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一
　
物
名
部
の
冒
頭
の
十
首
と
仏
教

　
『
古
今
集
』
巻
十
は
、
植
物
や
動
物
な
ど
の
名
前
を
歌
の
中
に
詠
み

込
む
物
名
歌
を
収
録
し
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
で
一
巻
を
占
め
て
い
る
。

し
か
も
、
四
十
七
首
に
も
及
ん
で
い
て
、
四
季
の
部
と
恋
の
部
の
歌
に

次
ぐ
数
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
物
名
歌
が
『
古
今
集
』
編
纂
当
時
、
い

か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
を
物
語
る
も
の
だ
。
そ
の
物
名
の
部
で
は
、

実
は
三
分
の
一
ほ
ど
の
歌
が
無
常
や
世
の
憂
さ
な
ど
を
詠
っ
て
お
り
、

仏
教
を
背
景
と
し
た
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
特
に
冒

頭
部
分
は
そ
う
し
た
傾
向
が
強
く
、
十
首
の
う
ち
八
首
ま
で
が
仏
教
に

関
わ
る
表
現
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

物
名
の
歌
が
仏
教
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も

の
だ
。

　

ま
ず
、
巻
頭
を
飾
る
の
は
、
藤
原
敏
行
の
作
だ
。

　
　
　
　
　

う
ぐ
ひ
す�

藤
原
敏
行
朝
臣　

　
　

�

心
か
ら
花
の
雫
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
う
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
鳴
く
ら
む

（
四
二
二
）

　
「
自
分
か
ら
好
き
こ
の
ん
で
花
の
雫
に
濡
れ
て
お
り
な
が
ら
、
つ
ら

く
も
乾
か
な
い
と
ば
か
り
、
こ
の
鳥
は
鳴
い
て
い
る
よ
う
だ
」
と
詠
っ

て
お
り
、「
う
く
ひ
ず
（
憂
く
干
ず
）」
と
い
う
部
分
に
鳥
の
「
う
ぐ
ひ

す
（
鶯
）」
を
掛
け
て
い
る
。
春
の
歌
、
そ
れ
も
花
の
雫
に
濡
れ
て
鳴

く
鶯
と
い
う
風
雅
な
素
材
で
あ
る
た
め
、
物
名
の
部
の
先
頭
に
置
か
れ

た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
歌
は
、
こ
れ
ま
で
仏
教
と
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い

よ
う
だ
が
、
中
身
は
自
業
自
得
の
歌
だ
。「
心
か
ら
」
と
は
、
か
つ
て

指
摘
し
た
よ
う
に
、「
我
が
心
か
ら
」
と
同
じ
意
味
で
あ
っ
て
、「
自
業

自
得
」
に
お
け
る
「
自
」
を
和
語
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い）
（
（

。
時

代
は
か
な
り
後
に
な
る
も
の
の
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
七
ノ
二
の

「
播
磨
守
為
家
の
侍
佐
多
の
事
」
が
、
佐
多
と
い
う
粗
暴
な
下
級
侍
が

言
葉
遊
び
と
仏
教
の
関
係

　
　『
古
今
和
歌
集
』
物
名
を
手
が
か
り
と
し
て
　
　

石
　
　
井
　
　
公
　
　
成　
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主
君
に
愚
か
な
訴
え
だ
て
を
し
た
た
め
叱
ら
れ
て
追
放
さ
れ
た
と
い
う

話
を
紹
介
し
、「
心
か
ら
身
を
失
ひ
け
る
男
と
ぞ
」
と
し
め
く
く
っ
て

い
る
の
は
、「
心
か
ら
」
と
い
う
語
が
自
業
自
得
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
好
例
と
言
え
よ
う
。

　

敏
行
は
、
物
名
の
部
以
外
の
歌
で
も
仏
教
表
現
を
用
い
て
い
る
。
た

だ
、
次
の
秋
の
部
の
歌
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
仏
教
と
の
関
係
が
指
摘

さ
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　

�

白
露
の
色
は
ひ
と
つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
木
の
葉
を
ち
ぢ
に
染
む

ら
む
（
二
五
七
）

　

こ
の
歌
は
、
白
い
練
り
絲
を
見
た
墨
子
が
、
糸
は
ど
の
よ
う
な
色
に

染
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
、
人
も
善
悪
ど
の
よ
う
に
も
変
わ
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
嘆
い
て
泣
い
た
と
い
う
「
墨
子
泣
糸
」「
墨
子
悲
染
」

の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
。
た
だ
、
こ
の
故
事
で
は
、
白
い
糸
が

様
々
な
色
に
染
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
白
い
も
の
が
複
数
の
対
象
を
様
々

な
色
に
染
め
る
と
い
う
敏
行
の
歌
と
は
異
な
る
。
一
つ
の
も
の
が
複
数

の
対
象
を
多
様
に
変
化
さ
せ
る
と
い
う
点
は
、
仏
の
説
法
は
一
つ
で
あ

る
の
に
、
人
々
が
様
々
に
受
け
と
め
て
自
分
な
り
の
道
を
進
む
こ
と
を

説
い
た
『
法
華
経
』
薬
草
喩
品
の
次
の
譬
喩
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
、
中
国
古
典
と
仏
典
を
踏
ま
え
て
ひ

ね
っ
た
歌
な
の
だ
。

　
　

�

一
雲
の
雨
ふ
ら
す
所
、
其
の
種
性
に
称
い
て
生
長
す
る
を
得
。
華

果
旉
実
し
、
一
地
の
生
ず
る
所
、
一
雨
の
潤
す
所
な
り
と
雖
も
、

し
か
も
諸
の
草
木
に
各
の
差
別
有
り
（
一
雲
所
雨
、
称
其
種
性
、

而
得
生
長
、
華
菓
敷
実
。
雖
一
地
所
生
、
一
雨
所
潤
、
而
諸
草
木
、

各
有
差
別
）。（
大
正
九
・
一
九
中
）

　

薬
草
喩
品
の
右
の
記
述
は
、
た
え
が
た
く
暑
い
乾
季
が
よ
う
や
く
終

り
、
雷
鳴
と
ど
ろ
く
密
雲
か
ら
は
げ
し
く
降
る
雨
を
浴
び
て
、
南
国
の

草
木
が
種
類
に
応
じ
て
大
小
様
々
な
形
で
勢
い
よ
く
育
っ
て
花
や
実
を

つ
け
る
様
子
を
例
に
と
っ
て
い
る
。
敏
行
は
、
こ
れ
を
い
か
に
も
日
本

ら
し
い
紅
葉
の
景
色
に
置
き
換
え
、
白
露
は
ひ
と
つ
の
色
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
秋
の
木
々
の
葉
を
様
々
な
色
に
染
め
る
、
と
詠
っ
た
の

だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、「
時
代
の
風
を
受
け
て
、
機
知
に
は
し
っ
た
発

想
で
あ
る
」）（
（

と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
理
屈
く
さ
さ
が

目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
時
代
の
風
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
詠
み
ぶ
り
と
は
、
仏
教
経
典
を
典
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
、
あ
る

い
は
、
中
国
の
漢
詩
文
と
仏
教
経
典
の
表
現
を
組
み
合
わ
せ
て
機
智
を

競
う
よ
う
な
類
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
漢
詩
に
類
似
例
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
表
現
の
個
々
の
部
分
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

歌
全
体
の
図
式
は
明
ら
か
に
薬
草
喩
品
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
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気
づ
か
れ
ず
に
き
た
の
は
、
敏
行
が
い
か
に
も
日
本
の
秋
ら
し
い
形
で

詠
ん
で
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
奈
良
時
代
の
作
で
あ
る
『
東
大
寺
諷
誦
文

稿
』
で
も
、「
春
、
細
雨
降
る
時
、
万
の
草
木
の
生
長
す
る
が
如
し

（
如
春
細
雨
降
時
、
万
草
木
生
長
）」）（
（

と
あ
っ
て
、
薬
草
喩
品
の
こ
の
譬

喩
を
細
か
な
春
の
雨
と
し
て
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
経
典
に

見
え
る
自
然
関
係
の
記
述
は
、
日
本
で
は
早
く
か
ら
風
土
や
季
節
感
に

合
わ
せ
た
形
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

物
名
の
部
の
第
二
首
は
、
同
じ
敏
行
の
次
の
歌
だ
。

　
　
　
　
　

ほ
と
ゝ
ぎ
す

　
　

�

来
べ
き
ほ
ど
時
す
ぎ
ぬ
れ
や
待
ち
わ
び
て
鳴
く
な
る
声
の
人
を
と

よ
む
る
（
四
二
三
）

　

こ
の
歌
は
難
解
で
あ
り
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
、「
ほ
と
と
ぎ
す
が
来
て
鳴
く
べ
き
時
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
た
め

だ
ろ
う
か
、
待
ち
わ
び
て
い
て
よ
う
や
く
鳴
い
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
、

人
々
に
感
嘆
の
声
を
あ
げ
さ
せ
る
の
は
」
と
解
し
て
お
く
。「
く
べ
き

ほ
ど
と
き
す
ぎ
ぬ
れ
や
」
と
い
う
部
分
に
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
語
が
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
。
仏
教
と
は
特
に
関
係
は
な
い
。

　

物
名
の
第
三
首
目
と
四
首
目
に
は
、
仏
教
表
現
を
巧
み
に
転
用
し
た

二
首
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

う
つ
せ
み�

在
原
滋
春　

　
　

�

浪
の
う
つ
瀬
見
れ
ば
玉
ぞ
乱
れ
け
る
拾
は
ば
袖
に
は
か
な
か
ら
む

や
（
四
二
四
）

　
　
　
　
　

返
し�

壬
生
忠
岑　

　
　

�

袂
よ
り
は
な
れ
て
玉
を
包
ま
め
や
こ
れ
な
ん
そ
れ
と
移
せ
見
む
か

し
（
四
二
五
）

　

と
も
に
「
う
つ
せ
み
」
の
語
を
読
み
込
ん
だ
贈
答
の
歌
だ
。
こ
こ
で

の
「
う
つ
せ
み
」
は
、
蝉
の
脱
け
殻
で
あ
っ
て
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
う
え
、
両
首
と
も
玉
を
詠
ん
だ
美
し
い
歌
で
あ
る
た
め
、
敏

行
の
春
の
歌
に
続
け
て
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
滋
春
は
、「
浪
が

う
つ
瀬
を
見
る
と
、
多
く
の
泡
が
浮
か
ぶ
様
は
、
ま
る
で
玉
が
乱
れ
た

よ
う
だ
。
た
だ
、
拾
っ
て
袖
に
包
め
ば
、
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
の

で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
詠
っ
て
い
る
。
忠
岑
の
歌
の
意
は
、「
す
ぐ
消

え
て
し
ま
う
と
い
っ
て
も
、
袂
以
外
の
も
の
で
玉
を
包
む
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
こ
そ
が
そ
う
だ
と
玉
を
袂
に
移
し
て
ご
ら
ん
。
見
て
み
よ
う
で
は

な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
は
、
二
人
と
も
玉
と
そ
れ
を
包
む
袖
や
袂
を

詠
ん
で
い
る
こ
と
だ
。『
古
今
集
』
で
は
、
玉
を
詠
ん
だ
歌
で
は
、
水

の
泡
を
玉
に
見
た
て
る
か
、
玉
を
袖
な
ど
に
包
む
と
い
う
文
脈
で
用
い

ら
れ
て
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
お
り
、「
玉
、
白
玉
、
滝
、
涙
、

袖
、
袂
、
包
む
」
な
ど
、
一
連
の
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
つ
く
形
で
用
い
ら
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れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
塚
田
晃
信
の
指
摘
が
あ
る）（
（

。
こ
の
水
の

上
の
泡
に
つ
い
て
は
、
消
え
や
す
い
た
め
、
多
く
の
経
典
で
無
常
な
も

の
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
万
葉
集
』
で
も
そ
の
比
喩
を

し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
う
え
、
泡
と
珠
を
似
た
も
の
と
み
な
す
例
は
、

仏
典
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
。

　

た
と
え
ば
、
菩
提
流
支
訳
『
金
剛
仙
論
』
の
う
ち
、
諸
法
の
無
常
を

説
い
た
九
喩
の
第
六
「
如
泡
」
の
譬
喩
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い

る
。

　
　

�

六
に
「
如
泡
」
と
は
、
天
上
の
雨
渧
、
地
上
の
水
を
撃
つ
に
因
り

て
、
則
ち
泡
沫
を
成
す
。
愚
癡
の
小
児
は
、
流
離
の
珠
な
り
と
謂

ひ
、
心
に
愛
著
を
生
ず
る
も
、
須
臾
に
し
て
即
ち
滅
し
、
久
し
く

立
つ
を
得
ざ
る
が
如
し
。
三
受
も
亦
た
爾
り
（
六
如
泡
者
、
如
因

天
上
雨
渧
、
撃
地
上
水
、
則
成
泡
沫
。
愚
癡
小
兒
、
謂
流
離
珠
、

心
生
愛
著
、
須
臾
即
滅
、
不
得
久
立
。
三
受
亦
爾
）。（
大
正
二

五
・
八
七
三
中
）

　

つ
ま
り
、
激
し
く
降
る
雨
が
地
上
の
水
を
打
っ
て
泡
が
で
き
る
と
、

愚
か
な
子
供
は
ガ
ラ
ス
の
珠
だ
と
思
っ
て
愛
着
を
生
ず
る
が
、
す
ぐ
消

え
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
と
し
、
楽
と
苦
と
不
苦
不
楽
の
三
種
の
感

受
作
用
も
、
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
無
常
だ
と
い
う
の
だ
。

雨
が
水
を
激
し
く
打
っ
て
泡
が
生
ず
る
よ
う
に
と
い
う
比
喩
、
そ
し
て

泡
と
珠
の
類
似
と
い
う
点
は
、『
金
剛
仙
論
』
以
外
に
も
多
く
の
経
典

に
見
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
報
恩
を
説
く
こ
と
で
知
ら
れ
、
東
ア
ジ

ア
で
広
く
読
ま
れ
た
中
国
成
立
経
典
で
あ
る
『
心
地
観
経
』
で
は
、

　
　

�

出
家
菩
薩
は
、
又
た
自
身
は
水
上
の
泡
の
如
し
と
観
ず
。
復
た
妙

好
な
る
瑠
璃
の
珠
の
色
な
り
と
雖
も
、
刹
那
に
因
縁
も
て
起
滅
し
、

恒
な
る
こ
と
無
し
。
有
為
は
念
念
も
久
し
く
住
せ
ざ
る
が
故
に

（
出
家
菩
薩
、
又
観
自
身
如
水
上
泡
。
雖
復
妙
好
瑠
璃
珠
色
、
刹

那
因
縁
起
滅
無
恒
。
有
為
念
念
不
久
住
故
）。（
大
正
三
・
三
二
一

中
）

と
説
き
、
我
が
身
は
水
の
上
の
泡
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
綺
麗
な
ガ
ラ
ス

珠
に
似
て
い
な
が
ら
無
常
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
恐
ら
く
追

善
法
要
や
経
典
講
義
の
法
会
な
ど
で
は
、
こ
う
し
た
箇
所
に
基
づ
い
て
、

「
そ
れ
人
の
身
は
、
水
の
上
の
泡
の
如
し
。
珠
に
似
る
と
雖
も
、
無
常

に
し
て
た
ち
ま
ち
に
滅
す
」
と
い
っ
た
美
文
の
文
章
が
よ
く
読
み
上
げ

ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
珠
を
「
白
玉
」、
つ
ま
り
真
珠
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
か
、
滋
春
の
歌
で
は
「
雨
が
水
を

撃
つ
」
の
で
な
く
、
海
の
「
波
が
う
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
泡
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
玉
を
袖
に
包
む
と
い
う
点
は
、『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記

品
に
説
か
れ
る
「
衣
裏
繋
珠
」
の
喩
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
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ま
で
も
な
い
。
貧
し
い
男
が
富
豪
で
あ
る
友
人
の
家
で
酔
っ
て
寝
て
し

ま
っ
た
と
こ
ろ
、
友
人
は
値
も
つ
け
ら
れ
な
い
最
高
の
宝
珠
を
そ
の
男

の
内
衣
の
裏
に
縫
い
付
け
て
出
か
け
て
し
ま
っ
た
た
め
、
目
覚
め
た
男

は
気
づ
か
ず
、
生
活
に
苦
労
し
つ
つ
諸
国
を
さ
す
ら
っ
た
後
、
そ
の
親

友
に
再
会
し
た
際
、
宝
珠
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
喜
び
、
贅
沢
な
暮
ら

し
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
だ
（
大
正
九
・
二
九
上
）。
こ

の
宝
珠
は
『
法
華
経
』
で
は
仏
の
智
恵
を
表
わ
し
て
お
り
、
貧
し
い
生

活
で
得
ら
れ
る
最
低
の
収
入
や
食
事
は
、
小
乗
で
あ
る
声
聞
や
縁
覚
の

教
え
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ち
っ
ぽ
け
な
悟
り
を
象
徴
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
宝
玉
を
包
む
の
は
袂
以
外
に
あ
り
え
な
い
と
断
言
す
る
滋
春
の
歌

は
、
無
常
な
泡
、
そ
し
て
玉
を
袖
に
、
つ
ま
り
身
近
な
見
え
な
い
部
分

に
入
れ
る
と
い
う
二
つ
の
点
で
、
仏
教
を
背
景
と
し
た
内
容
に
な
っ
て

い
る
の
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
歌
の
う
ち
に
詠
み
こ
ま
れ
た
「
空
蝉
」

自
体
、
世
の
は
か
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
。

　

な
お
、
滋
春
は
在
原
業
平
の
次
男
で
あ
り
、
最
初
の
二
首
の
作
者
で

あ
る
藤
原
敏
行
は
、
そ
の
業
平
の
邸
に
住
む
縁
戚
の
女
性
の
と
こ
ろ

通
っ
て
い
た
こ
と
が
『
伊
勢
物
語
』
に
見
え
て
い
る
。『
古
今
集
』
撰

者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
人
た
ち
の
歌
を
物
名
歌
の
典
型

と
み
な
し
、
巻
頭
部
分
に
配
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
滋
春
の
歌
に
対
し
、『
古
今
集
』
撰
者
の
一
人
で
あ
る
壬
生
忠

岑
が
詠
ん
だ
返
歌
も
、
仏
教
色
の
強
い
作
だ
。「
移
せ
、
見
む
か
し
」

と
い
う
形
で
強
引
に
「
う
つ
せ
み
」
の
語
を
詠
み
込
ん
だ
こ
の
歌
で
は
、

「
袂
よ
り
は
な
れ
て
玉
を
包
ま
め
や
」
と
述
べ
、
袂
以
外
の
も
の
で
宝

玉
を
包
む
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
と
断
言
し
て
い
る
が
、「
～
以
外

に
」
の
意
を
示
す
た
め
に
「
～
よ
り
離
れ
て
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
を

用
い
る
例
は
、『
万
葉
集
』
な
ど
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
、
仏
典
に

頻
出
す
る
「
不
離
」
の
語
に
基
づ
く
用
法
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
不

離
」
と
は
、
あ
る
も
の
が
何
か
と
は
別
に
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は

な
い
こ
と
を
表
す
論
理
的
な
表
現
だ
。

　

漢
訳
『
般
若
心
経
』
で
は
、
現
象
は
空
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
空
性
こ

そ
が
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説
い
た
部
分
を
、「
色
は
空
に
異
な
ら

ず
、
空
は
色
に
異
な
ら
ず
（
色
不
異
空
、
空
不
異
色
）」
と
訳
し
て
い

る
が
、『
大
般
若
経
』
で
は
こ
の
言
い
回
し
を
「
色
は
空
を
離
れ
ず
、

空
は
色
を
離
れ
ず
（
色
不
離
空
、
空
不
離
色
）」
と
訳
し
て
い
る
場
合

が
あ
る
の
が
良
い
例
と
言
え
よ
う
。『
法
華
経
』
の
衣
裏
繋
珠
の
譬
喩

に
思
想
内
容
が
近
い
例
と
し
て
は
、『
勝
鬘
経
』
が
「
是
の
如
き
如
来

の
法
身
、
煩
悩
蔵
よ
り
離
れ
ざ
る
を
如
来
蔵
と
名
づ
く
（
如
是
如
来
法

身
不
離
煩
悩
蔵
名
如
来
蔵
）」（
大
正
一
二
・
二
二
一
下
）
と
い
う
文
が

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
如
来
の
法
身
、
つ
ま
り
、
真
理
そ
の
も
の

と
し
て
の
仏
身
は
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
存
在
以
外
の
と
こ
ろ
に
存
在
し
な

い
と
い
う
意
味
で
、「
如
来
の
法
身
が
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
存
在
以
外

の
場
所
に
な
い
状
態
を
、
如
来
蔵
と
名
づ
け
る
」
と
説
い
て
い
る
。
如

来
の
智
恵
を
象
徴
す
る
清
ら
か
な
真
理
の
宝
珠
は
、
煩
悩
に
満
ち
た
人

間
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
人
間
以
外
の
と
こ
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ろ
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
だ
。

　

物
名
の
第
五
首
の
歌
は
、
明
確
に
無
常
を
詠
ん
だ
例
だ
。

　
　
　
　
　

う
め�

読
人
し
ら
ず　

　
　

�

あ
な
憂
目
に
常
な
る
べ
く
も
見
え
ぬ
か
な
恋
ひ
し
か
る
べ
き
香
は

に
ほ
ひ
つ
つ
（
四
二
六
）

　
「
あ
な
憂
、
目
に
」
に
「
う
め
（
梅
）」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。「
あ

あ
、
つ
ら
い
。
私
の
目
に
は
常
住
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
こ
と
だ

よ
。
恋
し
く
思
う
に
ち
が
い
な
い
香
り
は
、
芳
し
く
に
お
っ
て
い
る
も

の
の
」
と
い
う
歌
で
あ
り
、
梅
の
花
は
無
常
で
あ
っ
て
、
や
が
て
散
っ

て
し
ま
い
そ
う
な
様
子
で
あ
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。「
常
な
る
べ

く
」
と
い
う
の
は
、
固
い
表
現
で
あ
り
、
仏
教
用
語
で
あ
る
「
常
住
」

を
意
識
し
て
い
よ
う
。
仏
教
は
無
常
を
説
く
教
え
だ
が
、
大
乗
仏
教
で

は
『
涅
槃
経
』
が
仏
身
は
常
住
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
を
初
め
と
し

て
、
常
住
を
強
調
す
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て

は
、「
常
に
い
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
の
、
無
常
を
示
す
た
め
に
入
滅

さ
れ
た
釈
尊
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

第
六
首
目
は
、
仏
教
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
歌
で
は
あ
る
も
の
の
、

仏
教
色
は
表
に
は
出
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　

�

か
に
は
ざ
く
ら�

つ
ら
ゆ
き　

　
　

�

か
づ
け
ど
も
波
の
な
か
に
は
さ
ぐ
ら
れ
で
風
吹
く
ご
と
に
浮
き
沈

む
玉
（
四
二
七
）

　

す
な
わ
ち
、「
も
ぐ
っ
て
み
て
も
波
の
中
で
は
探
り
あ
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
、
か
え
っ
て
風
が
吹
く
た
び
に
波
間
に
浮
き
沈
み
す
る
珠

で
あ
る
こ
と
よ
」
と
い
う
形
で
、
波
間
の
泡
を
珠
に
な
ぞ
ら
え
た
歌
だ
。

「
な
か
に
は
さ
ぐ
ら
れ
で
」
に
「
か
に
は
ざ
く
ら
」
が
掛
け
ら
れ
て
い

る
。
泡
を
珠
と
の
類
似
に
着
目
す
る
の
は
仏
典
の
通
例
で
あ
る
こ
と
は

既
に
見
た
通
り
だ
。

　

貫
之
の
作
だ
け
に
、
こ
う
し
た
厄
介
な
木
の
名
前
を
ま
っ
た
く
関
係

な
い
内
容
の
歌
の
う
ち
に
巧
み
に
読
み
込
ん
で
い
る
う
え
、
泡
を
玉
に

見
立
て
る
と
い
う
お
馴
染
み
の
図
式
を
用
い
つ
つ
も
無
常
を
強
調
す
る

こ
と
は
な
く
、
水
の
底
に
あ
る
は
ず
の
白
い
珠
（
真
珠
）
が
水
中
で
な

く
波
間
に
浮
き
沈
み
し
て
い
る
と
い
う
洒
落
た
着
想
の
歌
に
仕
立
て
て

い
る
。
貫
之
は
、
先
行
す
る
歌
か
ら
泡
と
珠
の
類
似
と
い
う
点
だ
け
を

借
り
て
、
美
し
い
幻
想
的
な
世
界
を
作
り
上
げ
て
み
せ
た
の
だ
。
新
鮮

な
着
想
と
表
現
を
求
め
る
歌
人
に
と
っ
て
、
経
典
の
表
現
、
そ
し
て
法

会
で
述
べ
ら
れ
る
美
辞
麗
句
や
機
知
に
富
ん
だ
表
現
は
、
ま
さ
に
宝
の

山
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

第
七
首
目
も
貫
之
の
歌
だ
。

　
　
　
　
　

す
も
も
の
花
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�
い
ま
幾
日
春
し
な
け
れ
ば
う
ぐ
ひ
す
も
も
の
は
な
が
め
て
思
ふ
べ

ら
な
り
（
四
二
八
）

　

春
は
あ
と
幾
日
も
な
い
の
で
、
う
ぐ
い
す
も
ぼ
ん
や
り
と
あ
た
り
を

眺
め
な
が
ら
も
の
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
い
う
見
立
て
だ
。

「
う
ぐ
ひ
す
も
も
の
は
な
が
め
て
」
に
「
す
も
も
の
花
」
が
掛
け
て
あ

る
。
季
節
が
す
ぎ
ゆ
く
こ
と
を
惜
し
む
と
い
う
点
で
、
無
常
に
通
じ
る

面
が
あ
る
。

　

第
八
首
目
は
、
意
識
し
て
仏
教
教
理
を
詠
み
込
ん
だ
歌
だ
。

　
　
　
　
　

か
ら
も
も
の
花�

ふ
か
や
ぶ　

　
　

�

逢
ふ
か
ら
も
も
の
は
な
を
こ
そ
悲
し
け
れ
別
れ
む
こ
と
を
か
ね
て

思
へ
ば
（
四
二
九
）

　
「
逢
う
か
ら
こ
そ
出
会
い
は
よ
け
い
に
悲
し
い
も
の
だ
。
や
が
て
別

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
し
ま
う
の
で
」
と
い
う
の

は
、
仏
教
の
八
苦
の
う
ち
、
愛
す
る
者
と
必
ず
別
れ
ね
ば
な
ら
な
い

「
愛
別
離
苦
」
の
苦
し
み
を
詠
っ
た
も
の
だ
。「
あ
ふ
か
ら
も
、
も
の
は

な
を
」
に
「
も
も
の
は
な
」
を
掛
け
て
い
る
が
、
か
な
り
苦
し
い
歌
に

な
っ
て
い
る
。

　

第
九
首
も
ま
た
仏
教
色
が
強
い
作
だ
。

　
　
　
　
　

た
ち
ば
な�

小
野
滋
蔭　

　
　

�

あ
し
ひ
き
の
山
た
ち
は
な
れ
ゆ
く
雲
の
宿
り
さ
だ
め
ぬ
世
に
こ
そ

有
り
け
れ
（
四
三
○
）

　
「
山
を
離
れ
て
ゆ
く
雲
の
よ
う
に
、
宿
り
定
め
ぬ
世
の
中
で
あ
っ
た

こ
と
だ
」
と
い
う
慨
嘆
だ
。
浮
か
ぶ
雲
や
流
れ
る
水
が
一
箇
所
に
と
ど

ま
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
諸
国
を
旅
し
て
回
る
修
行
者
の
こ
と
を
後
に

は
雲
水
と
称
す
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
歌
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
浮
雲
の

よ
う
に
「
不
定
」
な
世
の
中
を
詠
っ
て
い
る
。
代
表
的
な
仏
伝
で
あ
る

『
仏
本
行
集
経
』
に
「
諸
行
の
法
は
非
常
に
し
て
、
世
間
の
相
は
不
定

な
り
」（
大
正
三
・
七
一
九
中
）
と
あ
る
の
を
初
め
と
し
て
、「
世
」
が

「
不
定
」「
無
常
」
で
あ
る
こ
と
は
、
仏
教
の
常
識
だ
。

　

最
後
の
第
十
首
は
、
貫
之
の
珠
の
歌
と
同
様
、
経
典
の
表
現
を
利
用

し
た
歌
だ
。

　
　
　
　
　

を
が
た
ま
の
木�

と
も
の
り　

　
　

�

み
よ
し
の
の
吉
野
の
滝
に
浮
か
び
い
づ
る
泡
を
か
玉
の
消
ゆ
と
見

つ
ら
む
（
四
三
一
）

　
「
吉
野
山
の
吉
野
の
滝
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
は
消
え
る
泡
を
、
吉
野

に
赴
い
た
貴
人
た
ち
は
玉
が
消
え
た
と
見
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い

う
推
測
の
歌
で
あ
り
、『
古
今
集
』
撰
者
の
一
人
で
あ
る
紀
友
則
の
作
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だ
。
例
に
よ
っ
て
泡
を
玉
に
見
立
て
た
歌
で
あ
り
、「
あ
は
を
か
た
ま

の
き
ゆ
」
に
「
を
が
た
ま
の
木
」
を
掛
け
て
い
る
。
吉
野
は
神
仙
境
と

み
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
清
冽
な
滝
が
落
ち
る
水
面
に
美
し
い
宝
珠
が

現
わ
れ
て
は
消
え
る
と
い
う
光
景
は
、
い
か
に
も
仙
境
ら
し
い
も
の
だ
。

こ
の
歌
で
は
、「
玉
の
消
ゆ
」
に
「
魂
消
ゆ
（
驚
く
、
た
ま
げ
た
）」
を

重
ね
、
玉
が
消
え
た
と
貴
人
た
ち
が
驚
く
と
い
う
光
景
も
読
み
込
ん
で

い
る
た
め
、
優
雅
な
描
写
で
あ
り
つ
つ
言
葉
遊
び
も
隠
さ
れ
て
お
り
、

撰
者
時
代
な
ら
で
は
の
凝
り
に
凝
っ
た
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
仏
教
く

さ
さ
を
出
さ
な
い
と
い
う
点
は
貫
之
と
同
様
だ
が
、
激
し
く
落
ち
る
水

に
よ
っ
て
出
来
る
泡
、
泡
と
珠
の
類
似
、
泡
の
消
え
や
す
さ
に
も
言
及

し
て
い
る
た
め
、
表
現
自
体
は
か
な
り
仏
教
に
頼
っ
た
歌
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

二
　
物
名
の
巻
に
見
え
る
仏
教
的
な
歌

　

こ
の
よ
う
に
、
物
名
の
部
の
最
初
の
十
首
は
、
敏
行
の
「
ほ
と
ゝ
ぎ

す
」
の
歌
、
そ
し
て
貫
之
「
す
も
ゝ
の
花
」
の
歌
以
外
は
す
べ
て
仏
教

と
関
係
の
あ
る
歌
だ
っ
た
。
し
か
も
、
滋
春
と
忠
岑
と
が
題
と
し
て
い

た
「
う
つ
せ
み
」
は
、
そ
れ
自
体
が
無
常
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

実
際
、
物
名
の
部
に
は
次
の
よ
う
に
、「
う
つ
せ
み
」
の
語
を
用
い
て

無
常
を
詠
ん
だ
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

を
ば
な�

読
人
し
ら
ず　

　
　

�

あ
り
と
見
て
頼
む
ぞ
か
た
き
う
つ
せ
み
の
世
を
ば
無
し
と
は
思
ひ

な
し
て
む
（
四
四
三
）

　
「
確
か
に
存
在
す
る
と
見
て
あ
て
に
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
、
う
つ
せ

み
の
よ
う
に
は
か
な
い
こ
の
世
を
、
い
っ
そ
無
い
も
の
と
思
い
こ
ん
で

し
ま
お
う
」
と
い
う
嘆
き
の
歌
だ
。
現
象
は
空
で
あ
っ
て
は
か
な
い
以

上
、
な
ま
じ
期
待
を
か
け
て
つ
ら
い
思
い
を
し
な
い
よ
う
に
、
初
め
か

ら
こ
の
世
間
を
も
と
も
と
無
い
も
の
と
思
い
込
も
う
と
自
分
に
言
い
聞

か
せ
た
歌
と
は
い
え
、
有
る
よ
う
で
無
い
と
い
う
点
を
面
白
が
っ
て

作
っ
た
面
も
あ
る
歌
だ
。「
世
を
ば
無
し
」
と
い
う
部
分
に
「
を
ば
な
」

が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

物
名
の
部
に
は
、
も
う
一
首
、「
う
つ
せ
み
」
の
語
を
用
い
た
歌
が

あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
陰
気
き
わ
ま
り
な
い
歌
だ
。

　
　
　
　
　

か
ら
は
ぎ�

読
人
し
ら
ず　

　
　

�

空
蝉
の
殻
は
木
ご
と
に
と
ど
む
れ
ど
魂
の
ゆ
く
へ
を
見
ぬ
ぞ
か
な

し
き
（
四
四
八
）

　

蝉
の
脱
け
殻
は
、
ど
の
木
に
も
ど
の
木
に
も
残
っ
て
い
る
も
の
の
、

脱
け
殻
か
ら
出
て
い
っ
た
魂
の
ゆ
く
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が

悲
し
い
こ
と
だ
、
と
嘆
く
歌
だ
。
蝉
が
脱
け
殻
か
ら
出
た
の
で
あ
れ
ば



言
葉
遊
び
と
仏
教
の
関
係
（
石
井
）

八
七

成
虫
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
嘆
く
理
由
は
な
い
は
ず
で
あ
る
た
め
、

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
亡
骸
は
そ
れ
ぞ
れ
の
棺

［
き
］
に
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
亡
骸
か
ら
出
て
い
っ
た
魂
の
行
方
が

わ
か
ら
な
い
の
が
悲
し
い
と
い
う
意
を
掛
け
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
が

通
例
と
な
っ
て
い
る
。「
殻
は
木
ご
と
に
」
に
「
か
ら
は
ぎ
」
を
掛
け

て
お
り
、
言
葉
遊
び
の
歌
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
ぜ
こ
う
し
た

暗
い
話
題
を
題
材
と
し
て
言
葉
遊
び
の
歌
を
詠
む
の
か
、
ま
た
こ
う
し

た
歌
は
ど
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

　

そ
の
一
番
の
候
補
は
、
一
周
忌
な
ど
の
法
要
の
後
の
宴
会
で
は
な
か

ろ
う
か
。
四
十
九
日
に
も
そ
う
し
た
歌
が
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ

と
は
、『
古
今
集
』
の
時
代
よ
り
や
や
遅
れ
る
も
の
の
、「
し
じ
ふ
く
に
ち
」

の
語
を
詠
み
込
ん
だ
藤
原
輔
相
の
和
歌
、

　
　

�

秋
風
の
四
方
の
山
よ
り
お
の
が
じ
し
吹
く
に
散
り
ぬ
る
紅
葉
悲
し

な
（
拾
遺
四
三
一
）

が
示
し
て
い
る
通
り
だ
。
た
だ
、『
拾
遺
集
』
は
、
歴
代
の
勅
撰
集
の

中
で
最
も
多
く
の
物
名
和
歌
を
収
録
し
て
お
り
な
が
ら
、
仏
教
色
が
薄

く
、
食
べ
物
に
関
す
る
歌
が
き
わ
め
て
多
い）（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
法
会
の

後
宴
で
詠
ま
れ
た
と
お
ぼ
し
き
歌
を
多
く
採
録
し
た
『
古
今
集
』
と
違

い
、
後
に
は
普
通
の
宴
席
で
も
物
名
の
歌
を
詠
ん
で
楽
し
む
場
合
が
増

え
、
仏
教
に
関
係
し
な
い
言
葉
遊
び
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

酒
席
で
言
葉
遊
び
を
含
む
歌
を
詠
む
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
の
段
階

か
ら
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
洗
練
さ
れ
た
の
は
、
右
で
見
た
よ
う
に
法

会
の
後
宴
で
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。
法
会
で
は
、
言
葉
遊
び
を
含
め
た
自
在
な
説
法
や
機
知
に
飛
ん

だ
応
答
が
行
わ
れ
た）（
（

た
め
、
そ
う
し
た
法
会
の
場
が
歌
人
た
ち
に
刺
激

を
与
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、『
古
今
集
』
に
お
け
る
言
葉

遊
び
と
仏
教
の
関
係
の
深
さ
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

三
　
女
性
と
僧
侶
の
物
名
歌

　
『
古
今
集
』
物
名
の
部
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
言
葉
遊
び
の

歌
の
中
に
僧
侶
と
女
性
歌
人
た
ち
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
僧

侶
は
、
僧
正
遍
照
と
真
静
法
師
と
僧
正
聖
宝
で
あ
り
、
女
性
は
紀
乳
母

と
兵
衛
と
伊
勢
だ
。
ま
ず
、
遍
昭
の
、

　
　
　
　
　

く
た
に

　
　

�

散
り
ぬ
れ
ば
の
ち
は
芥
に
な
る
花
を
思
ひ
知
ら
ず
も
ま
ど
ふ
蝶
か

な
（
四
三
五
）

は
、「
芥
に
（
あ
く
た
に
）」
に
「
く
た
に
」
を
掛
け
て
遊
び
つ
つ
、
仏
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教
用
語
を
和
語
化
し
て
用
い
た
歌
だ
。「
思
ひ
知
る
」
と
い
う
の
は
ご

く
普
通
の
言
葉
の
よ
う
だ
が
、『
万
葉
集
』
で
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、

中
国
古
典
で
も
早
い
時
期
に
は
「
思
知
」
な
ど
の
用
例
は
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
仏
教
経
典
で
は
、「
念
知
」
の
語
が
「
し
っ
か
り
わ
き
ま
え

る
」
と
い
う
意
味
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
代
表

的
な
仏
伝
で
あ
っ
て
法
会
な
ど
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
た
『
仏
本
行
集

経
』
の
菩
薩
降
魔
品
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　

�

菩
薩
は
是
の
如
く
思
惟
し
念
知
す
、「
生
無
き
を
以
て
の
故
に
、

老
病
死
無
し
。
生
を
滅
す
る
を
以
て
の
故
に
、
老
病
死
を
滅
す
」

と
。
…
…
菩
薩
、
是
の
如
く
思
惟
し
念
知
す
、「
無
明
無
き
を
以

て
の
故
に
諸
行
無
し
。
無
明
を
滅
す
る
を
以
て
の
故
に
諸
行
滅

す
」
と
。
菩
薩
、
復
た
更
に
是
の
如
く
思
惟
し
念
知
す
。…
…（
菩

薩
如
是
思
惟
念
知
。
以
無
生
故
無
老
病
死
、
以
滅
生
故
滅
老
病
死
。

…
…
菩
薩
如
是
思
惟
念
知
。
以
無
無
明
故
諸
行
無
。
以
滅
無
明
故

諸
行
滅
。
菩
薩
復
更
如
是
思
惟
。
…
…
）（
大
正
三
・
七
九
五
上

～
中
）

　

つ
ま
り
、
無
明
に
始
ま
っ
て
老
病
死
に
終
わ
る
無
常
な
る
因
果
を
如

実
に
、
ま
た
繰
り
返
し
「
思
惟
し
念
知
す
」
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、「
思
惟
し
念
知
す
」
は
定
型
表
現
と
な
っ
て
い
る
。「
思

ひ
知
る
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
思
惟
し
念
知
す
」
あ
る
い
は
「
念
知

（
念
［
お
も
］
ひ
知
る
）」
と
い
う
表
現
を
和
語
化
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
次
第
に
「
我
が
身
の
こ
と
と
し
て
痛
切
に
受
け
止
め
る
」

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
栄

華
物
語
』
巻
六
に
、「
世
の
定
め
な
さ
の
み
ぞ
、
よ
ろ
ず
に
思
ひ
知
ら

れ
け
る
」
と
あ
り
、
ま
た
『
和
泉
式
部
集
』
に
、

　
　

�

春
雨
の
ふ
る
に
つ
け
て
ぞ
世
の
中
の
う
き
は
哀
れ
と
お
も
ひ
し
ら

る
ゝ
（
四
五
三
）

と
あ
る
の
は
、
こ
の
語
の
原
義
を
反
映
し
た
用
例
だ
。

　

真
静
法
師
の
歌
は
、
仏
教
と
は
関
係
の
な
い
冗
談
の
歌
と
な
っ
て
い

る
。

　
　
　
　
　

わ
ら
び�

真
静
法
師　

　
　

�

煙
た
ち
も
ゆ
と
も
見
え
ぬ
草
の
葉
を
誰
か
わ
ら
び
と
名
づ
け
そ
め

け
む
（
四
五
三
）

　
「
煙
り
を
立
て
て
燃
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
草
な
の
に
、
誰

が
『
わ
ら
び
』
と
名
づ
け
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
だ
け
の
歌
だ
。
草
の

「
わ
ら
び
」
と
「
藁
火
」
を
か
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
技
巧
の
名

手
で
あ
る
貫
之
や
友
則
な
ど
『
古
今
集
』
選
者
た
ち
の
歌
に
比
べ
れ
ば
、

素
朴
き
わ
ま
り
な
い
も
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
説
教
の
名
人
と
し
て
知
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ら
れ
て
い
た
真
静
法
師
は
、
物
名
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
詠
み
ぶ

り
を
模
索
し
て
い
た
初
期
の
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
三
人
の
僧
侶
が
、
い
ず
れ
も
花
や
草
を
題
材

と
し
て
仏
教
に
関
わ
る
内
容
の
物
名
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
、
特
に
遍

昭
の
歌
は
恋
に
関
わ
る
歌
に
な
っ
て
い
る
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
『
古
今
集
』
の
物
名
歌
に
見
え
る
女
性
の
歌
と
し
て
は
、
遍
昭

が
護
持
僧
を
勤
め
た
陽
成
天
皇
の
乳
母
で
あ
っ
た
紀
乳
母
、
そ
し
て
藤

原
高
経
の
娘
で
藤
原
忠
房
と
結
婚
し
て
宮
中
に
仕
え
た
ら
し
い
兵
衛
の

歌
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
達
者
な
も
の
だ
。

　

ま
ず
、
紀
乳
母
の
歌
は
、
次
の
通
り
。

　
　
　
　
　

さ
　ゝ

ま
つ　

び
は　

ば
せ
を
ば

　
　

�

い
さ
ゝ
め
に
時
ま
つ
ま
に
ぞ
日
は
へ
ぬ
る�
心
ば
せ
を
ば
人
に
見

え
つ
ゝ
（
四
五
四
）

　
「
か
り
そ
め
に
も
時
を
待
っ
て
い
る
う
ち
に
月
日
が
た
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
の
心
が
あ
の
人
に
見
え
る
よ
う
、
し
ば
し
ば
示
し
て
い
た
の
に
」
と

詠
い
、「
さ
ゝ
（
笹
）」、「
ま
つ
（
松
）」、「
日
は
（
枇
杷
）」
に
加
え
、

「
は
せ
を
は
」、
つ
ま
り
、「
芭
蕉
葉
」
を
読
み
込
ん
で
い
る
。
芭
蕉
の

木
は
、『
摩
訶
般
若
経
』
が
諸
行
の
生
滅
を
説
く
際
、「
行
は
、
芭
蕉
の
、

葉
葉
除
却
す
れ
ば
、
堅
実
を
得
ざ
る
が
如
し
（
行
如
芭
蕉
、
葉
葉
除
却

不
得
堅
實
，
是
為
知
行
相
。
知
行
生
滅
者
）」（
大
正
八
・
三
九
九
中
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
固
い
芯
が
無
く
、
外
皮
が
巻
き
重
な
っ
て
幹

を
形
成
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
葉
を
剥
い
て
い
け
ば
無
く
な
っ
て
し

ま
う
の
み
で
、
固
い
芯
が
な
い
た
め
、
剥
が
れ
や
す
く
枯
れ
や
す
い
。

こ
の
た
め
、
仏
典
で
は
水
の
泡
や
陽
炎
な
ど
と
と
も
に
無
常
で
実
体
が

な
い
こ
と
の
譬
喩
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
古
典
文
学

で
も
、
し
ば
し
ば
無
常
の
喩
え
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
芭
蕉
の
葉
を
、「
待
つ
恋
」
を
テ
ー
マ

と
し
た
言
葉
遊
び
の
歌
に
読
み
込
む
の
は
不
自
然
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
れ
に
は
事
情
が
あ
る
。『
古
今
集
』
で
は
、
四
季
と
無

常
の
概
念
を
柱
と
し
て
お
り
、
恋
に
つ
い
て
も
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま

で
が
四
季
に
な
ぞ
ら
え
る
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
い
る
た
め
、
恋
歌
で
無

常
を
強
調
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
の
だ
。
ま
た
、
塚
田
は
、
法
会
な

ど
の
後
で
歌
宴
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
先
に
触
れ
た
五
百
弟
子

品
の
「
そ
の
人
酔
い
臥
し
て
、
都
て
覚
知
せ
ず
」
な
ど
の
記
述
と
の
関

連
も
あ
っ
て
、
恋
歌
の
応
酬
を
す
る
雰
囲
気
が
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
こ
と

を
推
測
し
て
い
る）（
（

。

　

一
方
、
兵
衛
の
歌
は
、
明
確
に
仏
教
用
語
を
用
い
て
い
る
点
で
さ
ら

に
興
味
深
い
も
の
だ
。

　
　
　
　
　

梨
・
棗
・
く
る
み�

兵
衛　

　
　

�
あ
ぢ
き
な
し
嘆
き
な
つ
め
そ
う
き
事
に
あ
ひ
く
る
身
を
ば
捨
て
ぬ

も
の
か
ら
（
四
五
五
）
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こ
れ
ま
た
恋
に
関
わ
る
こ
の
歌
は
、「
無
益
な
こ
と
だ
、
そ
ん
な
に

嘆
き
つ
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
さ
す
が
に
憂
き
こ
と
に
あ
っ
て
来
た

身
を
捨
て
る
ま
で
は
い
か
な
い
に
せ
よ
」
と
詠
っ
て
お
り
、「
梨
」

「
棗
」「
く
る
み
」
の
語
を
読
み
込
ん
だ
遊
び
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
詰

め
込
み
す
ぎ
て
苦
し
い
作
り
に
な
っ
た
た
め
か
、
解
釈
は
様
々
だ
が
、

女
の
嘆
き
を
題
材
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
男
に
裏
切
ら
れ
る
よ
う

な
つ
ら
い
目
に
あ
い
、
身
を
捨
て
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
に
せ
よ
、

ひ
ど
く
嘆
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
嘆
い
て
も
無
駄
な
の
だ
か
ら
、
あ
ま

り
嘆
き
す
ぎ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
な
の
だ
ろ
う
。

自
ら
に
そ
う
言
い
聞
か
せ
た
歌
と
す
る
説
も
捨
て
が
た
い
。

　

こ
の
う
ち
、「
身
を
捨
て
」
る
と
は
身
投
げ
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

仏
典
で
は
「
捨
身
」
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
表
現
だ
。
捨
身
の
話
は

様
々
な
仏
典
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
、
釈
迦
の
前
身
で
あ
る

薩
太
子
が
飢
え
た
虎
の
母
子
を
救
う
た
め
、
衣
を
脱
い
で
竹
の
枝
の
上

に
か
け
た
の
ち
に
投
身
し
、
自
ら
の
肉
体
を
餌
と
し
て
与
え
よ
う
と
し

た
と
説
く
『
金
光
明
経
』
や
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
捨
身
品
の
話
、

ま
た
尊
い
偈
を
聞
く
た
め
に
釈
尊
の
前
身
で
あ
る
雪
山
童
子
が
羅
刹
と

約
束
し
て
身
を
投
げ
た
と
す
る
『
大
般
涅
槃
経
』
梵
行
品
の
話
が
特
に

有
名
だ
。
こ
の
本
生
譚
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
絵
画
が
描
か
れ
て
い
て
、

そ
の
代
表
は
前
者
を
描
い
た
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
で
あ
り
、
前
者
の
話

は
、
先
に
触
れ
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
今
昔
物
語
』
で
は
、
笑
い

話
と
し
て
扱
わ
れ
る
ま
で
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
播
磨
の
国
守
に
仕

え
て
い
た
佐
多
（
佐
太
）
と
い
う
粗
暴
な
下
級
侍
が
、
都
か
ら
流
れ
て

来
た
う
か
れ
女
を
郡
司
夫
婦
が
保
護
し
て
縫
い
物
の
仕
事
を
さ
せ
て
い

る
こ
と
を
聞
き
、
押
し
か
け
て
い
っ
て
懸
想
を
し
か
け
た
も
の
の
、
相

手
に
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
衣
を
ぬ
い
で
「
ほ
こ
ろ
び
を
縫
っ
て
よ
こ

せ
」
と
投
げ
か
け
た
と
こ
ろ
、
女
は
す
ぐ
に
、

　
　

�

我
が
身
は
竹
の
林
に
あ
ら
ね
ど
も
佐
多
が
こ
ろ
も
を
ぬ
ぎ
か
く
る

か
な

と
紙
に
書
き
、
縫
っ
て
い
な
い
衣
に
つ
け
て
投
げ
返
し
た
。「
私
の
身

は
竹
の
林
で
な
い
の
に
、
薩
埵
太
子
ど
こ
ろ
か
佐
多
（
の
よ
う
な
粗
野

な
男
）
が
衣
を
脱
い
で
投
げ
か
け
た
こ
と
だ
よ
」
と
嘆
い
て
み
せ
た
の

だ
。
佐
多
は
呼
び
捨
て
に
さ
れ
た
と
し
て
怒
り
、
と
ん
で
も
な
い
女
だ

と
触
れ
回
っ
た
た
め
、
話
を
聞
い
た
国
守
が
呼
び
出
し
た
と
こ
ろ
、
事

情
を
語
っ
て
女
を
あ
し
ざ
ま
に
言
っ
た
の
で
、
国
守
は
和
歌
が
分
か
ら

な
い
佐
太
を
追
い
だ
す
一
方
、
女
に
つ
い
て
は
あ
わ
れ
ん
で
物
な
ど
を

与
え
た
、
と
い
う
話
だ
。
こ
の
説
話
は
笑
い
話
と
し
て
ひ
ど
く
人
気
を

呼
ん
だ
よ
う
で
、
多
く
の
似
た
歌
や
説
話
が
生
ま
れ
て
い
る）（
（

。

　

兵
衛
の
物
名
歌
も
、
右
の
「
我
が
身
は
」
の
歌
と
同
様
、
悲
惨
き
わ

ま
り
な
い
は
ず
の
「
捨
身
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
不
謹
慎
な
言
葉
遊

び
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
。
と
は
い
え
、
彼
ら
は
仏
教
を
軽
ん
じ
て
い
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九
一

た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
仏
教
世
界
の
中
に
埋
ま
り
き
っ
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
無
常
を
泣
き
悲
し
み
、
ま
た
仏
教
を
素
材
と
し
た
遊
び
を
楽

し
ん
で
い
た
の
だ
。
た
だ
し
、
そ
の
仏
教
世
界
と
は
、
日
本
風
に
大
幅

に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

な
お
、「
梨
」
と
「
棗
」
を
歌
に
読
み
込
む
の
は
、
唐
代
好
色
文
学

の
代
表
で
あ
る
『
遊
仙
窟
』
で
、
高
級
遊
女
め
い
た
仙
女
た
ち
と
主
人

公
の
男
性
と
が
、「
棗
（
＝
早
）」「
梨
（
＝
離
）」「
杏
（
＝
幸
）」「
柰

（
＝
耐
）」
と
い
う
果
物
の
名
を
使
い
、
恋
心
に
関
す
る
洒
落
を
言
い

合
っ
て
い
る
場
面
を
意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
で
も

恋
と
仏
教
、
そ
れ
も
無
常
の
面
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

物
名
の
部
は
、
次
の
歌
で
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

�「
は
」
を
は
じ
め
、「
る
」
を
は
て
に
て
、「
な
が
め
」
を

か
け
て
時
の
歌
読
め
、
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば
よ
み
け
る

�
僧
正
聖
宝　

　
　

�

花
の
中
目
に
あ
く
や
と
て
わ
け
ゆ
け
ば
心
ぞ
と
も
に
散
り
ぬ
べ
ら

な
る
（
物
名
・
四
六
八
）

　

詞
書
に
見
え
る
よ
う
に
、
春
と
い
う
語
の
う
ち
、「
は
」
の
字
で
始

ま
っ
て
「
る
」
で
終
り
、
さ
ら
に
春
の
景
物
で
あ
る
「
長
雨
」
を
読
み

込
ん
だ
歌
を
詠
め
と
い
う
注
文
に
答
え
た
歌
だ
。「
ど
れ
ほ
ど
見
れ
ば

飽
き
足
り
る
か
と
思
っ
て
桜
の
林
に
分
け
入
っ
て
い
く
と
、
飽
き
足
り

る
ど
こ
ろ
か
、
散
る
花
と
と
も
に
心
ま
で
散
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
」

と
詠
う
こ
の
歌
は
、
諸
本
で
は
僧
正
遍
昭
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち

ら
に
し
て
も
、
僧
侶
の
作
品
で
あ
っ
て
、「
散
心
」「
散
乱
心
」「
心
散

乱
す
」
と
い
っ
た
仏
教
表
現
に
基
づ
く
語
を
、
言
葉
遊
び
の
歌
の
中
で

用
い
て
い
る
の
だ
。

　
「
散
心
」
の
類
の
表
現
は
、
中
国
の
古
典
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
心
を

馳
せ
る
」「
気
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
る
」
な
ど
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
の
場

合
に
は
合
わ
な
い
。「
飽
き
る
ほ
ど
目
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る

か
と
思
っ
て
、
咲
き
誇
る
桜
の
花
の
中
を
か
き
わ
け
る
よ
う
に
し
て
歩

い
て
い
く
と
、
心
こ
そ
が
散
る
花
と
と
も
に
散
っ
て
し
ま
う
よ
う
だ
」

と
い
う
の
は
、
気
が
散
っ
て
集
中
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
仏
教
用

語
で
あ
る
「
散
乱
心
」
の
う
ち
、「
散
乱
」
を
「
散
り
乱
れ
る
」
と
訓

読
し
、
桜
の
花
が
散
り
乱
れ
る
様
子
に
心
が
乱
れ
る
様
子
を
重
ね
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

技
巧
は
こ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
読
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
歌
の
内

容
と
関
係
の
深
い
言
葉
で
あ
り
、
貫
之
た
ち
の
よ
う
に
歌
と
無
関
係
の

言
葉
を
織
り
込
ん
だ
物
名
歌
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

『
古
今
集
』
の
物
名
の
巻
は
、
仏
教
に
関
わ
る
内
容
の
歌
が
多
く
、
洒

落
と
仏
教
の
密
接
な
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
古
今
集
』
の
物
名
歌
に
は
仏
教
色
が
濃
い
歌
が
多

く
、
し
か
も
僧
侶
や
女
性
の
歌
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
川
村
晃

生
は
、
寺
で
は
こ
う
い
っ
た
言
語
遊
戯
を
も
て
あ
そ
ぶ
詠
歌
が
日
常
茶
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九
二

飯
の
如
く
行
な
わ
れ
、
ま
た
そ
の
習
練
を
重
ね
て
も
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
と
し
、「
折
口
信
夫
（「
日
本
文
学
発
想
法
の
一

面　
　

誹
諧
文
学
と
隠
者
文
学
と　
　

」）
が
、
歌
論
議
と
い
う
か
け

あ
い
を
起
因
と
し
て
、
連
歌
が
早
く
か
ら
寺
に
発
生
し
た
と
説
い
て
い

る
こ
と
も
そ
れ
に
関
わ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
こ
う
い
っ
た
僧
侶
に
お

け
る
機
知
や
ユ
ー
モ
ア
は
、
説
法
の
有
力
な
要
素
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
か
ろ
う
」
と
述
べ
、「
女
房
に
と
っ
て
も
機
知
や
ユ
ー
モ
ア
は
、
そ

の
職
掌
に
お
い
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
能
力
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば

僧
と
女
房
は
、
誹
諧
文
学
の
創
造
に
お
い
て
好
敵
手
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
誹
諧
歌
に
お
い
て
僧
と
女
房
の
か
け
合
い
が
多
く
認
め
ら
れ
る
の

は
、
誹
諧
歌
作
者
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
負
と
能
力
が
お
の
ず
と
な

せ
る
業
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る）（
（

。

　

こ
れ
は
ま
さ
に
傾
聴
す
べ
き
卓
見
だ
。
た
だ
、
川
村
は
個
々
の
歌
に

つ
い
て
仏
教
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
た
め
、

以
下
、
仏
教
と
言
葉
遊
び
が
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
具
体
的
な
状
況

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

四
　
物
の
名
前
を
盛
り
込
ん
だ
歌
と
仏
教
の
関
係

　

ま
ず
、『
古
今
集
』
で
は
女
性
歌
人
の
中
で
最
も
多
く
の
歌
が
入
集

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
が
ら
み
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
な
い
伊

勢
が
、
死
者
を
悼
み
つ
つ
不
謹
慎
と
思
わ
れ
る
掛
詞
を
用
い
て
詠
ん
だ

歌
が
『
後
撰
集
』
に
見
え
る
た
め
、
こ
の
歌
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
在

原
載
春
が
亡
く
な
っ
た
と
聞
い
て
詠
ん
だ
歌
だ
。

　
　
　
　
　

在
は
ら
と
し
は
る
が
身
ま
か
り
に
け
る
を
聞
き
て�

伊
勢　

　
　

�

か
け
て
だ
に
我
が
身
の
上
と
思
ひ
き
や
来
む
と
し
は
る
の
花
を
見

じ
と
は
（
哀
傷
・
一
四
二
二
）

　
「
我
が
身
の
出
来
事
に
な
る
な
ど
と
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
も
思
っ

た
だ
ろ
う
か
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
来
る
年
に
、
つ
ま
り
来
年
、
春
の

花
を
見
な
い
よ
う
に
な
ろ
う
と
は
」
と
い
う
歌
で
あ
り
、「
来
む
と
し

は
る
」
に
亡
く
な
っ
た
「
載
春
」
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
歌
か

ら
は
哀
惜
の
念
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
、
言
葉
遊
び
だ
け
の
歌
と
は
考
え

が
た
い
う
え
、
実
際
、
哀
傷
の
部
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
葬
儀
、
四
十
九
日
、
一
周
忌
そ
の
他
の
法
事
に
際
し
て
は
、
死
者

の
名
を
含
め
、
目
の
前
の
も
の
な
ど
を
詠
み
こ
み
つ
つ
仏
教
色
の
強
い

歌
を
詠
む
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
か
の
『
遊
仙
窟
』
で
は
、
仙
女
と
一
夜
を
共
に
し
た
主
人
公
が

涙
で
別
れ
る
場
面
で
、
互
い
に
相
手
の
名
を
読
み
込
ん
だ
漢
詩
を
詠
じ

て
い
る
。

　

目
の
前
の
植
物
を
読
み
込
む
と
い
う
点
で
は
、
時
代
は
下
る
が
、
紫

式
部
も
そ
う
し
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
晩
年
に
な
っ
て
皇
太
后
宮
彰
子

の
追
善
の
た
め
に
清
水
寺
に
参
籠
し
た
式
部
は
、
共
に
女
房
と
し
て
彰
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九
三

子
に
仕
え
た
伊
勢
大
輔
も
来
て
い
て
灯
明
を
供
養
し
た
と
聞
き
、
樒

［
し
き
み
］
の
葉
に
次
の
歌
を
書
い
て
そ
の
局
に
届
け
た
こ
と
が
『
伊

勢
大
輔
集
』
に
見
え
て
い
る
。

　
　

�

こ
こ
ろ
ざ
し
君
に
か
か
ぐ
る
と
も
し
火
の
同
じ
光
に
逢
ふ
が
嬉
し

き

　

こ
れ
に
対
し
て
、
大
輔
も
、

　
　

�

世
々
を
ふ
る
ち
ぎ
り
も
う
れ
し
君
が
た
め
同
じ
光
に
か
げ
を
な
ら

べ
て

と
い
う
返
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
式
部
は
「
こ
こ
ろ
ざ
し
君

に
」
の
部
分
に
仏
前
に
供
え
る
「
し
き
み
」
を
詠
み
込
み
、
亡
き
主
君

に
追
悼
の
志
を
捧
げ
よ
う
と
布
施
し
た
灯
明
の
光
の
も
と
で
、
と
も
に

宮
中
に
仕
え
た
仲
間
と
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ん
だ
の
だ
。

ま
た
、
大
輔
も
「
う
れ
し
君
が
た
め
」
の
部
分
に
「
し
き
み
」
の
語
を

掛
け
、
式
部
と
の
前
世
以
来
の
深
い
縁
の
お
か
げ
で
亡
き
君
の
た
め
に

と
も
す
灯
明
の
も
と
に
こ
う
し
て
並
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ぶ
歌

を
詠
み
、
式
部
に
応
え
て
い
る
。
二
人
は
、
追
悼
の
念
と
再
会
の
嬉
し

さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
手
近
な
も
の
、
そ
れ
も
仏
教
と
関
わ
り
深
い

植
物
を
詠
み
こ
む
と
い
う
技
巧
を
用
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、『
紫
式
部
集
』
に
よ
れ
ば
、
式
部
は
若
い
頃
、
旅
の
途
上
で

苔
む
し
た
卒
都
婆
ら
し
き
も
の
が
道
に
倒
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
次
の

よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　

�

卒
都
婆
の
年
へ
た
る
が
ま
ろ
ひ
た
ふ
れ
つ
つ
人
に
踏
ま
る

る
を

　
　

�

こ
こ
ろ
あ
て
に
あ
な
か
た
じ
け
な
苔
む
せ
る
仏
の
み
顔
そ
と
は
見

え
ね
ど

　
「
卒
都
婆
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
に
つ
け
て
も
、
ま
あ
誠
に
も
っ

た
い
な
い
こ
と
だ
」
な
ど
と
殊
勝
な
言
葉
を
も
ら
し
て
い
る
が
、「
そ

と
は
み
え
ね
ど
（
そ
う
と
は
見
え
な
い
け
れ
ど
）」
と
い
う
口
調
の
軽

さ
か
ら
見
て
、「
そ
と
は
」
に
「
卒
都
婆
」
を
掛
け
る
と
い
う
言
葉
遊

び
を
楽
し
む
面
の
方
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
法
事
や
法
会
の
日
に
は
追
悼
や
仏
教
帰

依
の
意
を
こ
め
、
身
近
な
も
の
を
読
み
込
ん
だ
歌
、
時
に
は
亡
く
な
っ

た
人
の
名
を
読
み
込
ん
だ
歌
を
詠
む
風
習
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
重
々
し
い
儀
式
が
終
わ
れ
ば
気
持
は
解
放
さ
れ
る
だ
ろ

う
か
ら
、
後
の
宴
席
な
ど
で
あ
れ
ば
、
仏
教
色
を
保
ち
な
が
ら
も
、
悲

し
ん
だ
り
悼
ん
だ
り
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
歌
が
詠
ま
れ
た
と
し

て
も
不
思
議
で
な
い
。
そ
う
し
た
場
で
は
、
初
め
は
故
人
を
悼
む
歌
、

講
じ
ら
れ
た
経
典
に
ち
な
む
歌
、
人
の
世
の
無
常
を
悲
し
む
歌
な
ど
が
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歌
わ
れ
た
と
し
て
も
、
次
第
に
無
常
の
面
を
含
む
歌
、
つ
ま
り
、
季
節

の
移
り
変
わ
り
を
悲
し
む
歌
や
そ
う
し
た
季
節
の
よ
う
に
う
つ
ろ
う
人

心
を
嘆
く
歌
な
ど
が
詠
わ
れ
、
興
が
の
る
に
つ
れ
て
、
仏
教
に
関
わ
る

内
容
で
は
あ
る
も
の
の
技
巧
を
目
的
と
し
た
歌
や
言
葉
遊
び
の
歌
ま
で

披
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
、
滑
稽
な
歌
が
並
ぶ
『
万
葉
集
』
巻
十
六
で
は
、
仏
教
用
語
を

多
く
読
み
込
ん
だ
歌
は
、「
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
歌
八
首
」
と
記
さ
れ

る
八
首
中
に
見
え
て
お
り
、
多
く
は
宴
席
で
の
歌
だ
。
そ
の
吉
麻
呂
の

歌
の
最
初
は
、
左
注
に
よ
れ
ば
、
あ
る
宴
会
の
席
で
夜
中
に
鳴
く
狐
の

声
が
聞
こ
え
た
た
め
、
人
々
が
「
こ
の
饌
具
、
雑
器
、
狐
声
、
河
橋
等

の
物
に
関
り
て
、
た
だ
に
歌
を
作
れ
」
と
命
じ
た
と
こ
ろ
、
意
吉
麻
呂

が
即
座
に
作
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

銚
子
に
湯
沸
か
せ
子
ど
も
櫟
津
の
檜
橋
よ
り
来
む
狐
に
浴
む
さ
む

（
三
八
二
四
）

　
『
古
今
集
』
の
物
名
歌
と
違
い
、
た
だ
様
々
な
も
の
の
名
前
を
盛
り

込
み
、「
来
む
」
に
狐
の
鳴
き
声
の
「
コ
ン
」
を
か
け
た
だ
だ
け
で

あ
っ
て
、
意
味
も
き
ち
ん
と
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
続
く
意
吉

麻
呂
の
歌
で
は
、
同
類
の
「
酢
、
醤
、
蒜
、
鯛
、
水
葱
を
詠
む
歌
」

（
三
八
二
八
）、「
玉
掃
、
釜
、
天
木
香
、
棗
を
詠
む
歌
」（
三
八
三
○
）

な
ど
、
い
か
に
も
宴
席
で
の
作
ら
し
い
歌
に
混
じ
っ
て
、
次
の
三
首
が

詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　

荷
葉
を
詠
む
歌

　
　

�

蓮
葉
は
か
く
こ
そ
あ
る
も
の
意
吉
麻
呂
が
家
に
あ
る
も
の
は
芋
の

葉
に
あ
ら
し
（
三
八
二
六
）

　
　
　
　
　

香
、
塔
、
厠
、
屎
、
鮒
、
奴
を
詠
む
歌

　
　

�

香
塗
れ
る
塔
に
な
寄
り
そ
川
隅
の
屎
鮒
喫
め
る
痛
き
女
奴
（
三
八

二
八
）

　
　
　
　
　

白
鷺
の
木
を
啄
ひ
て
飛
ぶ
を
詠
む
歌

　
　

�

池
神
の
力
士
舞
か
も
白
鷺
の
啄
ひ
持
ち
て
飛
び
渡
る
ら
む
（
三
八

三
一
）

　

最
初
の
歌
は
、「
美
し
い
蓮
の
葉
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
。

我
が
家
に
あ
る
は
里
芋
の
葉
だ
ろ
う
」
と
自
嘲
し
た
も
の
。
こ
の
蓮
の

葉
は
、
宴
席
で
食
べ
物
を
盛
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
蓮
と
言
え
ば
、
や
は
り
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。

　

次
の
歌
は
、「
香
を
塗
っ
た
塔
に
近
づ
く
な
。
川
の
曲
が
り
か
ど
に

い
て
川
に
突
き
出
し
た
便
所
か
ら
落
ち
る
糞
を
食
っ
て
い
る
鮒
を
食
べ

て
い
る
、
ひ
ど
い
女
奴
隷
よ
」
と
い
う
品
の
な
い
嘲
り
の
歌
だ
。
塔
に

寄
る
な
と
い
う
の
は
、『
四
分
律
』
に
「
仏
塔
を
遶
る
に
、
四
辺
に
大

小
便
し
て
、
臭
気
を
し
て
来
入
せ
し
め
る
を
得
ざ
れ
（
不
得
遶
仏
塔
四
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辺
大
小
便
使
臭
気
来
入
）」（
大
正
二
二
・
七
一
一
下
た
）
と
あ
る
よ
う

に
、
戒
律
で
は
仏
塔
周
辺
で
の
大
小
便
な
ど
を
禁
じ
て
い
る
た
め
だ
ろ

う
。

　

最
後
の
歌
は
、
巣
を
作
る
た
め
な
の
か
、
白
鷺
が
枝
を
く
わ
え
て
飛

ん
で
い
く
の
を
見
て
、
池
上
の
法
貴
寺
で
行
な
わ
れ
て
い
た
、
鉾
を

持
っ
て
卑
猥
で
滑
稽
な
舞
を
舞
う
力
士
舞
に
見
立
て
た
も
の
ら
し
い）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
八
首
の
多
く
は
宴
席
で
詠
ま
れ
た
作
で
あ
っ

て
、
し
か
も
八
首
の
歌
の
う
ち
最
後
の
二
首
は
仏
教
と
関
わ
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
蓮
の
葉
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
が
、

も
し
寺
の
池
な
ど
の
蓮
の
花
を
観
賞
す
る
催
し
の
際
の
作
で
あ
れ
ば
、

仏
教
に
関
わ
る
歌
は
三
首
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
目
の
前
の
植

物
を
詠
っ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
意
吉
麻
呂
の
八
首
の

前
の
歌
は
、

　
　

�

橘
の
寺
の
長
屋
に
我
が
率
寝
し
童
女
放
り
は
髪
上
げ
つ
ら
む
か

（
三
八
二
二
）

で
あ
っ
て
、
寺
の
長
屋
に
少
女
を
連
れ
込
ん
で
寝
る
と
い
う
内
容
だ
。

こ
れ
も
宴
席
の
歌
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
統
が
平
安
の
僧
侶
、
貴
族
、
女
房
た
ち
に
受
け
継
が

れ
、
法
会
の
後
の
宴
席
に
お
い
て
洗
練
さ
れ
た
形
で
披
露
さ
れ
て
流
行

し
、
歌
の
技
巧
が
高
ま
っ
て
い
け
ば
、
仏
教
色
の
強
い
物
名
歌
が
登
場

す
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
小
峯
和
明
は
、
歌
集
の
詞
書
を
見
て
い

く
と
法
会
の
後
で
詠
ま
れ
た
歌
が
少
な
く
な
い
た
め
、
こ
れ
は
儀
式
の

あ
と
の
「
な
お
ら
い
」
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
、

こ
の
こ
と
は
、
今
様
は
法
会
の
後
で
歌
わ
れ
る
「
解
斎
」
の
歌
謡
で

あ
っ
た
と
見
る
永
池
健
二
の
説
と
響
き
あ
う
も
の
が
あ
る
と
説
い
て
い

る
）
（（
（

。
永
池
は
、
平
安
中
期
や
以
後
の
時
代
に
は
『
法
華
経
』
な
ど
の
講

会
が
し
き
り
に
開
か
れ
、
そ
の
た
び
に
座
を
移
し
て
遊
宴
が
催
さ
れ
た

こ
と
に
注
意
し
、
そ
う
し
た
遊
宴
は
荘
厳
な
る
儀
礼
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
た
聖
な
る
世
界
か
ら
日
常
生
活
へ
と
戻
る
た
め
の
不
可
欠
の
手
続
き

で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
そ
の
講
会
で
説
か
れ
た
経
典
と
関
係
の
深
い
今

様
が
歌
わ
れ
、
会
衆
は
ひ
た
す
ら
「
あ
は
れ
」
な
る
宗
教
的
情
緒
に
身

を
ゆ
だ
ね
た
の
だ
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

そ
の
今
様
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
か
ら
引
け
ば
、

　
　

�

弥
陀
の
誓
ひ
ぞ
頼
も
し
き　

十
悪
五
逆
の
人
な
れ
ど　

ひ
と
た
び

御
名
を
称
ふ
れ
ば　

来
迎
引
摂
疑
は
ず

と
あ
る
よ
う
に
、
経
典
の
内
容
に
関
わ
る
歌
が
多
い
も
の
の
、
白
拍
子

た
ち
が
歌
と
舞
に
活
躍
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

　
　

�
美
女
う
ち
見
れ
ば　

一
本
葛
と
も
な
り
な
ば
や
と
ぞ
思
ふ　

本
よ

り
末
ま
で
縒
ら
れ
ば
や　

斬
る
と
も
刻
む
と
も　

離
れ
難
き
は
わ
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が
宿
世

の
よ
う
に
、
仏
教
用
語
で
あ
る
「
宿
世
」
を
用
い
た
恋
の
歌
、
あ
る
い

は
、

　
　

�

思
ひ
は
陸
奥
に　

恋
は
駿
河
に
通
ふ
な
り　

見
初
め
ざ
り
せ
ば
な

か
な
か
に　

空
に
忘
れ
て
已
み
な
ま
し

の
よ
う
に
、「
満
ち
る
」
と
「
み
ち
の
く
」、「
す
る
」
と
「
駿
河
」
を

掛
け
た
恋
の
歌
、
さ
ら
に
は
、

　
　

�

頭
に
遊
ぶ
は
頭
虱　

頂
の
く
ぼ
を
ぞ
極
め
て
食
ふ　

櫛
の
歯
よ
り

天
降
る　

麻
小
笥
の
蓋
に
て
命
終
は
る

の
よ
う
な
滑
稽
な
歌
を
初
め
と
し
て
、
世
俗
の
歌
謡
も
多
数
含
ま
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
、
初
め
は
、
法
会
で
用
い
ら
れ
た
経
典
に
関
す
る
今

様
が
詠
わ
れ
、
無
常
な
る
あ
り
方
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
あ
は
れ
」

な
今
様
や
し
ん
み
り
し
た
情
緒
の
恋
歌
な
ど
へ
と
移
り
、
宴
が
進
む
に

つ
れ
て
、
艶
っ
ぽ
い
内
容
や
滑
稽
な
内
容
を
含
む
世
俗
的
な
今
様
へ
と

移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
順
序
は
、
仏
教
的
な
内
容

を
含
む
物
名
歌
の
成
立
順
序
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
役
に
立
と
う
。

　

た
だ
、
和
歌
の
場
合
、
釈
教
歌
と
称
さ
れ
る
純
粋
に
仏
教
的
な
和
歌

が
成
立
し
て
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
『
古
今
集
』
よ
り
か

な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
仏
教
に
関
わ
る
和
歌
の
種
類
の
成
立
順

序
は
、
今
様
の
場
合
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
編

纂
の
方
針
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、『
古
今
集
』
に
は
純
粋
な
釈
教
歌
と

呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
稀
で
あ
り
、『
法
華
経
』
の
二
十
八
品
の

内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
歌
に
す
る
こ
と
や
『
維
摩
経
』
の
無
常
に
関
す
る
十

喩
を
詠
む
こ
と
な
ど
が
広
ま
っ
た
の
は
、
十
一
世
紀
初
め
頃
か
ら
の
こ

と
に
属
す
る
。『
古
今
集
』
に
お
い
て
は
、
講
経
や
法
会
と
関
わ
り
が

深
い
と
思
わ
れ
る
歌
に
は
、
恋
歌
と
さ
れ
て
い
る
作
、
あ
る
い
は
経
典

の
表
現
を
素
材
に
し
て
遊
ん
で
い
る
言
葉
遊
び
の
作
が
多
い
の
だ
。

　

仏
教
と
言
葉
遊
び
と
和
歌
の
関
係
に
関
す
る
研
究
は
、
始
ま
っ
た
ば

か
り
と
言
え
よ
う
。

注（
１
）�

石
井
公
成
「『
万
葉
集
』
の
恋
歌
と
仏
教
」（『
駒
澤
大
学�

仏
教
文
学
研

究
』
第
七
号
、
二
○
○
四
年
三
月
）。

（
２
）�

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
『
古
今
和
歌
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
一
一
八
頁
。

（
３
）�
築
島
裕
編
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
総
索
引
』（
汲
古
書
院
、
二
○
○
一
年
）。

（
４
）�
塚
田
晃
信
「
古
今
集
と
仏
教　
　

釈
教
歌
を
考
え
る
（
一
）　　

」（『
東

洋
』
十
六
巻
五
号
、
一
九
七
九
年
五
月
）。

（
５
）
深
谷
秀
樹
「
拾
遺
集
の
物
名
歌
と
藤
原
輔
相　
　

食
物
を
詠
ん
だ
歌
を
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め
ぐ
っ
て　
　

」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
八
十
六
号
、
二
○
○
三
年
）。
仏

教
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
６
）�

石
井
公
成
「
物
真
似
芸
の
系
譜
（
中
）」（『
駒
澤
大
学�

仏
教
文
学
研
究
』

第
十
六
号
、
二
○
一
三
年
三
月
）

（
７
）�

塚
田
、
注
（
４
）
前
掲
論
文
。

（
８
）�

田
中
宗
博
「
捨
身
飼
虎
説
話
と
和
歌
―
『
今
昔
物
語
集
』『
宇
治
拾
遺
物

語
』
所
収
説
話
の
読
解
の
た
め
に
」（
藤
岡
忠
美
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊

行
会
編
『
古
代
中
世
和
歌
文
学
の
研
究
』、
和
泉
書
院
、
二
○
○
三
年
）。

（
９
）�

川
村
晃
生
「
俳
諧
性
の
基
盤　
　

無
心
所
著
歌
・
誹
諧
歌　
　

」（『
国
語

と
国
文
学
』
七
十
一
巻
五
号
、
一
九
九
四
年
五
月
）。

（
⓾
）�

市
村
宏
「
万
葉
婆
羅
門
考
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
十
集
、
一
九
七

四
年
二
月
）。

（
⓫
）�

小
峯
和
明
「
和
歌
と
唱
導
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館

紀
要
』
二
十
七
号
、
一
九
九
五
年
三
月
。
小
峯
『
法
会
の
文
芸
』
に
再
録
）。

関
連
す
る
研
究
と
し
て
は
、
中
野
方
子
「
古
今
集
歌
人
と
仏
教
語　
　

法
会

の
歌　
　

」（『
和
歌
文
学
研
究
』
八
十
号
、
二
○
○
○
年
六
月
。
中
野
『
平

安
前
期
歌
語
の
和
漢
比
較
文
学
的
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
○
○
五
年
）。

（
⓬
）�

永
池
健
二
「〈
解
斎
〉
の
歌
謡　
　

法
文
歌
の
場
と
表
現　
　

」（
中
世
歌

謡
研
究
会
編
『
梁
塵�

日
本
歌
謡
と
そ
の
周
辺
』、
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
。

永
池
『
逸
脱
の
唱
声　

歌
謡
の
精
神
史
』
に
再
録
）。


