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現
代
の
日
本
人
は
他
界
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
観
念
を
抱
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
全
国
規
模
で
の
包
括
的
な
調
査
は
な
い
が
、
現
代

日
本
人
の
他
界
観
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
調
査
が
い
く
つ
か
あ

る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
第
一
生
命
経
済
研
究
所
の
小
谷
み
ど
り
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
死
生
観
」
（
一
一
○
○
三
年
六
月
）
で
あ

る
（
１
）
。
研
究
所
の
モ
ニ
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
全
国
の
四
○
歳
か
ら
六

九
歳
ま
で
の
男
女
九
○
○
人
に
対
し
て
郵
便
調
査
法
（
有
効
回
収
率

九
六
・
八
％
）
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
五
件
法
で
尋
ね
た
「
あ

の
世
や
来
世
（
天
国
、
極
楽
を
含
む
）
は
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
項
目
に

対
し
て
、
「
そ
う
思
う
」
と
「
ま
あ
そ
う
思
う
」
を
合
わ
せ
る
と
四
三
・

日
本
人
の
他
界
観
の
構
造

は
じ
め
に

ｌ
古
代
か
ら
現
代
へ
と
つ
な
が
る
も
の
Ｉ

五
％
で
あ
っ
た
。
一
方
、
「
あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い
」
と
「
そ
う
思
わ
な

い
」
の
合
計
は
五
六
・
三
％
で
あ
っ
た
。
他
界
の
存
在
を
信
じ
て
い
る

日
本
人
は
半
数
に
満
た
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
る
。
同
様
の
質
問
に

関
す
る
米
国
の
＠
尾
巨
吟
□
旧
の
世
論
調
査
の
結
果
と
比
較
す
る
と
、

彼
我
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
二
○
○
七
年
五
月
一
○
～
一
一
一
一

日
の
調
査
に
お
い
て
、
「
因
８
５
口
」
の
存
在
を
信
じ
る
と
し
た
人
は

八
一
％
、
ま
た
、
「
国
邑
」
の
存
在
を
信
じ
る
と
し
た
人
も
六
九
％
に

の
ぼ
っ
て
い
る
（
２
）
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
小
谷
の
調
査
に
お
い
て
、
「
霊

魂
は
存
在
す
る
と
思
う
」
人
が
五
九
・
四
％
、
さ
ら
に
、
「
亡
く
な
っ

た
先
祖
は
、
私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
」
人
が
七
八
％

に
の
ぼ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
祖
先
の
霊
と
の
か
か
わ

り
を
重
視
す
る
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
小
谷

大
東
俊
一
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に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
「
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
的
行
動
と
意
識
」
（
３
）

（
二
○
○
七
年
五
～
六
月
）
に
あ
っ
て
も
、
全
国
の
四
○
歳
か
ら
七

四
歳
ま
で
の
男
女
一
○
○
○
人
の
調
査
（
有
効
回
収
率
九
四
・
四
％
）

に
お
い
て
、
お
盆
や
お
彼
岸
と
い
っ
た
祖
先
と
の
か
か
わ
り
を
重
視

し
た
年
中
行
事
の
実
施
率
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
お
盆
は
七
四
％
、
お
彼
岸
は
六
一
・
八
％
の
人
が
実
施

す
る
と
回
答
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
見
る
限
り
、
祖
先
の
霊
と
の
か
か
わ
り

は
重
視
す
る
が
、
あ
の
世
や
来
世
の
存
在
は
信
じ
な
い
と
い
う
現
代

の
日
本
人
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
現
代
の
多
く
の
日
本
人

は
祖
先
の
霊
の
所
在
に
つ
い
て
は
明
確
な
観
念
を
持
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
は
日
本
人
の
他
界
観
の
特
性
が
関
係

し
て
い
る
と
い
う
の
が
本
論
の
着
想
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
歴
史
上
に
現
れ
た
他
界
観
の
特
性
を
検
討
す
る
と

と
も
に
、
現
代
の
民
俗
行
事
に
表
れ
た
他
界
観
を
考
察
し
て
い
く
。

黄
泉
国

『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
に
込
め
ら
れ
た
あ
る
種
の
政
治
的
意

図
に
つ
い
て
の
評
価
は
さ
て
お
き
、
死
者
の
赴
く
地
下
他
界
と
し
て

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
が

記
紀
神
話
の
他
界
観

黄
泉
国
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
伊
耶
那
岐
命
は
火
之
迦
具

士
神
を
生
ん
で
亡
く
な
っ
た
妻
の
伊
耶
那
美
命
に
会
い
た
い
と
思
っ

て
黄
泉
国
へ
出
か
け
た
。
夫
は
妻
に
自
分
と
一
緒
に
帰
っ
て
欲
し
い

と
言
っ
た
が
、
妻
は
す
で
に
黄
泉
国
の
食
べ
物
を
食
べ
て
し
ま
っ
た

よ
も
つ
へ
ぐ
い

よ
も
つ
か
み

（
Ⅱ
黄
泉
戸
喫
）
の
で
、
帰
る
こ
と
に
つ
い
て
黄
泉
神
と
相
談
を
し
て

く
る
と
言
い
残
し
、
御
殿
の
中
に
入
っ
て
い
く
。
そ
の
間
、
中
に
い

る
自
分
の
姿
を
覗
き
見
て
は
い
け
な
い
と
伊
耶
那
美
命
は
言
い
残
す

が
、
伊
耶
那
岐
命
は
待
ち
か
ね
て
、
火
を
と
も
し
て
中
を
覗
き
見
て

う
じ

し
ま
っ
た
。
す
る
と
、
伊
耶
那
美
命
の
身
体
に
は
蛆
が
た
か
り
、
頭
、

胸
、
腹
、
女
陰
、
左
手
、
右
手
、
左
足
、
右
足
の
そ
れ
ぞ
れ
に
人
柱

の
雷
神
が
成
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
恐
れ
を
な
し
た
伊
耶
那
岐
命

が
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
、
怒
っ
た
伊
耶
那
美
命
は

よ
も
つ
し
こ
め

予
母
都
志
許
売
、
人
柱
の
雷
神
、
千
五
百
の
軍
勢
に
夫
の
あ
と
を
追

わ
せ
、
自
ら
も
追
跡
に
加
わ
っ
た
。
伊
耶
那
岐
命
は
、
防
戦
し
な
が

ら
逃
げ
た
が
、
追
跡
を
振
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

よ
も
つ
さ
か
さ
か
も
と
い
た
と
き
そ
さ
か
も
と
あ
も
も
の
み

「
黄
泉
ひ
ら
坂
の
坂
本
に
到
り
し
時
に
、
其
の
坂
本
に
在
る
桃
子

み
つ

ま
う

こ
と
ご
と
さ
か
か
へ

を
三
箇
取
り
て
待
ち
撃
ち
し
か
ぱ
、
悉
く
坂
を
返
り
き
」
（
４
）
と
い

う
次
第
と
な
り
、
伊
耶
那
岐
命
は
よ
う
や
く
こ
の
世
に
帰
還
す
る
｝
」

よ
も
つ
さ
か
さ
か
も
と

と
が
で
き
た
。
「
黄
泉
ひ
ら
坂
の
坂
本
」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
れ

さ
か

ば
、
伊
耶
那
岐
命
は
雷
神
た
ち
に
追
わ
れ
て
「
ひ
ら
坂
」
を
下
っ
て

き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
黄
泉
国
は
地
下
に
あ
る
の

さ
か

で
は
な
く
、
「
ひ
ら
坂
」
の
上
、
も
し
く
は
、
向
こ
う
側
に
位
置
す
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根
之
堅
州
国
・
根
国

『
古
事
記
』
に
お
い
て
根
之
堅
州
国
の
名
前
が
最
初
に
登
場
す
る

の
は
、
託
さ
れ
た
国
を
統
治
せ
ず
に
泣
き
わ
め
い
て
い
る
速
須
佐
之

男
命
に
、
伊
耶
那
岐
命
が
そ
の
理
由
を
問
う
場
面
で
あ
る
。
速
須
佐

や
つ
か
れ
は
は

ね
の
か
た
す
く
に
ま
か

之
男
命
は
そ
れ
に
対
し
て
、
「
僕
は
、
枇
が
国
の
根
之
堅
州
国
に
罷

ら
む
と
雛
ふ
が
蝿
に
、
弾
く
」
（
６
）
と
答
え
た
。
「
枇
が
国
」
を
言
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
黄
泉
国
は
山
上
、
山

中
、
小
高
い
丘
の
上
、
も
し
く
は
そ
の
向
こ
う
側
な
ど
に
位
置
す
る

も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
説
話
か
ら
す
る
と
、
黄
泉
国
は
死
者
の
赴
く
世
界
で
は
あ
る

が
、
こ
の
世
と
は
往
来
可
能
で
あ
り
、
死
者
は
黄
泉
国
の
食
べ
物
を

ロ
に
し
な
い
う
ち
は
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
腐
敗
し
、
蛆
が
た
か
っ
て
い
る
伊
耶
那
美
命
の
描
写

は
、
横
穴
式
石
室
お
い
て
遺
体
が
腐
乱
し
て
い
く
様
子
に
基
づ
い
て

も
が
り

い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
一
書
で
こ
れ
を
「
磧
剣

と
こ
ろ

の
処
」
（
５
）
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
葬
地
に
お
け
る
遺
体

の
腐
乱
状
態
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換

え
れ
ば
、
黄
泉
国
と
い
う
概
念
は
石
室
や
洞
窟
な
ど
の
葬
地
・
墓
所
、

も
し
く
は
、
礦
の
た
め
に
建
て
ら
れ
て
喪
屋
を
強
く
示
唆
す
る
も
の

で
あ
り
、
具
体
的
な
葬
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ

』
っ
。

換
え
た
も
の
が
「
根
之
堅
州
国
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
枇
」
と
い
う
語

は
伊
耶
那
美
命
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
根
之

堅
州
国
を
亡
母
・
伊
耶
那
美
命
が
い
る
黄
泉
国
で
あ
る
と
す
る
主
張

が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
根
之
堅
州
国
を
直
ち
に
黄
泉
国
と
断

定
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
『
古
事
記
』
の
論

述
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

お
お
あ
な
む
じ
の
か
み

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
須
佐
之
男
命
の
子
で
あ
る
大
穴
牟
遅
神
が

父
の
い
る
根
之
堅
州
国
を
訪
問
し
、
数
々
の
苦
難
に
遭
い
な
が
ら
も

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

大
国
主
神
と
し
て
葦
原
中
国
に
再
生
す
る
逸
話
で
あ
る
。
大
穴
牟
遅

や
か
み
ひ
め

神
に
は
た
く
さ
ん
の
兄
弟
の
神
が
い
た
が
、
八
上
比
売
と
の
結
婚
を

め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
。
兄
弟
の
神
々
は
大
穴
牟
遅
神
を
罠
に
か
け

て
、
猪
に
似
せ
た
焼
石
を
つ
か
ま
せ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
が
、
母
の

懇
願
に
よ
り
天
上
か
ら
派
遣
さ
れ
た
二
柱
の
神
の
手
に
よ
っ
て
、
大

穴
牟
遅
神
は
再
生
す
る
。
し
か
し
、
再
び
兄
弟
の
神
々
は
大
穴
牟
遅

神
を
だ
ま
し
て
、
大
樹
の
割
れ
目
に
閉
じ
込
め
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

今
度
は
母
自
身
が
大
穴
牟
遅
神
を
発
見
し
て
蘇
生
さ
せ
、
逃
が
し
て

く
れ
た
の
で
、
大
穴
牟
遅
神
は
根
之
堅
州
国
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
二
度
に
わ
た
る
大
穴
牟
遅
神
の
死
と
再
生
の
逸
話
は
、

地
上
の
葦
原
中
国
で
の
出
来
事
で
は
あ
る
が
、
根
之
堅
州
国
訪
問
の

プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

根
之
堅
州
国
に
到
着
し
た
大
穴
牟
遅
神
は
、
須
佐
之
男
命
の
娘
で

す
せ
り
び
め

あ
る
須
世
理
毘
売
と
結
婚
す
る
が
、
須
佐
之
男
命
は
大
穴
牟
遅
神
に
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む
か
で

さ
ま
ざ
ま
な
試
練
を
与
璋
え
る
。
大
穴
牟
遅
神
は
蛇
、
百
足
、
蜂
の
室

に
次
々
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
須
世
理
毘
売
の
助
け
を
得
て
、
抜
け
出

す
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
、
野
原
に
誘
い
込
ま
れ
た
大
穴
牟
遅
神
は

火
を
か
け
ら
れ
て
逃
げ
場
を
失
う
が
、
鼠
が
逃
げ
道
を
教
え
て
く
れ

て
命
拾
い
を
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
須
佐
之
男
命
が
寝
て
い
る

あ
い
だ
に
、
須
世
理
毘
売
を
背
負
い
、
須
佐
之
男
命
の
所
有
物
で
あ

い
く
た
ち
い
く
ゆ
み
や

る
生
太
刀
し
」
生
弓
矢
を
持
っ
て
逃
走
す
る
が
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
須

佐
之
男
命
は
追
い
か
け
て
い
く
。
し
か
し
、
結
局
、
須
佐
之
男
命
は

か
れ
し
か

よ
も
つ
さ
か

大
穴
牟
遅
神
を
取
り
逃
が
し
、
「
故
爾
／
、
し
て
、
黄
泉
ひ
ら
坂
に
追

は
る
の
ぞ

お
お
あ
な
む
ぢ
の
か
み
い
い

ひ
至
価
ソ
て
、
遥
か
に
望
み
て
、
呼
び
て
大
穴
牟
遅
神
に
謂
ひ
て
曰
ひ

し
ぐ
・
・
・
」
（
７
）
と
い
う
次
第
と
な
る
。

大
穴
牟
遅
神
が
す
で
に
「
黄
泉
ひ
ら
坂
」
を
通
っ
て
葦
原
中
国
に
入

っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
だ
っ
た
が
、
須
佐
之
男
命
は
坂
の
上
か
ら
葦
原

中
国
を
遠
望
し
な
が
ら
大
穴
牟
遅
神
に
向
け
て
言
葉
を
発
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
「
黄
泉
ひ
ら
坂
」
は
黄
泉
国
と
葦
原
中
国
と
の
境
界
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
場
面
で
は
根
之
堅
州
国
と
葦
原
中
国
と
の
境
界
で
あ
る
。

ま
た
、
「
遇
か
に
望
み
て
」
と
い
う
記
述
か
ら
す
る
と
、
根
之
堅
州
国

か
ら
や
っ
て
来
た
須
佐
之
男
命
は
比
較
的
高
い
位
置
か
ら
葦
原
中
国

を
眺
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
根
之
堅
州
国
は
「
黄
泉
ひ
ら
坂
」
の

上
、
も
し
く
は
、
向
こ
う
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
こ
れ
で
は
「
黄
泉
ひ
ら
坂
」
と
の
位
置
関
係
に
お
い
て
根
之
堅
州

国
と
黄
泉
国
と
は
大
差
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
両
者
が
同

一
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
る
根
拠
と
な
る
。

そ
れ
で
は
根
之
堅
州
国
と
黄
泉
国
と
は
同
一
と
断
定
し
て
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
両
者
の
内
実
に
関
し
て
言
え
ば
、
黄
泉
国
が
死
者
や
暗

闇
を
連
想
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
根
之
堅
州
国
に
は
死
に
ま
つ
わ
る

イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
大
穴
牟
遅
神
は
根
之
堅
州
国
に
到
着

す
る
前
に
、
二
度
死
し
て
再
生
す
る
が
、
根
之
堅
州
国
か
ら
こ
の
「
黄

泉
ひ
ら
坂
」
を
通
過
し
て
葦
原
中
国
に
帰
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葦

原
中
国
の
支
配
者
・
大
国
主
神
と
し
て
質
的
な
変
貌
を
遂
げ
て
再
生

す
る
。
ま
た
、
大
穴
牟
遅
神
が
根
之
堅
州
国
で
出
会
う
動
物
に
し
て

も
、
蛇
や
百
足
は
生
命
力
が
旺
盛
な
も
の
で
あ
る
し
、
鼠
も
多
産
で
、

繁
殖
力
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
根
之
堅
州
国
に
は
生
命
が
死
し
て
再

生
す
る
世
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
両
者
の
内

実
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
が
死
後
の
世
界
で
あ
っ

て
も
、
異
な
っ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。死
後
の
世
界
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
確
な

黄
泉
国
に
対
し
て
、
根
之
堅
州
国
は
具
象
性
が
欠
落
し
て
い
る
が
、

そ
の
具
象
性
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
根
之
堅
州
国
の

性
格
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
先
に
、
黄
泉
国
は
石
室

や
洞
窟
な
ど
の
葬
地
・
墓
所
、
も
し
く
は
、
蹟
の
た
め
に
建
て
ら
れ

た
喪
屋
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
実
際

に
人
間
の
目
に
映
っ
た
光
景
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
根
之
堅

州
国
は
、
腐
乱
し
た
遺
体
に
ま
つ
わ
る
死
の
穣
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
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記
紀
神
話
が
政
治
的
支
配
者
層
の
産
物
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

『
万
葉
集
』
も
ま
た
社
会
的
上
層
部
の
人
々
の
意
識
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
神
話
的
な
虚
構
性

を
そ
の
背
景
に
濃
厚
に
漂
わ
せ
て
い
る
記
紀
神
話
の
他
界
と
比
べ

『
万
葉
集
』
に
あ
っ
て
は
、
作
歌
の
場
に
お
け
る
種
々
の
制
約
を
考

慮
し
て
も
、
死
に
ま
つ
わ
る
具
体
的
な
事
象
に
関
し
て
作
者
自
身
の

感
情
が
よ
り
直
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
事
象
を

手
が
か
り
に
し
て
、
万
葉
人
の
他
界
観
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で

霊
魂
の
赴
く
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
世
界
は
人
間
の
経
験
を
超
え
て
お
り
、
そ
の
内
実
を

五
感
の
働
き
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
具
象
性

の
乏
し
さ
と
い
う
性
質
が
喚
起
ざ
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
人
間
の
経
験
を
超
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
根
之
堅
州
国

は
そ
の
位
置
も
明
確
に
は
規
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
黄
泉
ひ
ら

坂
」
が
現
世
と
の
境
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
根
之
堅
州
国
は
そ
の
坂
の

上
と
か
向
こ
う
側
と
い
っ
た
程
度
の
定
義
し
か
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
『
古
事
記
』
の
記
述
を
素
直
に
た
ど
っ
て
い
く
限
り
、
根
之

堅
州
国
は
日
常
の
生
活
世
界
の
外
側
の
世
界
と
し
て
、
そ
の
位
置
や

内
実
に
具
象
性
を
欠
い
た
ま
ま
観
念
さ
れ
て
い
る
他
界
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

二
『
万
葉
集
』
の
他
界
観

あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
「
万
葉
集
』
の
他
界
観
に
つ
い
て
随
所
で
言
及
さ
れ
て

き
た
の
は
、
堀
一
郎
と
伊
藤
幹
治
の
二
人
の
先
学
の
研
究
で
あ
る
（
８
）
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
万
葉
集
』
に
表
れ
た
他
界
観
は
基
本
的
に
は
、
山

中
他
界
観
、
及
び
、
天
上
他
界
観
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
山
中

他
界
観
と
は
遺
体
の
埋
葬
地
・
墓
所
と
し
て
の
山
と
い
う
イ
メ
ー
ジあ
れ

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
璋
え
ば
、
「
う
つ
そ
み
の
人
な
る
我

挙げておこう。いるせぁ
あ
す

や
明
日
よ
り
は
一
一
上
山
を
弟
と
我
が
見
む
」
（
巻
一
一
・
一
六

五
）
は
、
大
津
皇
子
の
亡
骸
が
二
上
山
に
埋
葬
さ
れ
る
際
に
、
大
来

皇
女
が
歎
き
悲
し
ん
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
同
趣
の
歌
を

ば
つ
せ
を
と
め

こ
鼻
ｂ
り
く
の
柏
瀬
娘
子
が
手
に
巻
け
る
玉
は
乱
れ
て
あ

り
と
言
は
ず
や
も
（
巻
三
・
四
一
一
四
）

よ
そ

わ
ぎ
も
こ

辻
曰
こ
そ
外
に
も
見
し
か
我
妹
子
が
奥
つ
き
と
思
へ
ぱ

は愛
し
き
佐
保
山
（
巻
一
二
・
四
七
四
）

あ
ら
や
ま
な
か

あ
し
ひ
き
の
荒
山
中
に
送
り
置
き
て
帰
倭
り
ふ
見
れ
ば

こ
こ
ろ
ぐ
る

心
苦
し
４
℃
（
巻
九
・
’
八
○
六
）

二
上
山
、
柏
瀬
、
佐
保
山
な
ど
と
い
う
葬
地
の
名
称
を
詠
み
込
ん

だ
も
の
か
ら
、
山
麓
へ
の
遺
体
の
埋
葬
を
示
唆
す
る
も
の
に
至
る
ま

で
、
山
中
が
葬
地
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
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山
に
か
か
る
雲
・
霧
・
霞
な
ど
は
天
に
近
接
す
る
も
の
で
あ
り
、

天
上
他
界
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
歌
意
を
忠

実
に
た
ど
れ
ば
、
雲
・
霧
・
霞
な
ど
は
第
一
義
的
に
は
故
人
を
偲
ぶ

手
が
か
り
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
五

感
の
働
き
の
及
ば
な
い
世
界
に
故
人
が
去
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
嘆
き
悲
し
む
こ
と
が
歌
意
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
天
上

他
界
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
は
空
間
的
に
特
定
さ
れ
た
天
上
で
は
な

く
、
葬
地
と
し
て
の
山
中
他
界
の
向
こ
う
に
広
が
る
さ
ら
に
漠
然
と

し
た
境
外
の
他
界
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、
記
紀
神
話
で
優
勢
で
あ

っ
た
黄
泉
国
や
根
之
堅
州
国
・
根
国
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で

ま

》
」
も
り
く
の
柏
瀬
の
山
の
山
の
際
に
い
さ
よ
ふ
雲
は

い
も

妹
に
か
も
あ
ら
む
（
巻
一
二
・
四
一
一
八
）

山
の
除
ゆ
雌
蕊
の
児
ら
は
霧
な
れ
や
吉
野
の
山
の
嶺

き
り

み
れ

に
た
な
び
く
（
巻
一
一
一
・
四
寿
坑
）

さ
ほ
や
ま

い
も

佐
保
山
に
た
な
び
く
霞
見
る
》
」
と
に
妹
を
思
ひ
出
で

泣
か
ぬ
日
は
な
し
（
巻
一
一
一
・
四
七
三
）

い
は
れ

し
ろ

つ
の
さ
は
ふ
磐
余
の
山
に
［
ロ
た
へ
に
か
か
れ
る
雲
は

す
め
ら
み
こ

皇
子
か
も
（
巻
十
一
二
・
一
一
一
一
一
一
一
一
五
）

次
に
、
こ
れ
ま
で
天
上
他
界
観
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た

も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
例
歌
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

あ
る
。
し
か
し
、
記
紀
神
話
の
他
界
観
と
『
万
葉
集
』
の
他
界
観
と

が
か
け
離
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
ま
ず
、
黄
泉
国
に
関
し
て
言
え
ば
、
上
述
の
よ
う
に
、
記
紀
神

話
に
お
い
て
は
地
下
他
界
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
山
上
や
山
中
、
も
し
く
は
、
山
の
向
こ
う
と
い

っ
た
人
間
の
日
常
の
生
活
圏
と
は
異
な
っ
た
場
所
に
あ
る
葬
地
の
イ

メ
ー
ジ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
黄
泉
国
の
観
念
は
『
万

葉
集
』
に
表
出
し
て
い
る
山
中
の
葬
地
に
起
因
す
る
山
中
他
界
観
と

極
め
て
近
似
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
根
之
堅
州
国
・
根
国
は
境
外
の
他
界
と
し
て
、
そ
の
位
置

や
内
実
に
具
象
性
を
欠
い
た
ま
ま
観
念
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。

同
様
の
こ
と
が
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
天
上
他
界
に
も
当
て
は
ま
る

で
あ
ろ
う
。
人
間
の
五
感
が
及
ぶ
の
は
空
に
浮
か
ぶ
雲
・
霧
・
霞
ま

で
で
あ
る
の
で
、
そ
の
先
に
広
が
り
、
霊
魂
の
赴
く
他
界
ま
で
は
人
々

の
五
感
の
働
き
は
及
ば
な
い
。
根
之
堅
州
国
・
根
国
と
こ
の
天
上
他

界
と
は
意
外
に
内
実
に
お
い
て
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
と
よ

り
、
根
之
堅
州
国
・
根
国
に
は
豊
穣
と
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
随
す

る
の
に
対
し
て
、
天
上
他
界
・
境
外
の
他
界
に
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
は
前
者
の
有
す
る
神
話
性

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
さ
さ
か
図
式
的
で
は

あ
る
が
、
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
・
根
国
と
の
関
係
は
、
山
中
他
界

と
天
上
他
界
と
の
関
係
に
比
定
さ
れ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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つ
か
ひ

と
も
そ

ホ
ド

う
ま
や

便
一
一
人
有
り
き
・
・
・
・
伴
に
副
ひ
て
往
く
程
に
、
一
一
つ
の
駅

わ
た
り
ば
か
り
み
ち
な
か
ば

は
し
わ
た
こ
が
れ

の
度
許
に
、
路
の
中
に
大
河
有
ｎ
ソ
。
椅
を
度
し
、
金
を
以
て

か
ぎ

そ
は
し

か
な
た

は
な
は
オ
モ
シ
ロ

塗
り
厳
れ
ぃ
ソ
。
其
の
椅
よ
り
行
き
て
彼
方
に
至
れ
ば
、
甚
だ
誌
キ

む
か

こ
い
づ
れ

い
と
な
ん

国
有
ｈ
ソ
。
使
人
に
向
ひ
て
、
「
是
は
何
の
国
ぞ
」
と
曰
へ
ぱ
、
「
度
南

そ
や
た
り
つ
か
さ
び
と

の
国
な
り
」
と
答
ふ
。
其
の
一
尺
に
至
る
時
に
、
八
の
官
人
有
り
て
、

つ
ば
も
の
お

こ
が
れ

兵
を
楓
び
て
迫
ひ
往
く
。
前
に
金
の
宮
有
り
。
宮
門
に
入
、
ソ
て
見

い
ま
こ
が
れ
ざ
い
ま

れ
ば
王
有
す
。
黄
金
の
坐
に
坐
す
。
（
９
）

『
日
本
霊
異
記
』
（
以
下
、
『
霊
異
記
』
は
我
が
国
初
の
仏
教
説
話

集
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
弘
仁
年
間
（
八
一
○
～
八
二
四
）
の
末
年

に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
説
話
の
内
容
を
子
細
に
検
討

す
る
と
、
外
来
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
の
教
義
を
受
容
す
る
に
あ
た
っ

て
の
民
族
的
な
思
考
形
態
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
様
子
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
他
界
観
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
代
表
的
な

ひ
と

例
と
し
て
、
上
巻
第
三
○
の
「
非
理
に
他
の
物
を
奪
ひ
、
悪
行
を
為

む
く
い

あ
や

し
、
報
を
受
け
て
奇
し
き
事
を
一
不
し
し
縁
」
を
見
て
み
よ
う
。
本

説
話
は
代
表
的
な
冥
界
訪
問
讃
で
あ
り
、
豊
前
国
宮
子
郡
の
次
官
で

か
し
わ
で
の
お
み
ひ
ろ
く
に

あ
っ
た
膳
臣
広
国
が
死
去
の
一
二
日
後
に
蘇
生
し
て
語
っ
た
話
と

さ
れ
て
い
る
。
広
国
の
言
葉
の
冒
頭
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

三
『
曰
本
霊
異
記
』
の
他
界
観

ま
ず
は
冥
界
ま
で
の
道
程
に
関
し
て
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
に
方
角

と
な
ん

が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
度
南
の
国
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
広
国
た
ち
は
南
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
移
動
距
離

う
ま
や
わ
た
り
ば
か
り

に
関
し
て
は
、
「
一
一
つ
の
駅
の
度
許
に
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

牛
馬
厩
舎
・
牧
場
の
管
理
運
営
、
駅
馬
の
設
置
・
運
営
等
を
定
め
た

く
も
く
り
よ
う

「
厩
牧
令
」
に
よ
る
と
、
「
駅
」
は
一
一
一
○
里
毎
（
約
一
六
～
一
一
○
ｍ
）

に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
冥
界
ま
で
の
距
離
は
三
○
数
ｍ
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
確
か
に
、
広
国
が
赴
い
た
冥
界
は
、
日
常
の
生

活
圏
か
ら
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
仏
教
本
来
の
他
界
で

あ
る
地
獄
や
極
楽
が
日
常
世
界
か
ら
果
て
し
な
く
遠
い
所
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
近
い

所
に
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
世
と
は
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
冥
界
の
風
景
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
川
に
架
か
る
橋
が
黄
金

で
装
飾
さ
れ
て
い
た
り
、
都
に
至
れ
ば
黄
金
の
宮
殿
が
あ
っ
た
り
、

王
の
座
る
玉
座
が
黄
金
で
あ
る
な
ど
、
極
楽
的
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て

い
る
。
一
方
、
広
国
と
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
そ
の
妻
は
冥
府
の
王

の
前
で
死
後
審
判
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
王
の
名
前
に
関
し
て
は
こ

こ
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
閻
羅
王
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
冥
界
は
極
楽
的
雰
囲
気
と
地
獄
的
雰

囲
気
が
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
冥
界
訪
問
讃
応
）
に
あ
っ
て
は
一
度
亡
く
な
っ
た
人

が
生
き
返
る
と
い
う
筋
立
て
が
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
次
に
注
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』
｝
や
｝

み
○
と
せ
カ
リ
ー
ア
つ
な

［
日
し
た
い
の
は
、
亡
く
な
っ
て
冥
界
に
赴
い
た
死
者
の
霊
が
再
び
こ
き
。
是
を
以
て
一
一
一
年
の
狼
を
継
げ
り
。
（
ｕ
）

の
世
を
訪
れ
る
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
典
型
的
な
例
は
、
上
巻
第
一

ケ
モ
ノ
ふ

ヒ
ト
カ
シ
ラ

あ
や
し
る
し

一
一
「
人
・
畜
二
履
、
ま
れ
し
鬮
骸
の
、
救
ひ
収
め
ら
え
て
霊
し
き
表

亡
父
が
七
月
七
日
、
五
月
五
日
、
正
月
一
日
に
動
物
の
姿
に
な
つ

ひ
と
か
し
ら

を
一
示
し
て
、
現
に
報
い
し
縁
」
と
下
巻
第
一
一
七
「
燭
腱
の
目
の
穴
て
広
国
の
も
と
に
帰
っ
て
き
た
と
あ
る
が
、
正
月
一
日
は
上
記
の
大

タ
カ
ン
ナ
ヌ
ハ
ナ

ね
が
く
す
し
る
し

の
筈
を
褐
キ
脱
チ
テ
、
以
て
祈
ひ
て
霊
し
き
表
を
示
し
、
し
縁
」

晦
日
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
あ
る
が
、
こ
の
世
に
恨
み
を
持
つ
死
者
の
霊
魂
が
他
界
か
ら
こ
の

以
上
の
説
話
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
大
晦
日

世
に
戻
り
、
人
間
の
姿
で
現
れ
て
、
苦
患
を
救
っ
て
く
れ
た
人
に
恩

（
正
月
一
日
）
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
と
い
っ
た
一
年
の
う
ち
の
決

を
返
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
ま
っ
た
日
に
、
祖
先
の
霊
が
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら

の
が
大
晦
日
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
、
他
界
か
ら
帰
還
す
る
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
仏
教
の
地
獄
・
極
楽
と
い
っ
た
遠

先
祖
の
霊
を
供
養
す
る
魂
祭
り
が
大
晦
日
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
方
の
他
界
と
は
異
な
り
、
こ
の
世
と
往
来
可
能
な
他
界
が
観
念
さ
れ

伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
大
晦
日
以
外
に
も
、
先
祖
の
霊
が
こ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

の
世
に
帰
還
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
日
が
あ
る
。
前
述
の
上
巻
第

ひ
と

む
く
い

四
浄
土
教
の
他
界
観
●
と
［
ロ
本
的
浄
土

あ
や

一
一
一
○
の
「
非
理
に
他
の
物
を
奪
ひ
、
悪
行
を
為
、
し
、
報
を
受
け
て
奇

（
ｉ
）
極
楽
浄
土
の
風
景

し
き
事
を
示
し
し
縁
」
で
は
、
冥
界
に
赴
い
た
膳
臣
広
国
が
、
地
獄

の
責
苦
に
あ
っ
て
い
る
亡
父
か
ら
供
養
を
頼
ま
れ
る
が
、
そ
の
際
が

周
知
の
よ
う
に
、
浄
土
教
と
は
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
に
往
生

亡
父
は
広
国
に
次
の
よ
う
に
語
る
。

し
、
成
仏
す
る
こ
と
を
説
く
教
え
で
あ
り
、
『
無
量
寿
経
』
『
観
無
量

寿
経
』
、
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
「
浄
土
三
部
経
」
を
根
本
経
典
と
す

せ
い
ぼ
う

ぶ
つ
ど

我
飢
ゑ
て
、
七
月
七
日
に
大
蛇
に
成
り
て
汝
が
家
に
到
り
、
屋
房
に
る
。
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
「
こ
れ
よ
り
西
方
、
十
万
億
の
仏
士
を
過

や
ど

〉』夕延、Ｐｈマグ亀、

入
ら
む
と
せ
し
時
に
、
杖
を
以
て
懸
け
棄
て
き
・
又
、
五
月
五
日
に
ぎ
て
、
世
界
あ
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
い
う
」
（
吃
）
と
あ
る
が
、
極
楽

●（ログ

・
イ
ヌ

赤
き
狗
二
成
り
て
汝
が
家
に
到
り
し
時
に
、
犬
を
喚
ぴ
相
せ
て
、
職
浄
土
は
途
方
も
な
い
遠
方
に
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
は
極
楽
の
地
形

』
’
一
あ
は

ほ
と
ほ
か
へ

に
迫
ひ
打
ち
し
か
ぱ
、
飢
ゑ
熱
り
て
還
り
き
・
我
正
月
一
［
］
ロ
に
狸
に
や
気
候
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

ネ
コ

０
０
〕
。
‐
』
ニ
ゲ
、
坐
（
』
〈
、
と
（
一

成
り
て
汝
が
家
に
入
り
し
時
に
、
供
養
せ
し
宍
、
種
の
物
に
飽
き
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（
Ⅱ
）
美
し
い
自
然
の
中
の
浄
土

源
信
（
九
四
二
～
一
○
一
七
）
に
よ
っ
て
『
往
生
要
集
』
（
九
八
五
）

が
著
さ
れ
る
と
、
浄
土
信
仰
は
ま
す
ま
す
興
隆
し
、
阿
弥
陀
堂
の
建

立
や
来
迎
図
の
制
作
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
浄
土
教
美
術
の
流
行

須
弥
山
は
仏
教
世
界
の
中
央
に
聟
え
る
巨
山
で
あ
り
、
金
剛
鉄
囲

は
そ
れ
を
取
り
囲
む
山
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
熱
は
渓
の
意
、
ま
た
、

渠
は
溝
の
意
で
あ
り
、
海
な
ど
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
極

楽
は
非
常
に
平
坦
な
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
四
季
の

変
化
は
な
く
、
気
温
は
年
中
一
定
で
快
適
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
極
楽
に
は
大
き
な
蓮
花
が
咲
く
蓮
池
が
あ
り
、
そ
の
前
に

は
金
銀
で
荘
厳
さ
れ
た
楼
閣
が
建
っ
て
い
る
。
国
士
に
は
七
宝
か
ら

な
る
木
々
が
生
え
、
芳
し
い
香
り
が
満
ち
て
、
妙
な
る
音
楽
が
奏
で

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
極
楽
浄
土
の
描
写
に
は
当
時
の
イ
ン
ド

の
王
侯
貴
族
が
理
想
と
し
た
他
界
の
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
な
理
想
世
界
の
姿
を
そ
の
ま
ま
当
時
の
日
本
人
は
受
け
入
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
ゅ
み
せ
ん

こ
ん
ご
う
て
つ
ち

し
よ
せ
ん

そ
の
国
士
に
は
、
須
弥
山
お
よ
び
金
剛
鉄
囲
、
｜
切
の
諸
山
な
／
、
、

け
い
ご
し
よ
う
こ
く

ま
た
大
海
・
小
海
・
黙
渠
・
井
谷
な
し
。
（
市
〒
略
）
ま
た
、
四
時

や
わ
ら
と
と
の

の
春
・
秋
・
冬
・
夏
な
／
、
、
寒
か
ら
ず
熱
か
ら
ず
、
常
に
和
ぎ
調

い
適
す
。
回

を
見
る
よ
う
に
な
る
。
中
で
も
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
「
浄
土
は

か
く
こ
そ
は
と
見
え
た
り
」
（
巻
第
一
八
「
た
ま
の
う
て
な
」
）
と
称
え

ら
れ
た
の
は
、
藤
原
道
長
（
九
六
六
～
一
○
二
七
）
に
よ
っ
て
建
立

さ
れ
た
法
成
寺
で
あ
る
。
諸
堂
は
そ
の
後
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
が
、

極
楽
浄
土
の
再
現
か
と
思
わ
れ
た
よ
う
な
荘
厳
さ
は
『
栄
花
物
語
』

な
ど
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
目
し
た
い
の
は
、

さ
か
り
な
つ
み
ど
り

境
内
の
庭
園
の
描
写
に
、
「
緑
真
珠
の
葉
は
、
盛
な
る
夏
の
緑
の

ご
と
し
ん
こ
ん
え
ふ
ふ
か
あ
き
も
み
ぢ
ご
と

松
の
如
し
。
真
金
葉
は
、
深
き
秋
の
紅
葉
の
如
し
。
虎
塊
葉
（
は
）
、

ご
と

に
は
ゆ
き

仲
秋
黄
葉
の
如
し
。
白
瑠
璃
の
葉
は
、
冬
の
庭
の
雪
を
帯
び
た
る
が

ご
と

如
し
」
（
Ｍ
）
と
あ
る
点
で
あ
る
。
四
季
の
区
別
の
な
い
極
楽
の
風
景

を
描
写
す
る
た
め
に
、
作
者
は
わ
ざ
わ
ざ
、
「
紅
葉
」
、
「
黄
葉
」
、

「
雪
」
と
い
っ
た
日
本
の
四
季
の
代
表
的
な
景
物
を
瞼
え
と
し
て
用

い
て
い
る
。
「
松
」
は
常
緑
で
あ
る
の
で
、
極
楽
の
常
住
不
変
を
象
徴

す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
極
楽
の
美
し
い
風
景
を
描
写
す
る
た
め
に
、

日
本
の
四
季
の
自
然
美
を
代
表
す
る
景
物
を
も
っ
て
語
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
事
態
は
、
日
本
人
が
極
楽
浄
土
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ

う
に
理
解
し
、
自
ら
の
思
想
的
伝
統
と
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
せ
て
い

っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
も
の
で
あ
る
。

法
成
寺
と
並
ぶ
浄
土
教
建
築
の
代
表
で
あ
る
平
等
院
の
鳳
凰
堂
に

関
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
後
世
、
鳳
凰
堂
と
呼
ば
れ
る
こ

と
に
な
る
こ
の
建
築
物
は
、
『
観
無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
観
経
浄
土
変
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相
図
に
描
か
れ
て
い
る
宮
殿
楼
閣
に
そ
の
構
想
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

だ
が
、
こ
れ
が
建
立
さ
れ
た
宇
治
と
い
う
土
地
自
体
が
、
自
然
の
美

し
さ
に
恵
ま
れ
た
日
本
的
浄
土
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
宇
治
は
『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
で
も
あ
る
が
、
奈

良
時
代
よ
り
風
光
明
媚
な
土
地
と
し
て
知
ら
れ
、
貴
族
達
の
別
荘
が

造
営
さ
れ
て
い
た
。
宇
治
川
が
山
峡
よ
り
平
坦
地
に
流
れ
出
た
と
こ

ろ
の
左
岸
に
鳳
凰
堂
は
位
置
す
る
が
、
美
し
い
自
然
の
中
に
浄
土
の

あ
り
か
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

同
様
の
観
念
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
制
作
さ

れ
た
多
く
の
来
迎
図
に
お
い
て
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

に
は
、
大
和
絵
風
の
美
し
い
山
水
に
、
雲
に
乗
っ
て
来
迎
す
る
阿
弥

陀
仏
や
諸
菩
薩
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
阿
弥
陀
三
尊
や
阿
弥
陀
聖

衆
は
遠
景
の
山
の
向
こ
う
か
ら
観
者
も
し
く
は
画
中
に
描
か
れ
た
往

生
者
の
方
に
進
ん
で
来
る
よ
う
に
見
え
る
。
京
都
知
恩
院
の
「
阿
弥
陀

二
十
五
菩
薩
来
迎
図
」
（
「
早
来
迎
」
）
は
、
画
面
左
上
の
桜
や
松
・
杉
な

ど
の
常
緑
樹
が
生
え
る
美
し
い
急
峻
な
山
か
ら
、
滑
り
降
り
る
よ
う

に
白
雲
に
乗
っ
た
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
が
、
右
下
の
往
生
者
の
も
と

へ
来
迎
す
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
阿

弥
陀
二
十
五
菩
薩
の
乗
っ
た
白
雲
が
山
の
向
こ
う
か
ら
来
て
い
る
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
画
中
に
描
か
れ
て
い
な
い
極
楽

浄
土
が
山
の
向
こ
う
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

山
越
阿
弥
陀
図
は
同
種
の
モ
チ
ー
フ
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
が
、
山
の
彼
方
に
半
身
を
現
す
巨
大
な
阿
弥
陀
如
来
を
描

い
て
い
る
点
で
上
述
の
来
迎
図
と
は
区
別
さ
れ
る
。
京
都
の
禅
林
寺

こ
ん
か
い
こ
う
み
よ
う
じ

（
永
観
堂
）
本
、
金
戒
光
明
寺
本
、
そ
し
て
、
京
都
国
立
博
物
館

本
な
ど
が
代
表
作
で
あ
る
が
、
若
干
の
図
像
的
な
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
共
通
す
る
の
は
山
水
表
現
の
美
し
さ
で
あ
る
。
山
中
に
は
松
な

ど
の
常
緑
樹
、
桜
、
紅
葉
、
雪
な
ど
季
節
の
代
表
的
な
景
物
が
描
か

れ
、
そ
の
山
の
向
こ
う
に
阿
弥
陀
如
来
が
示
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

阿
弥
陀
如
来
の
お
わ
す
極
楽
浄
土
は
雲
に
隠
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

「
浄
土
三
部
経
」
に
叙
述
さ
れ
た
極
楽
浄
士
の
風
景
や
阿
弥
陀
如
来

に
ま
つ
わ
る
説
話
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
、
美
し
い
山
水
の
中
に

描
か
れ
た
阿
弥
陀
如
来
と
対
時
す
る
こ
と
に
な
る
。
来
迎
図
と
同
様
、

山
越
阿
弥
陀
図
に
お
い
て
も
、
極
楽
浄
土
は
山
の
向
こ
う
に
あ
る
境

外
の
他
界
で
あ
る
。ろ
く
ど
う
ち
ん
の
う
じ

京
都
東
山
の
六
道
珍
皇
寺
の
六
道
ま
い
り
（
八
月
七
～
十
ｐ
Ｈ
）
は

精
霊
迎
え
と
位
置
付
け
ら
れ
る
代
表
的
な
盆
行
事
で
あ
り
、
精
霊
送

り
の
大
文
字
五
山
送
り
火
（
八
月
十
六
日
）
と
対
を
成
す
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（
巴
。
六
道
ま
い
り
の
期
間
に
、
人
々
は
「
迎
え
鐘
」
を

つ
い
て
先
祖
の
霊
を
あ
の
世
か
ら
呼
び
戻
し
、
境
内
で
買
い
求
め
た

高
野
槙
の
枝
に
祖
先
の
霊
を
つ
け
て
自
宅
に
連
れ
帰
る
。
そ
し
て
、

五
京
都
の
盆
行
事
に
見
る
他
界
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十
六
日
の
送
り
火
の
日
ま
で
、
祖
先
の
霊
を
供
応
す
る
。

六
道
珍
皇
寺
の
門
前
付
近
は
古
く
か
ら
「
六
道
の
辻
」
と
呼
ば
れ
、

こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
境
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
珍
皇
寺
は
京
都

と
り
ぺ
の

の
一
二
昧
地
（
墓
地
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
鳥
辺
野
の
入
口
に
位
置
し
て

い
る
の
で
、
珍
皇
寺
に
赴
い
て
精
霊
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
墓

所
に
赴
い
て
精
霊
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
に
近
い
。
た
だ
し
、
実
際

に
墓
所
に
赴
く
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
人
々
の
目
に
墓
所
そ
の
も
の

が
映
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
六
道
ま
い
り
を
す
る

人
々
に
お
い
て
、
六
道
の
辻
と
い
う
境
界
の
向
こ
う
か
ら
、
す
な
わ

ち
、
境
外
の
他
界
か
ら
精
霊
を
迎
え
る
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
意
識

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一
方
、
大
文
字
五
山
送
り
火
に
お
い
て
は
、
八
月
十
六
日
の
午
後

八
時
の
「
大
文
字
」
の
点
火
に
続
き
、
「
妙
。
法
」
、
「
船
形
」
、
「
左
大

文
字
」
、
「
鳥
居
形
」
と
順
次
点
火
さ
れ
、
精
霊
送
り
の
読
経
が
行
わ

れ
る
が
、
そ
こ
で
観
念
さ
れ
て
い
る
の
は
、
｜
見
す
る
と
、
山
上
他

界
・
天
上
他
界
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
六
道
ま
い
り
に

お
け
る
他
界
観
念
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
他
界
の
所
在
に
つ

い
て
考
察
す
る
際
に
ひ
と
つ
考
慮
す
べ
き
点
は
、
盆
の
供
物
を
川
に

流
し
て
精
霊
を
送
る
と
い
う
習
俗
で
あ
る
。
近
年
ま
で
、
京
都
市
内

の
随
所
に
お
い
て
見
ら
れ
た
が
（
旧
）
、
河
川
の
汚
染
に
つ
な
が
る
と
い

う
こ
と
で
、
京
都
市
当
局
の
行
政
指
導
が
入
り
、
平
成
元
年
（
一
九
八

九
年
）
か
ら
禁
止
と
な
り
、
現
在
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
寺
院
、
公

園
な
ど
適
当
な
集
積
場
に
集
め
ら
れ
て
、
ゴ
ミ
と
し
て
処
理
が
な
さ

れ
て
い
る
。

山
か
ら
流
れ
出
る
川
は
山
中
他
界
の
入
口
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
て

お
り
、
川
辺
で
精
霊
迎
え
や
精
霊
送
り
を
す
る
地
域
は
、
全
国
的
に

多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
京
都
市
中
の
場
合
は
、
通
例
、
精
霊
送

り
だ
け
が
川
辺
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
供
物
を
流
し
て
精
霊
を
送

る
と
い
う
行
為
の
背
景
に
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
圏
の
外
に
送
る
と

い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
、
精
霊
を
境
外
に
送
る
と
い
う
意
識
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
五
山
送
り
火
に
お
け
る
山
上
他

界
・
天
上
他
界
の
観
念
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
山
上
他
界
・
天

上
他
界
も
そ
の
具
体
的
な
構
造
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
川
辺
で
の
精
霊
送
り
も
五
山
送
り
火
も
、
京

都
市
中
と
い
う
生
活
空
間
の
外
、
言
い
換
え
れ
ば
、
漠
然
と
し
た
境

外
の
他
界
へ
と
精
霊
を
送
る
と
い
う
意
識
に
お
い
て
は
共
通
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
な
ら
、
六
道
ま
い
り
の
精
霊
迎
え
と
、

五
山
送
り
火
及
び
川
辺
で
の
精
霊
送
り
に
お
い
て
観
念
さ
れ
て
い
る

他
界
の
様
相
も
お
の
ず
と
結
び
つ
い
て
く
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う

に
、
六
道
ま
い
り
の
人
々
に
お
い
て
は
境
外
の
他
界
か
ら
精
霊
を
迎

え
る
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
意
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
境
外

の
他
界
は
そ
の
具
体
的
な
構
造
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
六
道
ま
い
り
に
お
い
て
観
念
さ
れ
て
い
る
他
界
も
、
五

山
送
り
火
や
川
辺
で
の
精
霊
送
り
に
お
い
て
観
念
さ
れ
て
い
る
他
界

も
、
構
造
的
に
未
分
化
の
ま
ま
、
京
都
市
中
と
い
う
生
活
空
間
を
取
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こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
日
本
古
来
の
他
界
観
の
様
相
の
一
端
が
明

ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
記
紀
神
話
の
黄
泉
国
、
根
之

堅
州
国
で
あ
れ
、
『
万
葉
集
』
の
山
中
他
界
、
天
上
他
界
で
あ
れ
、
そ

れ
ら
は
日
常
の
生
活
圏
の
外
に
存
在
す
る
と
暖
昧
に
観
念
さ
れ
て
い

る
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
と
近
接
し
往
来
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た

こ
の
他
界
観
念
は
、
仏
教
が
地
獄
や
極
楽
と
い
う
明
確
な
他
界
観
を

も
た
ら
し
た
あ
と
も
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
る
極
楽
浄
土
と
地

獄
が
融
合
し
た
よ
う
な
こ
の
世
と
地
続
き
の
他
界
、
と
い
う
観
念
に

受
け
継
が
れ
た
。
そ
し
て
、
文
化
の
和
様
化
が
進
ん
だ
平
安
時
代
以

降
は
、
美
し
い
自
然
の
中
、
山
の
向
こ
う
に
浄
土
が
あ
る
と
漠
然
と

観
念
さ
れ
て
い
く
。
時
代
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
他
界
の
内
実
は
異

な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
他
界
も
日
常
の
生
活
圏
の
外
に
存
在
す

る
も
の
と
漠
然
と
観
念
さ
れ
て
い
る
世
界
、
す
な
わ
ち
、
境
外
の
他

界
と
い
う
構
造
を
有
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
境
外

の
他
界
と
い
う
点
で
は
、
京
都
の
盆
行
事
お
い
て
観
念
さ
れ
て
い
る

他
界
観
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
五
感
の
働
き
の
及
ば
な
い
境

外
に
他
界
を
想
定
す
る
限
り
、
そ
の
構
造
は
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
の

で
、
他
界
の
姿
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
他
界
が
存
在
す
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
の
が
難
し
い
と
い
う

り
囲
む
よ
う
に
し
て
、
そ
の
境
外
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

事
態
が
生
じ
る
。
祖
先
の
霊
の
存
在
を
信
じ
て
は
い
る
が
、
そ
の
赴

く
先
で
あ
る
他
界
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
現
代
日
本
人
に

特
徴
的
な
事
象
は
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る

』
フ
。

（
１
）
小
谷
み
ど
り
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
死
生
観
」
（
第
一
生
命
経
済
研

究
所
「
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
レ
ポ
ー
ト
」
）
、

汀
弓
く
へ
胃
・
巨
已
・
」
Ｂ
‐
甘
言
ｌ
ぼ
、
の
・
８
．
」
ロ
へ
巳
旦
へ
巨
亘
Ｈ
の
ロ
。
吋
亘
５
９
９
．
日
、

（
２
）
の
“
］
」
こ
つ
・
ゴ
ヰ
ロ
ミ
ョ
罰
，
恩
］
］
ロ
ロ
６
・
旦
口
・
回
へ
扇
呂
へ
宛
の
』
巨
・
亘
・
儲
日
誌

（
３
）
小
谷
み
ど
り
「
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
的
行
動
と
意
識
」
（
第

一
生
命
経
済
研
究
所
「
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
レ
ポ
ー
ト
」
）
、

ロ
ヰ
ロ
く
へ
ｍ
Ｈ
ｏ
Ｅ
ロ
．
。
ｐ
甘
－
甘
豈
時
Ｉ
匡
崗
⑩
．
。
。
．
」
ロ
ヘ
＆
吋
再
へ
』
。
』
へ
Ｈ
の
Ｄ
ｏ
Ｈ
命
へ
Ｈ
ｐ
Ｃ
『
Ｃ
ｍ
Ｐ
ｐ
Ｑ
ｍ

（
４
）
『
古
事
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
、
小
学
館
、
一
九
九

七
年
）
、
四
七
頁
。

（
５
）
『
日
本
書
紀
』
①
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
、
小
学
館
、
’

九
九
七
年
）
、
五
五
頁
。

（
６
）
『
古
事
記
』
前
掲
書
、
五
五
頁
。

（
７
）
『
古
事
記
』
前
掲
書
、
八
五
頁
。

（
８
）
堀
一
郎
「
万
葉
集
に
あ
ら
は
れ
た
葬
制
と
他
界
観
、
霊
魂
観
に
つ

い
て
」
（
『
万
葉
集
大
成
』
第
八
巻
、
平
凡
社
、
’
九
五
三
年
）
、

及
び
、
伊
藤
幹
治
「
古
代
の
葬
制
と
他
界
観
の
構
造
」
Ｓ
国
学
院

注
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（
旧
二
例
を
挙
げ
れ
ば
、
左
京
区
静
原
地
区
。
岩
田
英
彬
『
京
の
大

文
字
も
の
が
た
り
』
（
松
籟
社
、
一
九
九
○
年
）
、
二
六
～
二
七

（
ｕ
）
庭
園
の
描
写
に
関
し
て
は
、
『
栄
花
物
語
』
三
（
日
本
古
典
全
書
、

朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
八
年
）
、
三
九
～
四
○
頁
を
参
照
。

（
旧
）
い
ず
れ
の
行
事
も
そ
の
起
源
は
近
世
初
期
。
六
道
ま
い
り
に
関

し
て
は
、
黒
川
道
祐
の
『
日
吹
紀
事
」
二
六
七
七
年
成
立
、
一

六
八
五
年
序
）
の
七
月
九
日
条
、
大
文
字
五
山
送
り
火
に
関
し
て

は
、
舟
橋
秀
賢
二
五
七
五
～
一
六
一
四
）
の
日
記
で
あ
る
「
慶

長
日
件
録
』
の
慶
長
八
（
一
六
○
三
）
年
七
月
十
六
日
条
に
記
述

（
旧
）
『
浄
士
三
部
経
（
上
）
』
（
岩
波
文
庫
、
一
一
○
○
一
年
）
、
一
六
九

（
ｕ
）
『
日
本
霊
異
記
』
前
掲
書
、
九
八
頁
。

（
皿
）
『
浄
土
三
部
経
（
下
）
』
（
岩
波
文
庫
、
二
○
○
｜
年
）
、
一
一
一
一
六

（
９
）
『
日
本
霊
異
記
』
（
新
編
日
本
古
出

一
九
九
五
年
）
、
九
五
～
九
六
頁
。

（
Ⅲ
）
中
巻
第
七
、
下
巻
第
一
一
一
一
、
第
二

頁
を
参
照
。

が
あ
る
。

～
一
七
○
頁
。

頁
◎ 

雑
誌
』
六
○
（
七
）
、
一
九
五
七
年
）
。

『
日
本
霊
異
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
○

照
。

第

、

第
三
五
、
第
三
七
を
参

小
学
館
、
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