

だ
。
そ
し
て
第
三
段
階
で
は
、
結
局
資
源
の
限

界
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
世
界
は
無
秩
序
状
態

に
な
り
、
弱
肉
強
食
の
時
代
に
な
っ
て
、
強
者

だ
け
が
生
き
残
っ
て
、
環
境
破
壊
も
進
ん
で
、

お
そ
く
と
も
二
O
九
O
年
ま
で
に
人
類
は
全
員

滅
亡
す
る
と
な
っ
て
い
る
ん
だ
」

「
え
え
、
あ
と
九
八
年
後
っ
て
い
う
こ
と
」

「
そ
れ
か
ら
別
の
報
告
書
に
は
ね
」

「
え
え
、
ま
だ
あ
る
の
」

「
ス
イ
ス
の
環
境
保
護
団
体
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
研
究
所
の
発
表
で
は
、
地
球
の
温
暖
化
が
こ

の
ま
ま
進
ん
で
ゆ
く
と
気
候
が
変
化
し
て
し
ま

い
、
雪
が
な
く
な
り
、
高
山
植
物
が
絶
滅
し
、

害
虫
が
増
え
、
森
に
火
災
が
お
き
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
ア
ル
プ
ス
で
も
三
十
年
以
内
に
ス
キ
ー
が
で

き
な
く
な
る
と
言
っ
て
い
る
そ
う
だ
よ
」

-11 ー

「
何
か
暗
く
な
っ
て
き
た
一

「
お
父
さ
ん
が
二
十
年
以
上
前
に
読
ん
だ
渡
辺

格
と
い
う
生
物
学
の
先
生
の
本
に
、
『
人
類
の

将
来
は
恥
ず
べ
き
生
存
か
、
尊
厳
な
る
滅
亡
か

の
二
つ
の
道
し
か
な
い
』
と
い
う
こ
と
が
警
か

れ
て
い
て
、
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と

を
今
で
も
党
え
て
い
る
け
ど
、
現
代
は
滅
亡
へ

の
第
一
段
階
を
す
で
に
歩
き
始
め
て
い
る
こ
と
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を
思
う
と
、
よ
り
そ
れ
が
現
実
的
だ
し
、
ま
た

恥
ず
べ
き
生
存
さ
え
も
残
さ
れ
て
い
な
い
と
苫

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
」

「
恥
ず
べ
き
生
存
と
尊
厳
な
る
滅
亡
っ
て
ど
う

い
う
こ
と
」

ー菅島零晶唖同開『酬

「
ミ
ー
ち
ゃ
ん
に
は
少
し
難
し
い
話
に
な
る
け

ど
、
今
惟
界
は
、
文
化
が
発
展
し
て
い
る
地
域

と
昔
な
が
ら
の
生
活
を
統
け
て
い
る
地
域
と
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
よ
。

文
化
の
発
展

し
て
い
る
地
域
と
い
う
の
は
主
に
北
に
集
中

し
、
昔
な
が
ら
の
生
活
を
し
て
い
る
地
域
は
南

に
集
中
し
て
い
る
ん
だ
。
文
化
が
発
展
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
資
源
を
産
業
に
利
用
し
た
り
加

工
し
た
り
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
南
の
地
方
は
資

源
や
食
べ
物
が
採
れ
る
と
こ
ろ
で
、
北
は
そ
れ

を
使
う
と
こ
ろ
と
い
う
構
図
が
で
き
て
し
ま
っ

酔圃・帯『臨唱'宅再開討司寸 r.__ r ・、← r.. ~ 

た
ん
だ
ね
。

食
べ
物
を
例
に
た
だ
せ
ば
、
南
の

人
は
採
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
食
べ
て
い
る
ん

だ
け
ど
、
北
の
人
は

一
度
家
蓄
の
飼
料
と
し
て

食
べ
さ
せ
、
牛
や
豚
を
大
き
く
育
て
て
か
ら
食

べ
る
わ
け
だ
か
ら
、
南
の
人
は
北
の
人
の
三
倍

も
人
口
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
食
べ
物
は
半
分

づ
つ
の
最
を
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

ん
だ
そ
う
だ
よ
。

い
ろ
い
ろ
な
資
源
、
た
と
え

- 12-

ぱ
石
油
な
ん
か
を
例
に
と
っ
た
っ
て
、
圧
倒
的

に
北
で
使
っ

て
い
る
わ
け
だ
よ
ね
。

だ
か
ら
、

北
の
地
域
は
ど
ん
ど
ん
控
か
に
な
り
、
早
く
て

快
適
で
使
利
な
生
活
を
送
れ
て
い
る
わ
け
だ
け

ど
、

一
方
南
の
人
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
貧
し
く

な
っ
て
い
る
の
が
現
実
な
ん
だ
よ
」

「
そ
れ
で
、
恥
ず
べ
き
生
存
つ
て
な
あ
に
」

「
だ
か
ら
今
の
よ
う
な
状
態
を
ど
ん
ど
ん
進
め
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て
ゆ
く
こ
と
。
北
の
人
が
、
南
の
人
た
ち
の
こ

と
を
ま
っ
た
く
考
え
ず
に
、
む
し
ろ
そ
の
人
た

ち
に
悪
い
と
こ
ろ
を
全
部
押
し
つ
け
る
。
た
と

え
ば
公
害
を
だ
す
工
場
を
そ
っ
ち
の
国
に
作
る

と
か
、
原
子
力
の
有
害
な
廃
棄
物
を
そ
っ
ち
の

国
に
捨
て
に
行
く
だ
と
か
、
自
分
た
ち
の
欲
し

い
食
べ
物
だ
け
を
作
ら
せ
る
だ
と
か
し
て
、
そ

ち
ら
の
国
の
人
が
ど
ん
な
に
困
ろ
う
が
、
ど
ん

な
状
態
に
な
ろ
う
が
、
お
構
い
な
し
に
行
な
う

こ
と
。
自
分
た
ち
が
早
く
て
便
利
で
快
適
な
生

活
が
お
く
れ
、
お
い
し
い
物
を
食
べ
ら
れ
る
こ

と
だ
け
を
考
え
る
こ
と
。

そ
う
い
う
自
分
さ
え

よ
け
れ
ば
と
い
う
考
え
方
。

そ
し
て
、
や
が
て

は
友
人
さ
え
も
敵
に
回
し
、
強
い
者
だ
け
が
生

き
残
っ
て
ゆ
く
こ
と
。
そ
ん
な
こ
と
い
い
わ
け

な
い
よ
ね
、
仏
様
だ
っ
て
持
し
て
く
れ
な
い
よ

電晶喝持需が何千 町 一-今町一--唱 崎 叩 ・~.- ...四 ム司 -内司哩守司司』司』同

ね
。

そ
れ
で
も
そ
の
ほ
う
が
い
い
と
い
う
生
き

方
を
恥
ず
べ
き
生
存
と

一吉
っ
た
ん
だ
よ
」

「
そ
れ
じ
ゃ
、
尊
厳
な
る
滅
亡
っ
て
」

「
そ
の
反
対
さ
、
今
こ
の
地
球
上
に一緒
に
生

き
て
い
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
人
で
も
み
ん
な
関

わ
り
が
あ
る
っ
て
こ
と
な
ん
だ
。

そ
れ
を
仏
様

は
『
縁
」
っ
て
言
っ
て
い
る
よ。
だ
か
ら

、

み

ん
な
が
支
え
あ
っ
て
共
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が

一
番
大
事
な
こ
と
だ
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
、

北
の
人
た
ち
も
自
分
た
ち
の
生
活
を
少
し
押
さ

え
て
、
必
要
以
上
の
食
べ
物
や
、
必
要
以
上
の

ぜ
い
た
く
を
や
め
る
こ
と
に
し
て
、
そ
し
て
南

の
人
た
ち
の
生
活
の
手
助
け
を
し
、
市
の
人
た

ち
も
安
全
で
豊
か
な
生
活
が
お
く
れ
る
よ
う
に

- 13 ー

な
る
こ
と
を
目
指
し
て
ゆ
く
こ
と
。

こ
れ
は
仏

織
も
喜
ぶ
人
間
の
道
で
あ
る
け
れ
ど
、
地
球
の
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資
源
に
限
界
が
あ
る
た
め
に
、
尊
厳
な
る
滅
亡

と
言
っ
た
ん
だ
ね
」

「
そ
れ
じ
ゃ
、
ど
っ
ち
も
や
だ
」

「
そ
し
て
科
学
者
た
ち
は
、
や
が
て
人
類
は
そ

の
両
方
の
道
を
た
ど
っ
て
、
結
局
は
絶
滅
し
て

し
ま
う
と
言
っ
て
い
る
ん
だ
」

「
絶
望
的
ね
」

「
で
も
ね
、
お
父
さ
ん
は
も
う
少
し
人
間
の
仏

性
、
仏
の
子
と
し
て
の
人
聞
を
信
じ
た
い
ん
だ
」

「
希
望
が
あ
る
っ
て
こ
と
」

「
そ
う
、
さ
っ
き
の
こ
O
九
O
年
の
話
だ
け
れ

ど
、
第
一
段
階
、
第
二
段
階
、
第
三
段
階
を
そ

れ
ぞ
れ
三
十
三
年
と
計
算
し
て
い
る
ん
だ
よ

ね
。

こ
れ
は
余
り
に
も
単
純
な
気
が
し
て
な
ら

な
い
ん
だ
。
北
の
地
域
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち

の
生
き
方
の
誤
り
に
気
づ
く
の
に
後
三
十
三
年

も
か
か
り
、
ま
た
そ
の
後
も
南
の
人
遼
は
北
と

同
じ
生
き
方
、
目
指
す
道
を
変
え
な
い
と
予
想

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う

か
な
あ
。

こ
の
予
想
を
し
て
い
る
科
学
者
た
ち

も
、
今
の
自
分
た
ち
の
生
き
方
、
目
指
し
て
い

る
道
、
一
見
豊
か
な
生
活
、
そ
う
し
た
今
の
生

活
が
い
い
も
の
、
正
し
い
も
の
と
思
っ
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か

。
早
く
て
便
利
で
快
適
な
生
活
、

こ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
幸
せ
な
生
き
方
だ
と
思

- 14 一

い
こ
ん
で
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
あ
」

「
‘
ぇ
、
ぇ
、
遠
山
、
つ
の
」

「
う
ん
、
違
う
と
思
う
。

そ
の
こ
と
に
世
界
中

の
人
が
早
く
気
が
つ
け
ば
、
人
類
の
滅
亡
も
な

く
尊
厳
な
る
生
存
が
約
束
さ
れ
る
と
思
う
よ
」

「
え
、
本
当
。
尊
厳
な
る
生
存/
」

「
そ
れ
が
仏
様
の
教
え
だ
か
ら
」(
つ
づ
く
)
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法
然
上
人
銭
仰
会
は
月
刊
誌
『
持
土
』
を
刊
行
し
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
教
え
を
宣
揚
し
、
念
仏
信
仰

の
実
践
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
、
「
浄
土
』
誌
は
五
十
八
巻
を
刊
行
し
、
銭
仰
会
創
立
以
来
の
熱

意
を
盛
り
返
し
た
く
努
力
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
弊
会
の
活
動
は
、
『
浄
土
』
誌
の
刊
行
が
唯
一
の
務
め

と
い
う
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
細
々
と
し
た
微
力
な
努
力
に
終
始
し
て
い
る
状
態
で
す
。
し
か
も
雑
誌
の
発

行
自
体
も
不
手
際
や
遺
漏
の
多
い
作
業
で
、
愛
読
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
会
員
諸
兄
に
は
、
ま
こ
と
に
申

し
況
な
い
か
ぎ
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
と
も
か
く
も
「
浄
土
』
の
灯
を
消
す
こ
と
な
く
、
遅
々
と
し
た

歩
み
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
一
歩
一
歩
前
進
し
て
ま
い
り
た
く
、
担
当
の
も
の
、

一
一層
の
精
進

を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
「年
会
費
金
二
万
円

」
の
ご
助
成
を
も
っ
て
、
弊
会
の
維
持
会
員
と
し
て
月
刊
『
浄

土
』
刊
行
に
暖
か
い
ご
支
援
を
賜
わ
り
た
く
、
重
ね
て
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

法
然
上
人
鎖
仰
会
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「一一

法

話
し一一

「
紅
梅
」の
連
歌

仏
教
に
花
は
切
離
せ
な
い
。
禅
僧
の
鍛
蹴
を

集
め
た
カ
レ
ン
ダ
ー
、
四
月
に
は
「
拍
車
示
殺

衆
皆
黙
然
」
が
充
て
ら
れ
、
隣
町
の
出
雲
大
社

合会
Eヨ

回
文
雄

『
必
雲
市
大
念
寺
住
殿
)

で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
華
燭
の
典
」
が
述
休
か
ら

五
月
十
五
日
の
祭
礼
に
か
け
て

a

段
と
盛
ん
に

な
る
が
、
そ
の
「
草
燭
」
は
仏
教
か
ら
出
た
品
、

だ
と
い
う

最
近
特
に
、
花
の
種
類
が

増
え
た
よ
う
に
思
う
。

筆
者
に
は
、
町
に
見
か

そ
れ
に
し
て
も
、
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け
る
多
彩
な
花
々
の
名
前
な
ど
、
到
底
党
え
き

れ
な
い
。

而
し
て
、
そ
の
多
く
は
外
国
産
で
あ

る
。

こ
の
渡
来
植
物
に
つ
け
て
思
い
浮
か
ぶ
、

平
安
時
代
の
例
を
記
し
て
み
た
い
。

勅
撰
和
歌
集
の
三
番
目
は
『
拾
遺
和
歌
集
」

で
あ
る
。

そ
れ
の
「
巻
十
八
」
は
「
雑
賀
」
部

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、

中
将
に
侍
り
け
る
時
、
右
大
弁
源
致
方

朝
臣
の
も
と
へ
、
八
重
紅
梅
を
折
り
て

つ
か
は
す
と
て

右
大
将
実
資

流
俗
の
色
に
は
あ
ら
ず
梅
の
花致

方
朝
臣

珍
重
す
べ
き
も
の
と
こ
そ
み
れ

と
い
う
連
歌
が
含
ま
れ
て
い
る。

こ
れ
の
大
意

キ
品
、

右
大
将
の
実
資
が
、
中
将
だ
っ
た
頃
、
源

致
方
の
所
へ
、
八
重
の
紅
梅
に
添
え
て
、

「
こ
の
梅
は
世
間
一
般
に
あ
る
よ
う
な
平
凡

な
色
を
し
て
は
い
な
い
よ
」
と
い
う
意
味
な

る
、
和
歌
の
、
上
の
句
を
詠
み
送
っ
た
と
こ

ろ
、
致
方
は
、
「
い
か
に
も
、
珍
ら
し
く
大

- 17 ー



切
に
す
べ
き
梅
だ
と
存
じ
ま
す
」
と
、
下
の

句
を
つ
け
て
返
し
た
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
。

な
の
に
ど
う
し
て
、
こ
れ
が
勅
撰
集
に
採
ら
れ

る
ほ
ど
の
値
打
ち
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う

か
。こ

の
連
歌
を
十
分
に
鑑
賞
す
る
為
に
は
、
当

時
の
様
相
の
正
確
な
把
握
が
必
要
と
な
る
。

和
歌

一
首
を
詠
む
の
に
、

二
人
が
上
・

下
に

分
担
し
た
例
は
、
『
万
葉
集
』
は
じ
め
既
往
の

歌
集
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
問
題
は
な

-v 「
権
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
白
梅
と
紅
梅
が

あ
る
。
そ
の
場
合
、
『
万
葉
集
」
を
見
る
な
ら
、

春
の
野
に

霧
た
ち
わ
た
り

降
る
勺
と

人
の
見

零ふ る
りま
くで
る
勺機

Æ:.h をの
2十咋 イE
V 梅散
ソのる

る花 22
か匂

五
も)

山
高
み

散
り
か
も
く
る
と

(
巻
十
)

の
よ
う
に
、
「
降
り
く
る
勺
を
梅
か
と
思
う
」

乃
歪
は
「
散
る
梅
を
雪
が
降
る
か
と
思
う
こ
と

だ
」
の
知
く
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
雪
と
は
古
来
、
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白
い
も
の
。

し
た
が
っ
て
、
梅
も
当
然
白
梅
、

と
い
う
こ
と
に
な
る

。

つ
ま
り
、
平
安
中
期
以

前
で
あ
れ
ば
、
梅
は
白
梅
が
普
通
で
、
紅
梅
は
、

中
国
渡
来
、
漢
土
か
ら
の
新
植
物
、
珍
品
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

故
に
、
実
資
は
、
か
よ
う
な
貴
重
品
扱
い
の
、

舶
来
の
紅
梅
、
そ
れ
も
八
竜
の
梅
を
送
っ
た
わ

け
で
あ
っ
た
。

四

か
の
連
歌
、
珍
貴
な
品
の
贈
符

で
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
連
歌
と
迄
は
承
知
で
き

た
が
、
左
様
な
、
物
品
の
珍
ら
し
さ
だ
け
に
連

と
こ
ろ
で
、

歌
の
価
値
が
あ
る
筈
は
な
い
。
勅
撰
集
に
選
ば

れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
歌
そ
の
も
の
に
良
さ
が

あ
っ
た
筈
。

で
は
、
そ
の
良
さ
、
面
白
さ
は
、

ど
の
辺
り
に
見
出
せ
よ
う
か
。

そ
も
そ
も
和
歌
と
は
、
「
や
ま
と
う
た
」
と

呼
ば
れ
る
通
り
、
日
本
で
発
生
し
、
詠
ま
れ
続

け
て
来
た
か
ら
に
は
、
用
語
も
「
や
ま
と
こ
と

ば
」
が主
体
と
な
る
。

今
日
で
こ
そ
、
外
来
語・

外
国
語
を
屡
々
見
か
け
る
も
の
の
、
か
つ
て
は

殆
ん
ど
が
和
語
、
即
ち
「
や
ま
と
こ
と
ぱ
」
で

占
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
う
い
う
中
に
あ

っ

て
、
こ
の
連
歌
は
異
織

で
あ
る
。

「
流
俗
」
「
珍
重
」
な
る
漢
語
が
使
わ

れ
て
い
る
。

別
な
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
で
置
換
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え
る
こ
と
も
で
き
た
ろ
う
に
、
何
故
か
。

理
由
は
、
前
節
の
説
明
か
ら
既
に
御
判
り
頂

け
よ
う
。

贈
答
物
品
が
中
国
渡
来
の
も
の
だ
か

ら
こ
そ
、
歌
中
に
中
国
語
即
ち
漢
語
を
持
っ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。

因
み
に
、
贈
ら
れ
た
句
内

に
用
い
ら
れ
た
「
流
俗
」
を
受
け
、
「
珍
重
」

を
用
い
て
返
句
に
応
じ
た
わ
け
で
あ
る
。

和
歌
で
は
、
め
っ
た
に
使
わ
れ
な
い
、
漢
詩

に
対
す
る
漢
語
を
、
そ
こ
に
、
こ
の
連
歌
の
特

徴
、
面
白
味
が
存
し
、
ひ
い
て
は
勅
撰
歌
と
な

り
得
た
の
で
あ
っ
た
。

五

最
後
に
、
こ
の
連
歌
が
「賀
」
の
部
に
入
っ

て
い
る
の
は
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
点
に
触
れ

る
。「

珍
重
」
な
る
語
、
こ
の
連
歌
と
同
時
代
の
辞

書
を
通
じ
て
は
、
め
で
た
い
と
喜
ぴ
祝
う
語
で

あ
る
と
知
れ
る
。

そ
こ
に
、
こ
の
連
歌
が
「
雑

賀
」
の

一
つ
と
な
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

今
な
ら
格
別
珍
ら
し
く
も
な
い

「紅
梅
」
が
、

平
安
の
当
時
、
公
卿
聞
に
珍
物
と
し
て
贈
答
さ

れ
て
い
て
、
揚
句
に
は
、
勅
撲
集
に
載
る
ま
で

の
和
歌
さ
え
生
み
出
し

た
こ
と
に
、
甚
だ
興
味

を
党
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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心
の
し
ら
べ

世
界

秀
で

話三
人 愛

戸喜子
〔集工

て
い

か

「
百
人
一
首
」
は
藤
原
定
家
(
一
二
ハ
二
l

一

二
四

こ

が
文
麻
二
年

ご
二
三
五
)
三
百
五

十
年
間
に
わ
た
っ
た
秀
れ
た
歌
人
、

一
人

一
首

を
選
ん
で
歌
集
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

妖
艶
な
歌
風
と
流
麗
な
歌
調
の
歌
を
集
め
、
定

家
の
幽
玄
妖
艶
の
歌
に
対
す
る
美
意
識
に
よ
っ

て
選
抜
編
纂
さ
れ
た
点
に
そ
の
価
値
が
あ
る
。

「
百
人
一
首
」
は
長
く
か
っ
広
く
愛
唱
さ
れ
て

現
代
に
う
け
つ
が
れ
、
歌
留
多
に
ま
で
利
用
さ

、_J

細

隆

善
(俳
号
豊
明
)

田

れ
普
及
さ
れ
た
歌
集
で
あ
る
。

「
百
人
一
首
」

は
恋
や
愛
を
歌
に
し
た
作
品
が
多
く
、
こ
の
よ

う
な
愛
の
詩
集
は
世
界
に
そ
の
例
を
見
な
い
も

b
z
e
ら
事
ん
モ
う

の
で
あ
る
。

「
百
人

一
首
」
は
「
小
倉
山
荘
色

紙
和
歌
」
と
い
い
、
ほ
か
に
百
人

一
首
と
称
す

る
も
の
が
あ
る
の
で
「
小
倉
百
人

一
首
」
と
い

う
。

「
小
倉
」
は
こ
の
歌
集
編
纂
綜
り
の
京
都

の
小
倉
山
を
い
う
。

「
百
人
一
首

」
編
纂
の
藤
原
定
家
「
さ
だ
い
え
」
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司古市~ー・ー--

で
あ
る
が
、
歌
人
と
し
て
は
「
て
い
か
」
と
読
み
、

鎌
倉
時
代
前
期
の
最
大
の
歌
人
で
あ
り
歌
学
者

で
も
あ
っ
た
。
父
は
平
安
、
鎌
倉
時
代
の
歌
人
、

藤
原
俊
成
、
「
と
し
な
り
」
で
あ
る
が
歌
人
と

ち
か

し
て
「
し
ゅ
ん
ぜ
い
」
と
い
う
。
母
は
藤
原
親

た
だ忠

の
娘
、
定
家
は
応
保
二
年
(
一
二
公
乙
生

れ
、
歌
才
に
恵
ま
れ
、
十
七
歳
に
て
名
を
な
し

「
近
代
秀
歌
」
の
新
風
を
ま
き
お
こ
し
、
山
崎
仁

元
年
三
二

O

こ
に
は
「
新
古
今
和
歌
集
」

の
撰
者
と
な
り
元
久
二
年
(
一
二
O
五
)
世
に

出
さ
れ
て
、
和
歌
史
上
大
き
な
波
紋
を
投
じ
た
。

と
ん
ち
申
う
立
と
ん

定
家
は
権
中
納
言
の
職
に
あ
っ
た
が
、
天
福み

よ
う

元
年
(
一
二
三
三
)
職
を
辞
し
出
家
し
て
明

静
と
称
し
た
。

七
十
四
歳
の
晩
年
に
「
百
人

一
首
」
を
撰
集
し
、
仁
治
二
年

(
一
二四
こ

八
月
二
十
四
、
八
十
歳
に
し
て
没
し
、
墓
は
京

一一一牛島一，ー キ合一一 色会~-ー}一- . .~ .....一ー
--~専問』 寸e、 -. 司司』ョー ー -可申- --ゆ h・ー・・ーー-ー-
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h
'

都
市
上
京
区
相
国
寺
に
あ
る

。
定
家
の
歌
風

ち
ゃ
〈

L

た
め
い
え

は
嫡
子
為
家
に
よ
っ
て
継
が
れ
た

。

定
家
の

偉
業
は
「
新
古
今
集
」
「
百
人
一
首
」
に
と
ど

ま
ら
ず
治
本
四
年

(
一
一
八
O
)
二
月
五
日
、

十
九
歳
の
と
き
か
ら
「
百
人
一
首
」
を
撰
集
し

た
七
十
四
歳
に
至
る
五
十
六
年
間
に
わ
た
り
書

め
い
げ
つ
量

き
つ
づ
け
た
「
明
月
記
」
は
貴
重
な
史
啓
で
あ

る
。
こ
の
占
は
歌
の
記
録
の
み
な
ら
ず
政
治
生

活
、
経
済
生
活
、
宮
廷
社
会
の
内
部
に
わ
た
り
、

文
学
作
品
と
し
て
も
芸
術
性
の
高
い
記
録
で
あ

り
、
歴
史
史
料
で
あ
る
。

う
つ
の
み
や

宇
都
宮
は
北
部
関
東
地
方
の
中
心
地
と
し
て

古
来
栄
え
、
宇
都
宮
家
は
関
東
の
富
強
な
豪
族

と
し
て
誇
っ
た
。
当
時
は
字
都
宮
の
武
将
、
{
子

よ
り
つ
血

都
宮
頼
綱

(承
安
二
年
〈
一

元
年
〈
一
二
五
九
〉
、

一
七
二
〉
|
正
元

八
十
六
歳
没
)
は
後
半



綱h岡島噌-・

生
は
京
都
の
小
倉
山
に
豪
華
な
小
倉
山
荘
に
住

み
、
和
歌
を
愛
好
し
、
当
代
和
歌
の
大
家
で
あ

る
定
家
と
親
交
し
、
定
家
の
嫡
子
為
家
に
頼
綱

は
娘
を
結
婚
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

小
倉
山

は
嵐
山
に
近
く
高
さ
は
四
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で

あ
る
が
紅
葉
の
名
所
と
し
て
有
名
で
あ
り
、

じ
よ
う
じ
ゃ
っ
ニ
う
い
ん
じ
そ
ん
い
ん
さ
秒
う
ぜ
じ
よ
ほ

と

付

常
寂
光
院
、
二
尊
院
が
あ
り
、
祇
王
祇
女
、
仏

ご

ぜ
ん
め
だ
し
の

御
前
た
ち
が
隠
棲
し
た
祇
王
寺
さ
ら
に
化
野
の

念
仏
寺
も
近
い
。

し
か
し
小
倉
山
荘
の
跡
地
を

調
べ
た
が
き
だ
か
で
は
な
か
っ
た
。

即時即時作品恥 ・、....- _.-~咽.噌剣-持守唱需蝉呪#宅再哩持f唱明持喫静マ唱

頼
綱
は
将
軍
実
朝
暗
殺
事
件
(建
保
七
年
(
一

一
一
一
九
)
)
に
潔
白
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た

じ
っ
し

ん
ぼ
う

れ
ん
し
よ
う

め
出
家
し
、
実
信
房
蓮
生
と
称
し
て
、
後
半

生
は
小
倉
山
に
住
ん
で
い
た
。

頼
綱
は
小
倉
山

荘
の
襖
に
、
歌
壇
の
第

一
人
者
で
あ
り
親
戚
で

も
あ
る
定
家
に
依
頼
し
て
、
古
来
か
ら
著
名
な

歌
人
の
歌
、
百
首
を
選
び
、
さ
ら
に
そ
の
歌
人

お
い

の
み
F
白

の
肖
像
画
を
甥
の
藤
原
信
実
に
依
頼
を
し
た。

信
実
は
生
没
不
詳
で
あ
る
が
「三
十
六
歌
仙
絵

巻
」
を
描
い
た
秀
れ
た
画
家
で
あ
っ
た。
こ
の

襖
絵
は
さ
一町
時
代
ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る。

き
る
ま
る

だ

申
う

「
百
人
一
首
」
の
中
に
猿
丸
大
夫
の
歌
が
あ
る

が
こ
の
作
者
は
人
物
不
詳
、
奈
良
後
期
、
平
安

前
期
の
歌
人
と
い
わ
れ
三
十
六
歌
仙
の

一
人
に

な
っ

て
い
る
が
、
宇
都
宮
の
伝
説
歌
人
と
も
い

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宇
都
宮
頼
綱
の
地

23 

縁
関
係
に
よ
り
「
百
人

一
首
」
に
入
ら
れ
た
も

ぜ
い
F
ん

の
と
思
う
。
頼
綱
は
蓮
生
と
称
し
浄
土
宗
西
山

派
の
開
祖
証
空
上
人

(治
承
元
年
(
一
一七
七
)

|

宝
治
元
年

(
一
二
四
七
)
に
師
事
し
た
浄
土

宗
の
信
者
で
あ
っ
た
。

町
北
空
上
人
は
法
然
上
人

ぜ
ん
は
う
ど
う

お
う
じ
よ
う

い
ん

の
弟
子
。

頼
綱
は
京
都
の
善
峯
堂
、
往
生
院
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等
の
再
建
に
尽
力
し
た
。

「
百
人

一
首
」
は
奈
良
、
平
安
、
鎌
倉
の
三
代

に
わ
た
り
三
百
五
十
年
間
の
有
名
歌
か
ら
、
{
疋

{
森
川
町
み
の
妖
艶
美
の
歌
を
選
抜
し
た
も
の
で
あ

る
。

百
首
の
内
訳
は
、
春
六
首
、
夏
四
首
、
秋

十
六
首
、
冬
六
首

、

恋
四
十
三
首
、
旅
四
首
、

そ
の
他
二
十
一
首
で
あ
る
が
、
半
ば
近
く
は
恋

の
歌
で
あ
り
、
定
家
好
み
の
愛
の
校
歌
で
あ
る
。

華
麗
、
優
艶
な
叙
情
歌
集
で
あ
る
。

し
か
も
歌
は
全
て
「
古
今
集
」
以
来
の
勅
選

和
歌
集
に
集
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
歌

人
は
男
性
七
十
九
名
、
女
性
二
十
一
名
で
あ
り
、

男
性
の
中
に
は
僧
侶
が
十
三
名
い
る
。

「
百
人

一
首
」
は
優
雅
、
流
麗
な
作
品
の
多
い

こ
と
か
ら
室
町
時
代
か
ら
広
く
親
し
ま
れ
、
と

く
に
江
戸
時
代
よ
り
流
麗
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
歌
調

か
ら
「
百
人
一
首
歌
留
多
」
に
利
用
さ
れ
て
、

多
く
の
人
々
が
暗
唱
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在

も
歌
留
多
の
会
は
盛
ん
に
催
さ
れ
て
正
月
の
行

事
に
な
っ
て
い
る
。

「
百
人
一
首
」
は
定
家
の
芸
術
的
美
意
識
に

よ
っ
て
選
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
定
家
の
幽

玄
の
美
、
妖
艶
の
美
、
愛
と
死
の
美
等
々
の
歌

風
思
惣
は
後
世
に
影
山
科
を
う
え
た
も
の
で
あ

e

a
町
み
ち

か
t

つ
む
よ
う
る
仰

る
。
昨
阿
弥
の
能
楽
に
、
近
松
の
浄
摺
閣
に
、

主
人
ぽ
〈
也
〈
め

江
戸
歌
舞
伎
と
く
に
南
北
の
妖
怪
性
に
、
黙
阿

み
事
い

S
ょ
う
モ

う

ず

弥
の
脚
本
に
、
西
行
宗
祇
を
尊
敬
し
た
芭
蕉

の
俳
諸
に
、
近
代
文
学
等
々
に
ゆ
か
り
や
影
響

を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

次
回
か
ら
定
家
「
愛
」
の
焚
歌
「
百
人
一
首
」

を

一
首
づ
っ
賞
翫
し
、
作
者
の
時
代
的
背
景
を

- 24 ー

眺
め
る
こ
と
と
す
る
。
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『浄
土
」
表
紙
版
画
絵
販
売
に
つ
い
て
の
ご
案
内

ー
ー

ー
ーー

ーーーー
ーー

・.

ー
ー
' 

ーー
ー

「
浄
土
』
六
月
号
を
こ
こ
に
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

ど
う
か
、
「
浄
土
』
誌
の
充
実
と
継
続
の
た
め
に
、
会
貝
諸
兄
の
脇
田
さ
ま
の
暖
か
い
ご
支
援
と
ご
高
配
を
心
よ
り
お
願
い
申
し

""1111 ， 1111;川 1111111111 1110 1111 111111111111.111 1111 1111'1111 illll :111"1111111111 

上
げ
ま
す
。

好
評
の
『
浄
土
』
誌
表
紙
版
画
絵
は
、
格
調
高
い
小
林
治
郎
先
生
の
作
品
を
頂
厳
し
て
お
り
ま
す
。

小
林
先
生
の
ご
厚
意
を
得

て
、
豪
華
航
朗
縁
に
装
丁
し
て
販
売
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
木
製
の
高
級
額
縁
代
も
含
め
て
、
金
二
五

O
O
O
円
と

い
う
お
求
め
や
す
い
お
値
段
で
、
季
節
感
に
溢
れ
た
芸
術
味
豊
か
な
版
画
掛
物
が
勝
入
で
き
る
わ
け
で
す

。

ど
う
ぞ
振
替
に
て
ご

注
文
願
え
れ
ば
幸
い
で
す。

ま
た
、
大
き
さ
の
方
は
、
『
浄
土
』
表
紙
絵
よ
り
は
ず
っ
と
大
き
く
、
約mm
×
卸
価
位
の
大
き
さ
で
す
が
、
額
縁
の
大
き
さ

で
い
え
ば
却
伺
×
印
佃
程
の
大
変
豪
取
な
-
幅
と
な
り
ま
す
。

な
お
限
定
販
売
の
た
め
、
予
定
数
に
述
し
ま
し
た
ら
、
申
し
沢
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
こ
と
わ
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
し
か

し
現
在
の
と
こ
ろ
、
昨
年
度
及
び4

昨
年
度
の
版
凶
絵
も
、
正
月
号
か
ら
十二
月
号
ま
で
の
住
山
崎
も
光
分
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ふ

る
っ
て
ご
注
文
願
え
れ
ば
幸
い
で
す。

{ω
・
し
込
み
先
)
宇

一
口
一
一平
ポ
郷
子
代
間
区
飯
田
僑

一l

二

法
然
上
人
鎖
仰
会

ーー

ーー
ー

ーー
ー

ー. 
ー

ーー

ー司

占
，、掻

持
管
{
東
京
)
八
|
八
一
二
八
七

ー

ーー
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季

五
回

==
ロ

や

... ~く

り

壬
申
の
乱
川

忍
び
寄
る
秋
風
が
、
時
折
短
繋
の
焔
を
揺
ら
し
た
。

そ
の
度
に
大
海
人
皇
子
が
机
上
に
広
げ
た
木
簡
を
、

明
る
く
照
ら
し
た
り
暗
く
し
た
り
し
た
。
木
簡
は
各

階
層
か
ら
提
出
さ
れ
た
戦
犯
名
簿
で
あ
っ
た
。

近
江
朝
廷
軍
と
の
戦
に
勝
っ
た
翌
日
、
大
海
人
は

直
ち
に
自
軍
(
吉
野
方
)
の
論
功
行
賞
は
行
っ
た
が
、

み

四
四

木3

下主

随肱3
・ーう

鋒

さ -2

戦
犯
の
処
分
は
一
日
延
ば
し
に
し
て
、
か
れ
こ
れ
一

と
月
近
く
が
経
と
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
犯

容
疑
者
の
数
は
、
有
名
無
名
併
せ
て
数
百
名
に
も
の

ぼ
っ
て
い
た
。

〈
犠
牲
者
は
な
る
べ
く
少
な
く
し
た
い
が
、
あ
ま
り

少
な
く
て
も
示
し
が
つ
か
ぬ
か
〉
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主
だ
っ
た
者
十
名
の
名
前
に
朱
線
を
引
い
て
か
ら

で
も
、
も
う
何
日
も
経
つ
。

「
禍
根
は
速
か
に
断
つ
べ
し
で
す。
何
を
遼
巡
さ
れ

て
お
ら
れ
ま
す
か
?
」

大
海
人
の
耳
に
、
ど
こ
か
ら
と
な
く
鎌
足
の
声
が

聞
こ
え
て
き
た

。

「
い
つ
で
し
た
か
、
皇
子
は
帝
に
降
り
か
か
る
火
の

粉
は
、
俺
が
代
わ
っ

て
被
る
。

帝
の
意
に
添
わ
ぬ
奴

は
俺
が
斬
る
ノ
・
と
仰
し
ゃ
っ
た
」

「
確
か
に。

そ
し
て
、
貴
公
に
「
お
出
来
に
な
れ
ま

す
か
な
、
お
出
来
に
な
れ
ま
す
ま
い
よ

』
と

一
言わ
れ

た
」「

此
度
の
乱
は
、
皇
子
ご
自
身
に
降
り
か
か
っ
た
火

の
粉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

英
断
を
以
て
ご
処
分
な
さ
い

ま
せ
」

鎌
足
が
死
ん
で
、
や
が
て
三
年
に
な
る
。

鎌
足
が

生
き
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
断
を
下
す
か
、
い
や
鎌

足
が
い
れ
ば
、
此
の
度
の
乱
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
と
思
う
と
、
五
六
歳
で
卒
し
た
鎌
足
を
惜
し

む
気
持
ち
が
む
し
む
し
と
大
海
人
の
心
を
締
め
つ
け

た
。「

も
う
、
こ
れ
か
ら
は
額
田
様
の
ご
神
託
に
お
す
が

り
す
る
必
要
も
な
く
な
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
。

息
子
ご
自
身
の
裁
訟
で
政
は
推
進
致
さ
ね
ば
な

り

ま
せ
ぬ
。

額
田
椋
を
お
楽
に
さ
せ
て
お
あ
げ
な
さ

れ
。

此
度
の
こ
と
で

一
番
お
心
を
痛
め
て
お
ら
れ
る

の
は
他
な
ら
ぬ
額
四
様
、
何
し
ろ
娘
婿
を
亡
く
さ
れ

た
の
で
す
か
ら
」

「
そ
れ
は
俺
と
て
同
じ
こ
と
だ。
大
友
は
甥
で
あ
り
、

我
が
娘
十
市
皇
女
の
婿
で
あ
っ
た
」

「
き
あ
、
そ
れ
は
ど
う
で
す
か
な。
大
友
皇
子
が
甥

御
様
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
さ
て
、
女
婿
と



い
う
の
は
:
:
:

。

何
分
に
も
十
市
様
は
神
の
御
子
で

あ
ら
せ
ま
す
ゆ
え
」

「言
、
つ
な。

十
市
は
俺
が
額
田
に
産
ま
せ
た
子
だ
」

「し
か
し
、
十
市
皇
女
誕
生
の
時
、
皐
極
上
阜
は
百

官
を
有
し
て
、
『
額
田
が
神
の
御
子
を
宿
し
、
今
朝

女
児
が
誕
生
し
た
。

や
が
て
は
日
嗣
の
皇
子
の
妃
と

な
る
御
子
で
あ
る
。

従
っ

て
十
市
皇
女
と
命
名
し
た
。

皆
の
者
、
心
し
て
お
育
て
巾
し
上
げ
る
よ
う
に。
な

お
、
本
来
な
ら
中
大
兄
皇
子
に
養
育
を
任
す
べ
き
で

あ
る
が
政
務
繁
多
ゆ
え
、
こ
の
任
は
大
海
人
皇
子
に

委
ね
る
。

ゆ
め
ゆ
め
疎
漏
な
き
よ
う
に
」
と
仰
せ
ら

れ
ま
し
た
」

「
た
わ
け
た
こ
と
よ
。

臨
時
者
は
何
も
か
も
承
知
の
上

で
、
俺
に
十
市
を
押
し
つ
け
た
の
だ
。

神
の
声
を
開

く
者
が
人
間
の
子
を
産
ん
だ
と
あ
っ
て
は
具
合
が
悪

い
か
ら
の
。

そ
ん
な
奴
が
述
べ
る
神
託
は
誰
も
信
用

し
な
い
も
の
な
。

誰
が
決
め
た
か
知
ら
ん
が
、
翠
女

は
古
来
未
通
の
処
女
と
さ
れ
て
お
る
。

つ
ま
り
年
端

の
行
か
ぬ
女
子
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
点
か
ら
言
え

ば
、
額
回
は
年
を
取
り
過
ぎ
て
い
た。
俺
が
額
田
を

も
の
に
し
た
時
、
確
か
に
未
通
の
処
女
で
は
あ
っ
た

が
、
俺
よ
り
六
つ
年
上
だ
か
ら二
六
に
な
っ
て
い
た
」

「
こ
れ
よ
り
天
が
下
知
らL
め
す
君
が
、
も
の
に
す

る
な
ど
と
い
う
下
等
の
百
辞
を
弄
し
て
は
な
り
ま
せ

- 28-

ぬ.__ 「
い
か
ぬ
か
」

「
当
た
り
前
で
す
。

皇
子
は
他
の
公
子
方
と
違
っ
て

ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
と
こ
ろ
が
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
お

い
で
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
は
参
り
ま
せ
ぬ
」

「
窮
屈
な
も
の
だ
な。

望
む
べ
く
し
て
な
っ
た
訳
で

も
な
い
の
に
」

「
す
べ
て
は
天
命。

避
け
て
通
る
訳
に
は:
:
:

」
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「
占
人
大
兄
皇
子
や
有
馬
皇
子
の
死
も
天
命
で
あ
っ

た
と
貴
公
は
言
、
つ
の
か
」

「
・
・
・
・
・
・
」

「
答
え
ろ
/
」

大
海
人
の
呼
び
掛
け
に
鎌
足
の
答
は
な
く
、
短
柴

の
焔
が
大
き
く
揺
ら
め
い
た
だ
け
で
あ
っ
た。

(
註l
)

野
明
天
阜
の
間
以
後
、
阜
位
継
承
問
題
に

絡
み
、
針
明
の
長
子
古
人
大
兄
は
そ
の

意
思
無
し
と
し
て
吉
野
に
出
家
隠
遁
し

た
が
、
大
化
の
改
新
後
、
謀
反
を
企
て

た
廉
に
よ
り
中
大
兄
皇
子
に
抹
殺
さ
れ

た
。

(
十
時2)
孝
徳
天
皇
の
長
子
。

皇
位
継
換
の
意
思

は
な
か
っ
た
が
、
絶
え
ず
見
え
ざ
る
敵

に
怯
え
、
遂
に
は
狂
人
を
装
う
ま
で
し

て
逃
れ
よ
う
と
し
た
が
、
謀
反
の
議
に

会
い
、
熊
野
へ
護
送
中
、
兵
に
絞
殺
さ

れ
た
。

即
断
は
し
か
ね
る
が
、
ど
ち
ら
の
事

件
に
も
、
「
邪
魔
者
は
消
せ
」
と
い
う

中
大
兄
皇
子
の
意
思
が
強
く
反
映
し
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る。

〈
長
兄
の
古
人
大
兄
皇
子
は
不
運
な
人
で
あ
っ
た
。

蘇
我
大
臣
家
に
ゆ
か
り
の
人
と
い
う
だ
け
で
際
的
に

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

中
大
兄
引
一F
が
長
兄
の
娘

(倭

姫
)
を
妃
と
し
、
後
に
皐
后
に
立
て
た
の
は
多
分
に

蹟
罪
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

有
馬
島
チ
も
気
の
#
だ
っ
た

。
生
き
永
ら
え
て
お

れ
ば
だ
額
田
を
凌
ぐ
当
代
随

一
の
歌
詠
み
と
し
て
名

を
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
に
:
:
:

〉
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木
簡
に
目
を
落
と
す
と
、
そ
こ
に
は
有
馬
に
謀
反

を
そ
そ
の
か
し
、
そ
れ
を
謙
し
、
自
ら
捕
縛
し
て
功

を

一
人
占
め
し
た
蘇
我
赤
兄
の
名
が
、
朱
線
を
引
か

れ
て
第

一
番
に
脅
か
れ
て
い
た
。
赤
兄
は
近
江
朝
廷

で
は
大
友
皇
子
に
次
ぐ
尚

・

2

の
大
臣
だ
っ
た
か

ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
っ
た
。

い
う
な
れ
ば

第
一
級
の
戦
犯
な
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
大
友
を
指
嚇
し
て
吉
野
へ
討
伐
の
軍

を
向
け
た
の
は
こ
の
赤
兄
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
と

い
う
疑
念
は
払
拭
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
海
人
は
朱

曜
を
取
り
上
げ
る
と
、
名
前
の
上
に
「
流
」
の
字
を

付
け
加
え
た
。
赤
兄
は
時
の
権
勢
に
尾
を
振
り
、
こ

こ
ま
で
登
り
つ
め
た
野
心
家
で
あ
り
、
大
海
人
に

と
っ
て
は
獅
子
心
中
の
虫
に
な
り
か
ね
な
い
人
物
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
動
向
さ
え
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い

れ
ば
そ
れ
ほ
ど
危
険
な
存
在
で
も
あ
る
ま
い
と
判
断

し
た
か
ら
で
あ
る
。
御
史
大
夫
の
一
人
に
名
を
連
ね

て
い
た

巨
勢
氏
の
統
領
巨
勢
人
臣
に
も
「
流
」
を
付

し
た
。
こ
の
ほ
う
は
老
齢
で
あ
っ
た
し
、
巨
勢
氏
に

昔
日
の
面
影
な
く
、
反
逆
を
企
て
る
ほ
ど
の
h
Hは
な

か
っ
た
が
、
こ
の
際
無
益
の
殺
生
は
避
け
て
温
情
を

か
け
て
お
い
た
ほ
う
が
得
策
で
あ
っ
た。
赤
兄
の
死

一
等
を
減
じ
た
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
赤
兄

の
娘
が
妃
と
し
て
天
智
と
大
海
人
の
後
宮
に
い
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ょ
う
か
。

大
海
人
は
こ
の
辺
で
帯
族

聞
の
争
い
引
に
終
止
符
を
打
と
う
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
は
種
は
で
き
る
だ
け
蒔
か
ぬ
に
こ
し
た

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る

。

何
日
も
揺
れ
動
い
た
思
い
に
結
着
を
つ
け
る
と
、

大
海
人
は
筆
を
置
い
て
宿
車
の
者
を
呼
ん
だ。

「
こ
れ
を
清
書
せ
よ
。
な
お
、
明
朝
全
軍
に
布
告
す

る
ゆ
え
、
夜
明
け
と
と
も
に
、
百
官
を
召
集
し
て
お
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く
よ
う
に
」

木
簡
を
押
し
戴
い
た
宿
直
の
者
は
、
怪
詩
な
顔
を

し
て
大
海
人
を
見
上
げ
た
。

処
刑
者
の
数
が
あ
ま
り

に
も
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
斬
は
右
大
臣
中
臣
金
連
以
下
人
名。
後
の
二
人
は

流
罪
だ
。
少
な
過
ぎ
る
か
?
」

「
・
・
・

・
・
・
」

n
を
動
か
し
た
が
声
に
は
な
ら
ず
、
宿
直
の
者
は

倉
皇
と
、
退
出
し
た。

「
こ
れ
で
よ
い
の
だ
」

政
く
と
、
大
海
人
は
自
を
閉
じ
て
大
き
く
息
を
吐

い
た
。

と
急
に
、
虫
の
音
が
大
き
な
高
ま
り
と
な
っ

て
大
海
人
の
身
を
押
し
包
ん
だ
。
〈虫
が
鳴
い
て
い

る

〉
と
大
海
人
は
思
っ
た
。

そ
し
て
、
自
分
が
こ
う

し
て
虫
の
音
を
聞
い
て
い
る
の
が
不
思
議
で
さ
え

あ
っ
た
。
吉
野
を
脱
出
以
来
五
O
余
目
、
戦
塵
に
ま

み
れ
て
い
る
う
ち
に
季
節
は
い
つ
か
夏
か
ら
秋
の
半

ば
に
移
り
替
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
や
は
り
、
息
子
は
仁
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

ょ
う

ご
決
断
な
さ
い
ま
し
た
な

」

鳴
き
立
て
る
虫
の
音
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
ま
た

鎌
足
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た。

「
聞
き
飽
き
た
わ
、
そ
の
台
詞
。

も
う
少
し
ま
し
な

話
を
し
よ
う
じ

ゃ
な
い
か
。

第

一
失
礼
じ
ゃ
な
い
か
、

俺
の
問
い
に
答
え
ず
に
消
え
て
し
ま
う
と
は
」

「
お二
人
の
皇
子
様
の
死
に
、
こ
の
鎌
足
が
関
わ
っ

て
い
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

と
申
し
ま
し
て
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も
処
断
を
勧
め
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

中
大
兄
皇

子
を
積
極
的
に
お
諌
め
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味

で
・
・
・
・

・
・
」

「
そ
れ
で
口
を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ

な
L-. 



「
左
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
少
し
ま
し
な
話
を
し

ろ
と
仰
し
ゃ
い
ま
し
で
も
:
:
:
。
先
程
は
額
田
織
の

お
話
が
途
中
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
」

「
額
回
の
何
を
新
そ
う
と
い
う
の
だ
」

「
さ
て
、
何
か
ら
お
話
す
れ
ば
よ
い
や
ら
:
:
:

。
何

分
に
も
私
よ
り
皇
子
の
ほ
う
が
、
額
田
様
の
こ
と
は

よ
く
ご
存
知
で
す
か
ら
」

「
皮
肉
を
言
う
な
」

大
海
人
は
除
の
喪
に
浮
か
ぶ
鎌
足
に
向
か
っ
て

言
っ
た
。
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
な
ぜ
か
大
海
人

は
鎌
足
の
蒼
白
に
近
い
端
正
な
顔
に
対
す
る
と

、

自

然
に
口
調
が
荒
っ
ぽ
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。
嫌
い
と

い
う
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
大
海
人
は

鎌
足
の
冷
徹
さ
に
憧
れ
、
尊
敬
の
念
を
以
て
親
表
し

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
甘
え
癖
は
知
り
合
っ
た

こ
ろ
か
ら
鎌
足
が
死
ぬ
ま
で
と
う
と
う
直
ら
な
か
っ

た
。
今
も
、
〈
生
き
て
い
る
時
も
冥
界
に
入
っ
て
か

ら
も
、
同
じ
顔
色
を
し
て
や
が
る
〉
と
思
う
と
、
大

海
人
は
悪
態
の
一
つ
も
つ
き
た
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。「

額
田
と
の
こ
と
は
、
俺
が
美
貌
の
年
上
の
女
に
引

か
れ
て
、
母
者
の
侍
女
を
略
奪
し
た
ま
で
の
こ
と
。

そ
れ
が
た
ま
た
ま
亙
女
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、

俺
は
興
味
が
な
か
っ
た
。

い
や
、
興
味
が
な
か
っ
た

と

3
え
ば
嘘
に
な
る
か
。
一
度
だ
け
、
何
が
き
っ
か

け
で
神
の
戸
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
聞

い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
額
回
は
笑
っ
て
答
え
な
か
っ

た
。

そ
れ
っ
き
り
俺
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
考
え
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な
い
こ
と
に
し
た
」

「
あ
あ
、
や
は
り
皇
子
は
仁
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」

そ
う
言
っ
て
、
験
の
衷
の
鎌
足
は
初
め
て
大
海
人

に
微
笑
ん
で
凡
せ
た
。
(

続
く
)
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