
詩
歌
と
は
風
景
や
心
情
を
素
直
に
詠
う
も
の
で
、
内
容
の
正
確
な
伝
 
 

達
が
眼
目
だ
と
い
う
浪
漫
派
的
な
文
学
観
に
立
て
ば
、
理
屈
や
思
弁
は
 
 

排
す
ペ
巷
も
の
と
な
り
、
意
味
が
取
り
難
い
こ
と
は
作
品
の
欠
陥
と
さ
 
 

れ
る
だ
ろ
う
。
晩
年
の
宮
沢
賢
治
は
、
口
語
詩
の
推
敲
と
同
時
に
、
文
 
 

語
詩
を
多
く
制
作
し
て
い
る
が
、
「
心
相
」
と
い
う
詩
は
、
理
屈
と
思
弁
 
 

そ
の
も
の
で
あ
る
点
、
叙
景
や
叙
情
を
主
と
し
た
賢
治
の
文
語
詩
の
内
 
 

で
も
異
色
だ
が
、
内
容
が
簡
単
に
掴
め
な
い
点
、
そ
れ
ら
の
抒
情
詩
や
 
 

叙
景
詩
と
同
じ
性
質
を
共
有
し
て
い
る
（
引
用
は
『
新
校
本
全
集
』
）
。
 
 

は
じ
め
は
潜
む
蒼
考
に
、
 
 

面
さ
へ
映
え
て
仰
ぎ
し
を
、
 
 

澱
粉
堆
と
あ
ざ
わ
ら
ひ
、
 
 

い
た
ゞ
き
す
べ
る
雪
雲
を
、
 
 

こ
こ
ろ
の
師
と
は
な
ら
ん
と
も
、
 
こ
こ
ろ
を
師
と
は
な
さ
ざ
れ
と
、
 
 

い
ま
し
め
古
り
し
さ
な
が
ら
に
、
 
た
よ
り
な
き
こ
そ
こ
～
ろ
な
れ
。
 
 

「
心
相
」
考
 
－
 
賢
治
文
語
詩
の
一
断
面
 
 

あ
は
れ
鷲
賓
）
の
影
解
）
ぞ
と
、
 
 

い
ま
は
酸
え
し
て
お
ぞ
ま
し
き
、
 
 
 

く
だ
 
 

）
 

腐
せ
し
馬
鈴
と
さ
げ
す
み
ぬ
。
 
 
 

こ
の
詩
で
は
冒
頭
か
ら
ま
ず
、
「
こ
こ
ろ
の
師
と
は
な
ら
ん
と
も
、
こ
 
 

こ
ろ
を
師
と
は
な
さ
ぎ
れ
」
と
、
昔
か
ら
の
「
い
ま
し
め
」
が
引
用
さ
 
 

れ
、
心
の
「
た
よ
り
な
」
さ
と
い
う
命
題
に
接
続
さ
れ
る
。
 
 
 

右
の
「
い
ま
し
め
」
に
閲
し
小
倉
豊
文
民
は
、
「
恐
ら
く
日
蓮
上
人
の
 
 

遺
文
の
中
の
『
義
浄
房
御
書
』
（
別
名
己
心
仏
界
抄
）
の
中
の
『
相
構
へ
 
 

相
構
へ
て
、
心
の
師
と
は
な
る
と
も
、
心
を
師
と
す
べ
か
ら
ず
と
、
仏
 
 

）
 

は
記
し
姶
ひ
し
な
り
』
か
ら
の
作
」
と
推
定
し
て
い
。
そ
も
そ
も
は
 
 

『
捏
輿
経
』
を
典
拠
と
し
、
『
往
生
要
集
』
や
『
発
心
集
』
に
も
引
か
れ
 
 

て
有
名
な
こ
の
句
だ
が
、
賢
治
が
参
照
し
た
と
小
倉
氏
の
見
る
「
義
浄
 
 

房
御
書
」
に
閲
し
、
更
に
前
後
の
文
脈
を
調
べ
て
ぉ
こ
う
（
漢
字
は
現
 
 

行
字
体
に
改
め
た
。
以
下
同
じ
）
。
そ
こ
に
は
ま
ず
、
「
寿
量
品
の
自
我
 
 

マ
ヲ
 
 

t
ク
ー
シ
テ
ソ
ト
ヲ
 
 

偽
云
一
心
欲
レ
見
レ
仏
不
一
頂
惜
二
身
命
一
云
云
。
日
蓮
が
己
心
の
仏
界
 
 

を
此
文
に
依
て
顕
す
也
。
其
故
は
寿
量
品
の
事
の
一
念
三
千
の
三
大
秘
 
 

法
を
成
就
せ
る
事
此
経
文
な
り
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
る
 
 

水
 
野
 
達
 
朗
 
 

63   



形
で
、
「
相
構
相
構
て
心
の
師
と
は
な
る
と
も
心
を
師
と
す
べ
か
ら
ず
と
 
 

ヒ
シ
 

へ   

す
て
 
 

仏
は
記
し
給
な
り
。
法
葦
経
の
御
為
に
身
を
も
捨
命
を
も
惜
ま
ざ
れ
と
 
 

強
盛
に
申
せ
し
は
是
也
。
」
と
な
析
）
。
身
命
を
惜
し
ま
な
い
修
練
で
「
見
 
 

仏
」
の
境
地
に
至
る
、
「
一
念
三
千
」
の
希
求
が
「
心
の
師
と
は
」
の
句
 
 

を
引
き
寄
せ
て
い
る
。
 
 
 

但
し
賢
治
と
こ
の
句
と
の
出
会
い
に
は
、
別
の
経
路
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 

田
中
智
学
は
『
妙
宗
式
目
講
義
録
』
（
『
日
蓮
主
義
教
学
大
観
』
と
し
て
 
 

再
刊
）
で
「
諸
法
実
相
」
を
説
き
、
「
実
相
は
一
切
方
法
を
根
底
か
ら
融
 
 

即
し
て
一
如
に
帰
す
る
か
ら
、
善
悪
仏
魔
、
渾
然
と
し
て
跡
を
と
ど
め
 
 

し
ま
 
 

ず
、
一
切
罪
悪
の
根
元
消
滅
し
て
、
魔
も
魔
の
性
相
を
失
う
て
畢
う
か
 
 

ら
、
悪
魔
は
、
こ
の
一
念
三
千
の
実
相
を
恐
れ
、
若
し
こ
の
大
信
心
を
 
 

さ
ヽ
 
 

起
す
も
の
あ
る
と
き
は
、
紛
然
と
し
て
内
外
よ
り
こ
の
道
念
を
障
へ
る
 
 

も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
の
 
「
内
外
」
 
の
 
「
魔
」
 
の
内
、
智
学
ほ
特
 
 

に
「
内
魔
」
即
ち
「
自
己
の
精
神
に
起
る
魔
」
に
注
目
、
「
悌
捏
磐
経
に
 
 

『
心
ノ
師
ト
ハ
為
ル
ト
モ
、
心
ヲ
師
ト
セ
ザ
レ
』
と
試
め
ら
れ
た
」
こ
と
 
 

に
触
れ
て
、
「
吾
人
は
宿
習
と
し
て
惑
心
多
く
罪
障
の
力
強
く
あ
る
か
ら
 
 

や
ゝ
 

動
も
す
れ
ば
、
自
己
の
心
に
て
自
己
の
道
心
を
破
る
こ
と
も
あ
る
、
仮
 
 

し
通
念
を
失
は
な
い
迄
も
、
一
分
も
自
己
を
主
と
し
て
法
を
第
二
義
と
 
 

ち
げ
 
 

す
る
心
あ
る
と
き
は
、
魔
、
姦
に
便
を
得
て
、
吾
人
の
智
解
の
中
に
現
 
 

れ
、
或
は
宿
癖
の
欲
情
か
ら
這
入
ッ
て
来
る
な
ど
、
順
よ
り
逆
よ
り
種
々
 
 

）
 

八
方
か
ら
道
心
を
惑
乱
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
続
け
。
こ
こ
で
 
 

も
「
一
念
三
千
」
と
の
関
連
で
、
「
実
相
」
を
求
め
る
「
道
心
」
を
妨
げ
、
 
 

よ  

「
魔
」
を
呼
び
入
れ
る
「
惑
心
」
 
へ
の
警
戒
が
、
例
の
句
に
託
さ
れ
る
。
 
 
 

他
方
、
若
き
日
の
賢
治
は
大
正
七
年
、
保
阪
宛
の
書
簡
四
九
で
、
「
静
 
 

マ
マ
 
 

に
自
ら
の
心
を
み
つ
め
ま
せ
う
。
こ
の
中
に
は
下
阿
鼻
よ
り
下
有
頂
に
 
 

至
る
一
切
の
諸
象
を
含
み
現
在
の
世
界
と
て
も
又
之
に
外
あ
り
ま
せ
ん
」
 
 

）
 

と
、
「
妄
三
千
」
に
繋
が
る
発
想
を
示
し
て
い
る
、
同
時
に
、
「
私
 
 

は
功
利
の
形
を
明
瞭
に
や
が
て
見
る
。
功
利
は
魔
で
す
。
」
と
も
言
う
。
 
 

こ
こ
で
功
利
を
「
魔
」
と
捉
え
、
「
形
」
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
こ
と
は
、
 
 

智
学
の
「
魔
の
性
相
」
と
い
う
発
想
を
思
わ
せ
る
。
「
魔
」
に
関
し
て
は
、
 
 

保
阪
宛
の
別
の
書
簡
で
も
、
「
真
実
の
心
か
ら
や
り
出
し
た
革
も
い
つ
の
 
 

間
に
か
大
き
な
魔
に
巣
を
食
は
れ
て
居
る
事
が
あ
」
る
と
自
戒
し
た
り
 
 

（
書
簡
五
〇
）
、
「
一
心
に
道
を
修
し
て
居
る
中
に
は
奇
蹟
め
い
た
こ
と
が
 
 

起
る
こ
と
も
あ
」
る
が
 
「
油
断
す
る
と
魔
に
入
ら
れ
」
る
と
忠
告
し
た
 
 

り
（
書
簡
六
三
）
し
て
い
る
。
「
魔
」
 
の
干
渉
を
恐
れ
つ
つ
、
「
一
念
三
 
 

千
」
 
の
境
地
を
求
め
る
賢
治
の
構
え
は
、
こ
の
あ
と
『
妙
宗
式
目
講
義
 
 

録
』
に
接
し
た
時
（
大
正
九
年
の
書
簡
一
七
八
で
こ
の
書
に
言
及
）
、
智
 
 

学
が
「
心
の
師
と
は
」
の
句
を
引
い
て
説
く
内
容
に
留
意
す
る
素
地
と
 
 

な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
若
き
日
の
賢
治
が
件
の
句
に
注
目
し
た
契
機
 
 

は
こ
ち
ら
の
方
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

い
づ
れ
に
せ
よ
こ
の
句
は
、
心
に
潜
む
弱
さ
を
超
え
よ
と
説
く
文
脈
 
 

を
伴
う
も
の
な
の
に
、
詩
「
心
相
」
 
で
は
、
或
は
賢
治
晩
年
の
心
境
を
 
 

反
映
し
て
か
、
超
克
へ
の
意
志
を
確
か
め
る
の
で
な
く
、
心
の
 
「
た
よ
 
 

り
な
」
さ
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
方
向
で
、
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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二
 
 

詩
で
は
続
い
て
、
「
た
よ
り
な
巷
」
も
の
と
し
て
の
心
が
捉
え
た
世
界
 
 

が
示
さ
れ
る
。
初
め
は
「
驚
王
の
影
供
」
に
見
え
た
も
の
が
今
は
「
澱
 
 

粉
堆
」
に
見
え
、
「
雪
雲
」
が
「
馬
鈴
薯
」
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
初
め
に
「
鷲
王
の
影
供
」
と
見
え
た
も
の
を
何
と
考
え
る
か
 
 

で
、
解
釈
は
分
か
れ
る
。
実
際
こ
れ
ま
で
、
①
「
は
じ
め
は
仏
の
姿
に
 
 

見
え
た
雪
山
が
、
い
ま
は
酸
え
た
澱
粉
の
う
ず
高
く
つ
も
っ
た
小
山
に
 
 

）
 

し
か
見
え
な
い
。
頂
き
を
す
べ
る
雪
雲
は
腐
っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
だ
。
と
 
 

い
う
解
釈
と
、
②
「
は
じ
め
は
深
い
青
空
に
、
み
仏
の
み
ご
と
な
お
供
 
 

え
か
と
仰
ぎ
見
て
い
た
雲
」
が
、
「
腐
っ
た
馬
鈴
薯
み
た
い
な
雪
雲
に
変
 
 

（
9
）
 
 

わ
り
は
て
た
」
 
と
い
う
解
釈
七
が
出
て
い
る
。
 
 
 

こ
こ
で
推
敲
過
程
を
見
て
み
る
。
「
雪
雲
」
を
「
馬
鈴
薯
」
と
見
る
と
 
 

い
う
後
半
の
構
図
は
終
始
変
わ
ら
な
い
。
前
半
は
ど
う
か
。
下
蓄
積
一
 
 

（
第
一
形
態
）
 
で
は
、
「
は
じ
め
に
森
を
出
で
し
と
き
／
お
も
は
え
て
見
 
 

し
雪
山
を
／
い
ま
は
わ
づ
か
に
か
ゞ
や
け
る
／
澱
粉
堆
と
う
ち
わ
ら
ひ
」
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
が
下
書
稿
二
（
同
）
で
は
、
「
さ
あ
れ
や
駅
を
出
で
し
と
 
 

卓
／
あ
は
れ
鷲
王
の
す
が
た
ぞ
と
／
う
ち
も
あ
ふ
ぎ
つ
面
映
え
し
／
雪
 
 

や
ま
 
 

に
晴
れ
た
る
死
火
山
を
／
面
さ
へ
映
へ
し
そ
の
巣
山
を
／
い
ま
は
酸
え
 
 

し
て
お
ぞ
ま
し
き
／
澱
粉
堆
と
う
ち
わ
ら
ひ
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
手
 
 

入
れ
を
経
て
下
書
稿
三
（
同
）
で
は
、
「
さ
あ
れ
や
町
を
出
で
し
と
き
／
 
 

ひ
そ
ま
り
わ
た
す
育
ぞ
ら
に
／
あ
は
れ
鷲
王
の
す
が
た
ぞ
と
／
面
さ
へ
 
 

た
い
 
 

映
え
て
仰
ぎ
し
を
／
い
ま
は
酸
え
し
て
お
ぞ
ま
し
巷
／
澱
粉
堆
と
う
ち
 
 

わ
ら
ひ
」
と
、
最
終
形
の
構
図
が
定
ま
る
。
 
 
 

以
上
、
「
は
じ
め
」
と
「
い
ま
」
と
の
認
識
の
違
い
を
ど
う
い
う
形
で
 
 

表
現
す
る
か
、
試
行
錯
誤
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
初
、
「
は
 
 

じ
め
」
の
方
は
対
象
を
「
雪
山
」
と
そ
の
ま
ま
示
し
、
「
い
ま
」
だ
け
「
澱
 
 

粉
堆
」
 
へ
の
見
立
て
を
用
い
た
。
次
に
、
「
は
じ
め
」
も
「
鷲
王
」
 
へ
の
 
 

見
立
て
で
表
現
し
た
。
結
果
、
初
め
は
「
死
火
山
」
を
「
鷲
王
」
と
見
、
 
 

や
ま
 
 

今
は
「
そ
の
巣
山
」
を
「
澱
粉
堆
」
と
見
る
と
い
う
よ
う
に
、
（
0
0
を
 
 

△
△
と
見
る
）
と
い
う
形
を
二
度
繰
り
返
し
た
構
図
に
な
る
。
「
死
火
山
」
 
 

や
ま
 
 

も
「
巣
山
」
も
、
先
の
「
雪
山
」
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、
最
後
に
 
 

あ
え
て
、
こ
の
（
0
0
を
）
の
部
分
を
二
つ
と
も
脱
落
さ
せ
る
こ
と
で
、
 
 

初
め
は
「
鷲
王
」
と
見
た
か
か
を
、
今
は
「
澱
粉
堆
」
と
見
る
と
い
う
 
 

構
図
に
し
た
。
こ
う
し
て
、
（
何
を
）
そ
う
見
た
の
か
、
間
隙
と
し
て
残
 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

右
の
推
敲
過
程
に
よ
る
と
、
初
め
「
驚
王
の
影
供
」
に
見
え
、
今
「
澱
 
 

●
●
 
 

粉
堆
」
に
見
え
る
も
の
と
は
「
雪
山
」
の
こ
と
で
、
こ
の
点
、
空
白
に
 
 

は
さ
れ
て
も
変
更
さ
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
従
っ
て
解
釈
と
 
 

し
て
は
、
①
が
穏
当
と
い
え
る
。
し
か
し
問
題
は
、
（
何
を
）
の
部
分
が
 
 

欠
所
に
な
る
こ
と
で
、
何
が
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
 
 

沢
退
二
郎
氏
は
、
文
語
詩
の
推
戴
に
お
け
る
表
現
の
凝
縮
を
、
単
な
る
 
 

省
略
や
削
除
で
は
な
く
、
「
か
く
す
こ
と
」
自
体
を
眼
目
に
し
た
も
の
と
 
 

捉
え
響
こ
の
詩
で
も
（
何
を
）
の
部
分
は
、
単
に
消
さ
れ
た
の
で
は
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な
く
、
そ
こ
が
抜
け
た
と
い
う
痕
跡
を
明
確
に
残
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 
 

●
●
●
＿
■
●
●
●
●
●
●
 
 

隠
さ
れ
た
ま
ま
空
自
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
続
く
「
い
た
ゞ
き
」
や
 
 

「
雪
雲
」
の
語
で
、
辛
う
じ
て
雪
山
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
仕
組
み
 
 

で
あ
る
。
「
こ
と
ば
の
働
卓
」
が
「
伝
達
中
心
」
で
は
な
い
と
い
う
、
小
 
 

）
 

沢
俊
郎
氏
の
指
摘
し
た
賢
治
文
語
詩
の
特
は
、
こ
う
し
た
細
部
に
端
 
 

的
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

三
 
 

こ
れ
を
、
『
春
と
修
羅
』
（
大
正
十
三
年
）
の
「
岩
手
山
」
の
場
合
と
 
 

さ
ん
ら
ん
は
ん
し
†
 
 

対
比
し
て
み
た
い
。
「
そ
ら
の
散
乱
反
射
の
な
か
に
／
古
ば
け
て
黒
く
え
 
 

よ
ど
 
 

み
じ
ん
け
い
れ
つ
 
 

ぐ
る
も
の
／
ひ
か
り
の
微
塵
系
列
の
底
に
／
き
た
な
く
し
ろ
く
澱
む
も
 
 

の
」
と
い
う
こ
の
短
い
詩
で
は
、
空
高
く
奪
え
る
山
を
下
か
ら
仰
い
だ
 
 

時
の
像
と
、
同
じ
山
を
上
か
ら
傭
撤
し
た
時
の
地
表
に
こ
び
り
付
く
像
 
 

と
を
併
置
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
「
心
相
」
で
雪
山
を
、
初
め
は
「
蒼
考
」
 
 

に
ま
ぶ
し
く
「
仰
ぎ
」
、
今
は
「
澱
粉
堆
」
と
見
て
馬
鹿
に
す
る
と
い
う
 
 

の
と
、
同
型
の
発
想
で
あ
る
。
ま
た
「
し
ろ
く
」
激
む
点
、
「
心
相
」
の
 
 

山
と
同
じ
く
雪
山
と
思
わ
れ
る
し
、
「
澱
む
も
の
」
と
「
澱
粉
堆
」
と
の
 
 

類
似
性
も
指
摘
で
さ
る
。
勿
論
、
「
心
相
」
の
雪
山
を
岩
手
山
と
断
定
は
 
 

で
き
な
い
が
、
認
識
の
枠
組
み
の
共
通
性
に
お
い
て
、
「
心
相
」
と
「
岩
 
 

手
山
」
と
は
「
関
連
作
品
」
と
も
い
え
る
。
実
際
、
「
心
相
」
の
山
が
下
 
 

書
稿
二
で
「
死
火
山
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
山
が
 
 

岩
手
山
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
 
 
 

だ
が
両
者
は
、
同
種
の
発
想
に
出
な
が
ら
、
表
現
の
仕
方
で
は
大
き
 
 

く
異
な
る
。
「
岩
手
山
」
で
は
、
空
高
く
奪
え
る
像
と
地
表
に
澱
む
像
と
 
 

（
1
3
）
 
 

い
う
「
対
極
的
な
も
の
」
が
「
同
時
に
把
握
」
さ
れ
、
い
わ
ば
瞬
間
の
 
 

絶
対
的
な
相
と
し
て
空
間
に
定
着
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
両
極
端
を
 
 

一
致
さ
せ
た
相
で
あ
る
点
で
、
先
の
智
挙
が
説
く
「
善
悪
仏
魔
、
渾
然
 
 

と
」
し
た
、
「
一
念
三
千
」
の
「
実
相
」
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
対
象
 
 

は
「
岩
手
山
」
と
題
名
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
両
極
を
備
え
た
 
 

）
 

在
り
方
は
、
比
喩
に
基
づ
㍑
心
的
な
像
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
現
 
 

実
の
山
の
「
そ
の
と
ほ
り
」
（
「
序
」
）
 
の
相
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
 
 

対
し
「
心
相
」
で
は
、
「
は
じ
め
は
」
空
高
く
仰
ぎ
、
「
今
は
」
澱
粉
堆
 
 

と
見
下
す
と
い
う
よ
う
に
、
両
極
端
の
捉
え
方
は
時
間
の
中
で
継
起
す
 
 

る
も
の
と
な
る
。
同
時
に
、
表
現
の
焦
点
も
山
の
属
性
に
で
は
な
く
、
「
仰
 
 

ぎ
」
ま
た
「
あ
ざ
わ
ら
」
う
認
識
の
態
度
に
置
か
れ
る
。
対
象
の
実
体
 
 

を
問
わ
な
い
で
、
「
心
相
」
に
現
わ
れ
た
像
の
変
遷
の
み
を
追
う
こ
の
裏
 
 

現
方
法
は
、
そ
う
見
え
る
も
の
が
本
当
は
何
な
の
か
、
推
敲
の
結
果
、
空
 
 

自
に
さ
れ
た
こ
と
と
も
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
関
連
し
て
留
意
し
た
い
の
は
、
「
心
相
」
の
語
で
あ
る
。
詩
の
 
 

内
容
か
ら
こ
れ
は
、
見
る
人
の
「
心
相
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
（
「
疾
中
」
 
 

の
詩
「
熟
ま
た
あ
り
」
に
「
散
乱
の
わ
が
心
相
よ
」
と
あ
る
の
も
同
様
）
。
 
 

こ
の
諸
に
も
仏
教
方
面
の
出
典
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
が
、
『
首
梼
厳
 
 

経
』
で
は
、
「
容
貌
仏
の
如
く
に
し
て
、
心
相
亦
同
じ
き
を
正
心
住
と
名
 
 

く
」
（
原
文
絵
ル
ビ
）
と
、
見
ら
れ
る
対
象
の
「
心
相
」
を
指
し
て
い
る
。
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詩
「
心
相
」
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
理
屈
と
思
弁
の
表
現
に
な
る
 
 

の
は
、
世
界
や
認
識
に
対
す
る
一
つ
の
考
え
方
が
、
そ
れ
自
体
一
篇
の
 
 

詩
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
、
青
 
 

山
和
憲
氏
の
言
う
「
自
然
に
託
す
る
人
の
思
い
の
定
め
な
さ
」
 
に
関
わ
 
 

但
し
、
右
の
「
容
貌
仏
の
如
く
」
と
い
う
点
は
重
要
で
、
詩
「
心
相
」
に
 
 

現
わ
れ
る
「
鷲
王
」
は
「
仏
の
三
十
一
相
」
と
関
わ
る
が
（
注
1
参
照
）
、
 
 

こ
の
 
『
首
楊
厳
盗
』
で
も
、
仏
の
三
十
二
相
を
見
た
阿
難
が
、
ど
う
し
 
 

て
見
た
か
と
問
わ
れ
、
「
我
が
心
目
を
用
つ
て
せ
り
」
と
答
え
て
い
る
よ
 
 

う
結
局
は
見
る
も
の
の
精
神
と
知
覚
が
焦
点
た
な
る
。
影
響
の
有
 
 

無
は
と
も
か
く
、
「
仏
の
三
十
一
相
」
と
の
関
連
も
含
め
て
、
『
首
梯
厳
 
 

経
』
が
詩
「
心
相
」
と
同
じ
ト
ポ
ス
を
共
有
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
。
 
 
 

と
は
い
え
、
『
音
標
厳
経
』
と
詩
「
心
相
」
と
で
は
、
思
考
の
方
向
性
 
 

が
逆
で
あ
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
『
首
楊
厳
経
』
で
は
、
対
象
の
容
 
 

貌
に
現
わ
れ
る
仏
の
相
は
そ
の
ま
ま
、
対
象
の
本
質
を
表
わ
し
、
或
は
 
 

見
る
人
の
心
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
心
相
」
で
は
、
対
 
 

象
の
雪
山
に
仏
の
相
を
見
て
も
、
そ
れ
は
す
ぐ
正
反
対
の
相
に
転
移
し
 
 

も
 
 
 

て
し
ま
う
の
で
、
対
象
の
本
質
は
同
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
変
わ
り
易
さ
 
 

が
ま
た
、
見
る
人
の
心
の
「
た
よ
り
な
」
さ
の
証
と
も
な
る
。
即
ち
「
心
 
 

相
」
で
は
、
『
首
楊
厳
経
』
の
場
合
と
は
異
な
り
、
一
つ
一
つ
の
「
相
」
 
 

が
安
定
し
た
意
味
内
容
を
伴
わ
な
い
ま
ま
浮
遊
し
て
お
り
、
そ
の
転
移
 
 

の
様
相
を
捉
え
る
こ
と
自
体
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

る
も
の
だ
が
、
同
時
に
「
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
然
」
の
発
見
で
 
 

も
あ
か
と
い
う
と
、
事
態
は
む
し
ろ
逆
だ
ろ
う
。
右
に
検
討
し
た
通
 
 

り
、
詩
「
心
相
」
を
支
え
て
い
る
の
は
、
現
実
の
世
界
そ
の
も
の
も
、
意
 
 

味
を
奪
わ
れ
た
断
片
と
し
て
、
定
め
な
い
認
識
に
現
わ
れ
た
も
の
で
し
 
 

か
な
い
と
い
う
諦
観
て
ぁ
る
。
こ
の
点
、
叙
情
や
叙
景
に
傾
く
他
の
文
 
 

語
詩
の
多
く
（
特
に
定
稿
に
至
る
過
程
）
 
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
 
 

ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
現
実
の
風
景
や
情
感
自
体
も
、
い
わ
ば
「
心
相
」
の
 
 

断
片
に
還
元
さ
れ
、
意
識
的
な
配
列
と
構
成
を
与
え
ら
れ
る
（
賢
治
文
 
 

謂
の
、
「
他
面
描
写
「
視
座
の
重
層
警
「
世
界
の
多
層
的
表
現
 
 
 

」
等
と
評
さ
れ
る
一
面
も
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
表
現
の
在
り
方
と
結
 
 

び
付
い
て
い
る
）
 
の
で
、
詩
「
心
相
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
意
味
内
容
 
 

の
随
所
に
空
白
が
生
ま
れ
て
一
見
難
解
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

こ
の
点
で
詩
「
心
相
」
は
、
賢
治
が
当
時
抱
懐
し
た
、
詩
と
し
て
の
方
 
 

法
の
一
端
を
、
自
己
言
及
的
に
開
示
し
た
詩
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
 
 

と
思
わ
れ
る
。
 
 

注
 
 

（
1
）
仏
の
異
名
で
「
ハ
ン
サ
鳥
の
王
」
の
意
。
「
仏
が
前
世
で
ハ
ン
サ
鳥
の
王
 
 

さ
ん
U
サ
う
に
そ
う
 
 
 

ほ
ん
じ
■
う
わ
 
 
 

と
し
て
活
躍
し
た
と
す
る
本
生
話
」
と
関
わ
る
 

し
サ
そ
く
ま
ん
も
う
そ
う
 
 
 

一
つ
で
あ
る
手
足
饅
禍
相
（
手
足
の
楷
の
間
に
水
か
き
の
よ
う
な
騰
が
あ
 
 

る
こ
と
）
に
関
連
づ
け
て
、
ハ
ン
サ
烏
の
水
か
卓
と
の
類
似
か
ら
こ
の
異
 
 

名
が
生
じ
た
と
の
説
も
あ
る
」
。
中
村
元
他
編
『
岩
波
 
仏
教
辞
典
』
（
岩
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披
書
店
、
一
九
八
九
年
）
一
〇
九
頁
。
 
 

（
2
）
「
神
仏
や
故
人
の
肖
像
に
供
物
を
捧
げ
て
祀
る
こ
と
」
。
同
右
六
七
頁
。
下
 
 

す
が
た
 
 

書
稿
三
で
は
 
「
影
供
」
。
 
 

（
3
）
下
書
稿
で
は
常
に
 
「
い
も
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
4
）
小
倉
豊
文
『
「
雨
二
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
新
考
』
（
東
京
創
元
社
、
一
九
七
八
 
 

年
）
 
三
二
頁
。
 
 

（
5
）
加
藤
文
雅
編
集
校
訂
『
日
蓮
聖
人
都
道
文
』
（
祖
書
普
及
期
成
会
、
一
九
 
 

〇
四
年
）
九
六
五
～
九
六
六
頁
。
 
 

（
6
）
田
中
智
学
『
日
蓮
主
義
教
学
大
観
 
二
』
（
真
世
界
杜
、
一
九
九
三
年
）
七
 
 

二
七
頁
。
原
文
総
ル
ビ
。
『
妙
宗
式
目
講
義
録
』
は
第
三
版
（
大
正
六
年
）
 
 

以
降
、
『
本
化
妙
宗
式
目
講
義
録
』
と
改
題
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
賢
治
が
 
 

書
簡
一
七
八
で
「
妙
宗
式
目
講
義
録
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
捉
え
 
 

る
ペ
き
か
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
問
題
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。
な
お
私
 
 
 

は
第
二
版
（
大
正
二
年
）
、
第
三
版
、
第
四
版
（
大
正
九
年
）
を
見
た
が
、
 
 

引
用
部
分
の
内
容
・
頁
は
、
右
の
『
日
蓮
主
義
教
学
大
観
』
と
違
わ
な
い
。
 
 

（
7
）
こ
の
頃
の
賢
治
と
「
一
念
三
千
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
栗
原
敦
 
 

「
『
心
象
ス
ケ
ッ
チ
』
の
思
想
 
－
 
宮
沢
賢
治
論
（
二
）
 
－
 
」
『
近
代
文
 
 

学
論
』
六
号
、
一
九
七
四
年
九
月
、
三
九
～
四
〇
頁
。
 
 

（
8
）
赤
田
秀
子
・
杉
浦
嘉
雄
・
中
谷
俊
雄
『
賢
治
鳥
類
学
』
（
新
曜
社
、
一
九
 
 

九
八
年
）
一
二
三
頁
。
こ
の
部
分
の
執
筆
は
、
「
N
」
＝
中
谷
俊
雄
氏
。
 
 

（
9
）
原
子
朗
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
九
九
年
〔
第
二
 
 

版
二
一
〇
〇
〇
年
〕
）
一
二
六
頁
。
 
 

す
が
た
 
 

（
1
0
）
「
す
が
た
」
は
右
の
後
「
影
供
」
、
「
影
供
」
と
な
る
が
、
そ
こ
で
意
味
の
 
 
 

変
化
が
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
。
字
義
通
り
（
仏
の
画
像
に
お
供
え
を
す
 
 

る
こ
と
）
と
解
し
て
も
、
焦
点
は
依
然
、
お
供
え
を
受
け
る
仏
の
方
に
あ
 
 

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
1
1
）
天
沢
退
二
郎
「
賢
治
詩
の
ゆ
く
え
 
－
 
「
文
語
詩
稿
」
覚
書
」
『
《
宮
澤
賢
 
 
 

治
》
鑑
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
）
一
七
二
頁
。
 
 

（
1
2
）
小
沢
俊
郎
「
「
疾
中
」
と
（
文
語
詩
）
」
『
宮
沢
賢
治
論
集
3
 
文
語
詩
研
 
 

究
・
地
理
研
究
』
 
（
有
精
堂
、
一
九
八
七
年
）
一
一
七
頁
。
 
 

（
1
3
）
恩
田
逸
夫
「
四
行
詩
「
岩
手
山
」
の
周
辺
」
『
宮
沢
賢
治
論
2
 
詩
研
究
』
 
 

（
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
）
七
一
頁
。
 
 

（
1
4
）
「
岩
手
山
」
に
お
け
る
比
喩
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
中
村
三
春
「
（
統
合
）
 
 

の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
読
む
 
－
 
修
辞
学
的
様
式
論
の
試
み
 
ー
 
」
『
日
本
近
 
 
 

代
文
学
』
四
五
集
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
、
一
〇
〇
～
一
〇
一
貫
、
大
塚
 
 
 

常
樹
『
宮
沢
賢
治
 
心
象
の
宇
宙
論
』
（
朝
文
社
、
一
九
九
三
年
）
一
〇
 
 

九
～
一
一
六
貢
な
ど
の
議
論
が
あ
る
。
 
 

（
1
5
）
『
国
訳
大
蔵
経
 
論
部
 
第
四
巻
』
（
国
民
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
〇
年
）
 
 
 

一
九
四
～
一
九
五
貢
。
 
 

（
1
8
）
青
山
和
憲
「
文
語
詩
稿
に
関
す
る
独
善
的
妄
言
」
『
宮
沢
賢
治
』
九
号
、
一
 
 
 

九
八
九
年
一
一
月
、
一
三
四
頁
。
近
藤
晴
彦
『
宮
澤
賢
治
へ
の
接
近
』
（
河
 
 
 

出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）
 
四
〇
七
～
四
一
〇
貢
も
、
同
じ
解
釈
。
 
 

（
1
7
）
小
沢
俊
郎
前
掲
、
一
一
〇
貢
。
 
 

（
1
8
）
栗
原
敦
「
宮
沢
賢
治
と
詩
」
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
五
八
巻
九
号
、
一
 
 

九
九
三
年
九
月
、
二
五
頁
。
 
 

（
1
9
）
澤
田
由
紀
子
「
宮
沢
賢
治
「
文
語
詩
稿
」
に
お
け
る
〝
定
稿
性
〟
に
つ
い
 
 

て
の
考
察
」
『
甲
南
大
学
紀
要
』
文
学
編
一
一
て
 
三
一
貫
。
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