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仏

教

的

と

非

仏

教

的

今

日
平
家
物
語
を
ど
う
読
む

べ
き
か
の
問
題

に
関
連

し
て

井

手

恒

雄

た
と
え
ば

「
祇
王
」

(巻
第

一
)
と
か
、
「
横
笛
」
(巻
第
十
)
と

か

い
う
も
の
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
、
具
体
的
な
問
題
を
手
が
か
り

に
、
今
日
平
家
物
語
を
ど
う
読
む
べ
き
か
の
課
題
に
つ
い
て
、
私
見

を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

今

日
平
家
物
語
を
ど
う
読
む
べ
き
か
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
も
ち

ろ
ん
と

の
作
品
が
本
来
客
観
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
と

い
う

こ
と
と
、
離
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ

わ
れ

の
認
識
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
平
家
物
語
に
は
平
家
物
語
の
面
目

が
あ

ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
実
際
に
は
、
人
に
よ
つ
て

同
じ
平
家
物
語
の
受
け
と
り
方
が
こ
う
も
違
う
も
の
か
と
思
わ
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
受
け
と
り
方
の
違
い
を
検
討
し
調
節
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
平
家
物
語
そ
の
も
の
の
正
し
い
姿
を
捉

え
る
ご
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。

そ
の
受
け
と
り
方
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
は
各
人
各
様
と
い
う
の

で
は
な
い
。
い
つ
て
み
れ
ば
、
二
つ
の
全
く
対
立
す
る
見

方

が

あ

り
、
両
者
は
容
易
に
相
譲
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

具
体
的
な
例
に
つ
い
て
、
そ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
。

、

「
祇
王
」
と
い
え
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
祇
王
が
清
入
盛
道
の
寵

を
失

い
、
母
と
妹
と
を
伴
な
い
嵯
峨

の
山
里
に
世
を
遁
れ
て
念
仏
を

唱
え
、
の
ち
に
は
か
つ
て
の
敵
手
仏
の
参
加
を
得

て
諸
共
に
仏
道

に

は
げ
み
、
遅
速
こ
そ
あ
り
け
れ
四
人
と
も
往
生
の
素
懐
を
と
げ
た
と

い
う
、
世
に
も
哀
れ
な
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
内
容
が
格
別
問

題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
つ



て
み
れ
ば
そ
れ
は

一
人

の
白
拍
子
が
、
当
時
の
最
高
権
力
者
か
ら
無

惨
に
も
う
ち
棄

て
ら
れ
、
そ
の
非
道
な
仕
打
ち
に
対

し
て
、
積
極
的

に
反
抗
し
て
自
己
の
権
利
を
主
張
す
る
術
も
知
ら
す
、
消
極
的
に
わ

が
身
を
隠
し
、
仏
道
に
最
後

の
安
佳
の
地
を
見
出
だ
し
た
、
そ
れ
も

当
時

の
女
性
と
し
て
は
精

一
杯
の
ご
と
で
あ
つ
た
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
と
ご
ろ
が
、
そ
れ
を
そ
う
見
な
い
人
も
あ
る
。

あ
る
論
者
は
、
紙
王
を
例

の

「
小
督
」

(巻
第
六
)
の
女
主
人
公

小
督
と
比
較
し
て
、
紙
王
は
、
小
督
が
消
極
的
な
女
性
で
あ
る
の
に

対
し

て
、
甚
だ
積
極
的
な
女
性
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
紙
王

は
清
盛
入
道
に
愛
さ
れ
、
小
督
は
高
倉
天
皇
の
君
寵
を
辱
う
し
た
。

紙
王
は
寵
衰
え
て
嵯
峨
の
山
里
に
人
の
心
の
秋
を
恨
み
、
小
督
は
飽

か
ぬ
別
れ
を
惜
し
み
奉
つ
て
、
心
な
ら
す
も
洛
西
の
草
庵
に
行
い
す

ま
し
た
。
前
者
は
、
後
者
が
運
命
に
泣

い
て
生
涯
を
空
し
く
朽
ち
果

て
た
、

所
詮
は
王
朝
時
代
の
旧
女
性
に
す
ぎ
な
か
つ
た

の
と
異
な

り
、
積
極
的
に
わ
が
運
命
を
開
拓
し
、
信
仰
に
生
活
の
意
義
を
見
出

だ
し

て
甦
つ
た
と
こ
ろ
の
、
新
時
代

の
め
ざ
め
た
女
性
で
あ
つ
た
ー

と
い
う
。

こ
う
い
う
見
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
,
あ
る
機
会
に
人

の
意
見
を
き
く
ご
と
が
で
き
た
が
、
ご
う

い
う
見
方
は
今
日
案
外
多
く
の
人
々
に
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ

る
も

の
の
よ
う
で
あ
つ
た
。

そ

の
中
の
あ
る
人
は
、
祇
王
は
当
時

の
大
権
力
者
で
あ
る
清
盛
入

道
の
前
を
も
揮
ら
・ず
、
そ
の
掌
中
の
珠
で
あ
る
仏
御
前

へ
の
面
当
て

の
よ
う
に
、
毅
然
と
し
て
「
仏
も
昔
は
凡
夫
な
り
」
と
言
つ
て
の
け

た
、
そ
こ
に
新
時
代
の
女
ら
し
さ
が
あ
る
と
い
い
、
あ
る
人
は
、
舐

王
は
最
初
の
う
ち
こ
そ
涙
に
明
け
暮
れ
た
が
、
こ
れ
が
運
命
だ
と
悟

つ
て
か
ら
は
、
積
極
的
に
自
己
の
将
来
を
開
拓
し
、
信
仰
に
生
き
た

の
だ
か
ら
、
た
し
か
に
目
ざ
め
た
人
で
あ

つ
た
と
い
い
、
ま
た
あ
る

人
は
、
舐

王
が
信
仰
に
新
生
活
の
意
義
を
見
出
だ
し
雄
々
し
く
生
き

て
行
つ
た
と
い
う
の
も
、
当
時
仏
教
思
想

が
盛
ん
に
な
つ
て
来
た
た

め
、
女
性
が
前
時
代

の
そ
れ
に
比
べ
て
は
る
か
に
自
立
力
の
あ
る
も

の
に
な
つ
て
来
た
た
め
で
あ
る
.
と
い
つ
た
。

・

私
は
最
初
に
の
べ
た
自
分

の
見
方
と
こ
れ
ら

の
考
え
と
の
間
に
、

少
か
ら
ぬ
す
れ
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
れ
ら

の
考
え
方
に
は
ど

こ
か
誤
り
が
あ
り
、
そ
れ
は
従
来
の
平
家
物
語
観
の
根
底
に
あ
つ
た

大
き
な
錯
誤
が
、
思
い
が
け
す
正
体
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ

ん
反
対

の
意
見
を
の
べ
る
人
も
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
あ
る
人
は
、
小
督
が
全
く
自
分
の
意
志
と
い
う
も
の
を

持
た
ぬ
か
よ
わ
い
女
性
で
あ
る
ご
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と

い
つ
て
祇
王
が
強
い
女
性
だ
と
は
い
え
な

い
、
清
盛
入
道
の
面
前
で

「
仏
も
昔
は
…
…
」
と
う
た
つ
た
と
ご
ろ
は
、
ま
だ
し
も
元
気
が
よ

い
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
女
と
て
も
最
後
は
諦
め
て
仏
道
に
入
つ
て
し

ま
つ
た
の
だ
か
ら
、
と
い
い
、
ま
た
み
る
人
は
、
祇
王
は
自
ら
発
心



し
て
仏
道
に
入
つ
た
と
は
い
え
、
そ
の
気
持
の
牛
ば
は
諦
め
に
近
い

も
の
で
あ
り
、
た
だ

「
…
…
憂
き
目
を
見
む
ず
ら
む
」

と
ば
か
り

で
、
自
己
の
運
命
を
好
転
せ
し
め
よ
う
と
は
せ
す
、
人
生
を
逃
避
し

て
嵯
峨

の
山
里
に
こ
も
つ
た
の
だ
か
ら
、
新
時
代
の
め
ざ
め
た
女
性

な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
だ
つ
た
。

私

は
、
と
ち
ら
の
意
見
に
そ
の
ま
ま
賛
成
な
の
だ
が
、

一
体
ど
う

し
て
こ
の
よ
う
な
意
見
の
対
立
が
生
ま
れ
る
の
か
、
そ
の
根
本
の
と

ご
ろ
か
ら
考
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

私
は
最
後
の
反
対
意
見
の
中
で
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
祇
王
は
強
い
女
だ
な
ど
と
い
え
な
い
、な
ぜ
な
ら
彼
女
は
最
後

に
諦

め
て
仏
道
に
入
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
か
ら
、
と
い
う
と
こ
ろ
で

あ
る

と
思
う
。
こ
れ
は
出
家
遁
世
と
い
う
も
の
は
元
来
消
極
的
な
も

の
だ

と
い
う
、

一
つ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な

い
。
こ
れ
は
今
日
す
べ
て
の
人
に
全
面
的
に
支
持
さ
れ
る
か
と

い
う

に
、
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。
一
方
に
は
必
す
や
、出
家
遁
世
と

い
う

も
の
は
決
し
て
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
と
い
う
意
見
が
あ
つ

て
、
そ
ご
に
相
異
な
る
意
見
の
対
立
も
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う

い
え
ば

一
方
で
は
、

祇
王
は
自
ら
自
己
の
運

命
を
開

拓
し
信

仰
に
生
き
た
の
だ
か
ら

積

極

的
な
女
だ
と
い
う
が
、

信
仰
に
生
き

る
と

い
う
の
が
ど
う
し
て
積

極

的
な
の
か
、

そ
れ
は
証

明
さ
れ
て

い
な

い
。
他
方
で
は
、
彼
女
は
最
後
は
仏
道
に
身
を
投
じ
た
の
だ
か

ら
決
し
て
積
極
的
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
も
そ
れ
が
な
ぜ
積
極

的
で
な
い
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
何
と
な
く
自
岨
の
ご
と
と
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
い
つ
て
み
れ
ば
出
家
遁
世
と
い
う
も
の
に

対
す
る
現
代
人

の
認
識

の
相
違
が

「
舐
王
」

に
対
す
る
意
見
の
対
立

を
生
み
、
し
か
も
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
出
家
遁
世
が
問
題
に
な
る
と

い
う
の
は
、
祇
王
の
出

家
遁
世
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ

は
今
日
に
お
け
る
わ
れ

わ
れ
の
仏
教
に
対
す
る
認
識
如
何
と
は
無
関
係
の
は
す
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
今
日
の
仏
教
＝
宗
教
生
活
が
古
い
過
去
の
出
家
遁
世

の
伝
統

か
ら
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
二
つ
を

切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
の
よ
う

で
あ
る
。
紙
王
の
出
家

遁
世
、
中
世
の
仏
教
思
想
、
平
家
物
語
の
本
質
等

々
が
論
ぜ
ら
れ
る

に
当
つ
て
、
現
代
人
の
宗
教
観
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら

す
生
き
て
働
く
。
学
問
上
の
論
考
に
際
し
て
は
も
と
も
と
忌
む
べ
き

「
主
観

の
相
違
」
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
と

こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
の

問
題
の
困
難
が
あ
る
。

あ
る
論
者
は
さ
ら
に

「
祇
王
」
に
つ
い
て
、
ご
れ
を
読
ん
で
意
欲

的
な
生

へ
の
強
い
要
求
を
感
じ
ゐ
彼
女
た
ち

の
出
家
遁
世
が
決
し
て

哀
れ
な
感
傷
的
な
弱
者

の
逃
避
と
し
て
の
そ
れ
で
も
な
け
れ
ば
、
夢

の
よ
う
な

一
種
の
幸
福
を
あ
ご
が
れ
求
め
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
も
な

か
つ
た
ご
と
を
知
る
、
と
い
う
。
祇
王
に
し

ろ
仏
に
し
ろ
こ
の
世
の

生
活
に
対
し
て

一
途
な
純
情
を
持
つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
無
漸
に
も
た
た
き
の
め
さ
れ
た
と
き
、
現
世

へ
の
意
欲
が

一
回
転



し
て
永
世
へ
の
意
欲
と
な
つ
た
、
そ
こ
に
何
ら
の
躊
躇
も
渋
滞
も
な

い
ひ
た
む
き
の
突
進
が
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
無
常
観
と
か
末
法
思

想
と
か
い
う
も
の
は
、
彼
女
た
ち
に
対
し
て
決
し
て
敗
者
の
厭
世
観

と
し
て
働
き
か
け
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
女
た

ち
は
真
実
の
道
に
入
り
、
愛
憎
を
超
え
た
絶
対
界
に
出
入
し
、
高
脱

清
純
な
暖
い
人
生
を
生
き
得
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
平
家
物

語
は
哀
憐
の
史
詩
と
し
、て
は
か
な
く
弱
く
悲
し

い
好
情
に
…溢
れ
て
い

る
と

い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
哀
れ
な
中
に
痛
ま
し
く
人
生
を
凝

視
し

よ
う
と
す
る
心
、
雄

々
し
く
道
を
求
め
且
つ
生
き
抜

こ
う
と
す

る
心

の
動
い
て
い
る
こ
と
も
、
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

は
な

い
か
、
と
い
う
。

私
は
ご
ご
に
、
そ
れ
こ
そ
主
観
的
な
言

い
方
で
あ
る
が
、
今
日
に

お
け

る
宗
教
生
活
の
意
義
は
ど
う
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
現
実
の
人
生

か
ら

の
消
極
的
＝
感
傷
的
逃
避
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
等

々

の
疑
問
に
意
気
込
ん
で
答
え
る
現
代
の
宗
教
家
の
口
吻
に
似
た
も

の

を
感

ぜ
す
に
は
い
ら
れ
な
い
。
今
日
宗
教
的
生
活
に
人
生
の
最
上

の

意
義

を
見
出
だ
す
と
い
う
人
が
,
そ
の
自
己
投
影
で
過
去
の
作
品
の

中
の
出
家
遁
世
＝
宗
教
生
活
に
極
度
の
讃
美
を
寄
せ
る
の
は
、
当
然

な
ご
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
果
し
て
作
品
の
正
し
い
鑑
賞
で
あ
る

か
と

い
う
に
、
そ
れ
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
う

い
う
場
合
客
観
的
証
明
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る

が
、
た

と

え

ば

「
何
ち
の
躊
躇
も
渋
滞
も
な
い
ひ
た
む
き
の
突
進
」
と
い
う
の
は
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
作
品
の
本
文
に
即
応
し
得
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
と
も
す
れ
ば
人
の
こ
と
が
恨
め
し
べ
思
わ
れ
て
、
か
く
出

家
遁
世
は
し
て
い
な
が
ら
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら
れ
そ
う
に
も
な

く
、
今
生
も
後
生
も
な
ま
じ
い
に
仕
損
じ
た
よ
う
な
気
が
し
た
と
い

う
よ
う
な
、
作
中
の
人
物
の
人
間
味

の
あ
る
述
懐
な
ど
と
読
み
く
ら

べ
る
と
、
多
少
の
す
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
惹
。

あ
る
論
者
は
ま
た
、
女
性
の
生
涯
を
躁
醜燗
さ
れ
た
祇
王
が
、
終
に

宗

教
に
甦

り
、
更
に
清

盛

の
掌
中

の
珠
な

る
仏
御
前

を
も
そ
の
手

か
ら
奪
つ
て
,
同
じ
修
行
の
道

に
ひ
き
入
れ
た
ご
と
は
.
塁
寛
清
盛

に
対
す
る
祇
王
の
終
局
の
勝
利
を
物
語
る
も

の
で
あ
り
。

一
面
に
お

い
て
は
、
宗
教
を
ぱ
権
力
以
上
の
も
の
と
す

る
当
代
の
時
代
思
想

の

現
わ
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
の
揚
合
、果
し
て
祇
王
は
清
盛
に
勝

つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。私
に

は
こ
の
勝

つ
た
と
い
う
の
が
、
前
に
掲
げ
た
見
解

の
中

の
雄

々
し

い

と
か
積
極
的
と
か

い
う
の
も
そ
う
で
あ
る
と
思
う
が
、
実
は
空
想
＝

観
念

の
中

の
そ
れ
で
あ

つ
て
反
つ
て
事
実
を
誤
る
も
の
で
あ
り
、
文

芸
作
品
の
鑑
賞
に
際
し
て
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。早
い
話
が
、紙
王
の
出
家
遁
世
が
近
ご
ろ
の
言
葉
で

レ

ジ
ス
タ
ン
ス
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
を
老
え
て
み
よ
う
。

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
あ
れ
ば
勝

つ
と
い
う
こ
乏
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
ち
よ
つ
と
考
え
る
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
い
い
た
い
気
も
ず
る
。
し

か
し
ほ
ん
と
う
の
と
ヒ
ろ
「
祇
王
」
は
、
何
ら

の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
も



許
さ
れ
な

い
人
が
辛
う
じ
て
幻
想
の
中
に
未
来

の
幸
福
を
空
想
し
た

と
こ
ろ
の
、宿
命
の
悲
劇
で
あ
つ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
例
を
変
え
て
考
え

て
み
た

い
と
思
う
が
、
私
と
し
て
は
平

家
物
語
の
読
者
は
、
雄
々
し
い
と
か
、
積
極
的
と
か
、
勝

つ
た
と
か

い
う
言
葉
に
自
ら
酔
う
こ
と
を
や
め
て
、
無
常
を
観
じ
る
と
い
う
言

い
方

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
。
い
わ
ば
絶
望
的
な
状
態
に
あ
つ
た
中
世
人

の
悲
劇

を
、
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
横

笛
」
も

「
紙
王
」
に
劣
ら
す
有
名
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
ご
れ
は
小
松
殿
の
侍
斎
藤
滝
口
時
頼
が
そ
の
愛
人
で
あ
る
建

礼
門

院
の
雑
仕
横
笛
と
の
仲
を
裂
か
れ
、
無
常
を
観
じ
て
嵯
峨
に
世

を
遁

れ
、
さ
ら
に
愛
人
の
恋
慕
を
避
け
て
高
野
に
入
り
、
そ
の
愛
人

も
や
が
て
後
を
追
う
て
出
家
す
る
と
い
う
、
悲
恋
の
物
語
で
あ
る
。

ご
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
意
見
の
対
立
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

そ
の

一
つ
は
、
こ
れ
を
二
人
の
若

い
男
女
が
周
囲
の
無
理
解
か
ら
そ

の
幸
福

を
奪
わ
れ
る
、

中
世
社
会
の
悲
劇
で

あ
る

と
見
る
の
で
あ

る
。

も
う

一
つ
は
、
彼
等
が

一
時

の
幸
福
は
失

つ
た
け
れ
ど
も
、
さ

ら
に
そ

の
不
幸
を
の
り
ご
え
て

(
そ
れ
を
善
知
識
と
し
て
、
な
ど
い

わ
れ
る
と
こ
ろ
で
み
る
)
よ
り
以
上
の
幸
福
を
得
た
感
激
の
物
語
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
前
者
を
支
持
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
主
観
の
相
違
」
と
い
う

ご
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
り

以
上
の
幸
福
と
い
う
の

が
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
的
な
あ
ま
り
に
も
宗
教
的
な
立
揚

か
ら
理
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
幻
想
の
中
に

求
め

ら
れ

た
、
と
い
う
の
が
い
け
な
い
な
ら
、
甚
だ
し

い
現
実
否
定
の
上
に
立

つ
て
無
理
に
考
え
ら
れ
た
も
の
と
し
か
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
見
解
の
空
想
的
"
現
実
否
定
的

傾
向
が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

曰
く
、
わ
れ
わ
れ
は
滝

口
の
成
ら
ぬ
恋
に
乙
女
心
に
も
似
た
夢
を

追
う
哀
れ
の
涙
を
そ
そ
ぐ
。
そ
し
て
人
に
も
告
げ
す
片
山
か
げ
に
隠

れ
る
男

の
跡
を
慕
う
て

一
目
な
り
と
も
逢
い
た
い
と
願
う
横
笛
の
心

根
に
同
情
す
る
。そ
れ
と
共
に
、心
強
く
も
窓
さ
し
固
め
て
逢
お
う
と

も
せ
ぬ
滝
ロ
の
心
に
も
共
鳴
す
る
。
愛
欲
に
溺
れ
た
姿
そ
の
ま
ま
で

は
、
永
久
に
生
き
得
る
も
の
で
は
な
い
。
電

光
石
火
に
異
な
ら
ぬ
夢

幻
の
世
を
捨
て
去
る
と
き
、
や
が
て
滝
ロ
が
主
筋
の
維
盛
に
向
か

つ

て
教
え
を
説
き
得
る
だ
け
の
、
別
の
光
明
界
が
開
か
れ
て
い
つ
た
の

で
あ
る
、
と
。

こ
こ
で
ま
・ず
問
題
に
な
る
の
は
、
愛
欲
に
溺
れ
た
姿
そ
の
ま
ま
で

永
久
に
生
き
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
.う
こ
と
が
、
何
を
意
味
す
る

か
で
あ
る
。
文
字
通
り
愛
欲
に
溺
れ
た
人
が

い
て
、
そ
れ
を
諌
め
る

た
め
に
こ
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
わ

か
る
。
そ
れ
は

一
般
的
に
人
間
の
耽
溺
を
戒

め
る
言
葉
と
し
て
.
十



分
意

味
を
も
つ
。し
か
し
ご
ご
で
滝
ロ
と
横
笛
と
の
仲
を
、た
だ
愛
欲

に
溺

れ
た
と
だ
け
で
片
づ
け
る
の
は
酷
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て

は
む
し
ろ
、
愛
す
る
二
人
の
仲
が
な
ぜ
裂
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た

か
に
、重
大
な
関
心
を
寄
せ
る
。
そ
の
重
大
関
心
事
を
抜
き
に
し
て
、

い
わ
ゆ
る
愛
憎
を
超
え
た
絶

対

界

の
幸

福
が
説

か
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
幸
福
は
現
実
の
不
幸
を
の
り
こ
え
た
と
ご
ろ
の
幸
福
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
の
と
ご
ろ
そ
れ
を
無
視
し
て
空
想
さ

れ
た
と
ご
ろ
の
、
非
現
実
的
な
幸
福
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
か

ら
、
電
光
石
火
の
夢
幻
の
世
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。ご
れ
は

わ
れ
わ
れ
の
重
大
関
心
事
で
あ
る
人
間
の
愛
情
の
問
題
を
含
め
て
、

現
実

の

一
切
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
文
字
通
り
の
現
実
否
定

主
義

で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
た
か
が
女

一
人
に
心
を
奪
わ
れ
て
」
と

か
「
も
つ
と
強
く
生
き
よ
」
と
か

「
世
の
中
と
い
う
も
の
は
思
う
と
お

り
に

い
く
も
の
で
は
な
い
よ
」
と
か
い
う
言
葉
が
、
た
と
え
今
日
の

不
幸
な
青
年
を
励
ま
す
意
味
で
発
せ
ら
れ
た
に
せ
よ
、
そ
の
精
神
と

し
て
恋
愛
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
ご
と
く
、
ご
の
論
者
の
、
愛
欲

に
溺
れ
た
姿
の
ま
ま
で
は
永
久
に
生
き
る
も
の
で
は
な

い
と
か
、
電

光
石
火
の
世
の
中
と
か
い
う
言
い
方
は
、
平
家
時
代
の
青
年
の
悲
恋

に
同
情
し
な
が
ら
結
局
人
間

の
も
つ
美
し

い
も
の
を

無

理

に

拒
否

し
、
平
家
物
語
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
大
切
な
も
の
を
見
失
う
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
否
定
し
得
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

人
間

の
も
つ
美
し
い
も
の
と
い
え
ぱ
、
横
笛
が
往
生
院
を
た
す
ね

る
あ
た
り
は
誰
も
が
い
う
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
。

一
ご
ろ
は
き
さ
ら

ぎ
十
日
あ
ま
り
の
こ
と
な
れ
ば
、
梅
津
の
里
の
春
風
に
よ
そ
の
匂
ひ

も
な
つ
か
し
く
云
々
」
か
ら

「
い
か
な
る
道

心
者
も
心
弱
く
な
り
ぬ

べ
し
云
々
」
と
つ
づ
く

一
節
は
、
け
だ
し
平
家
物
語
を
通
じ
て
屈
指

の
美
文
で
、
ま
さ
に
哀
切
の
か
ぎ
り
を
尽
く
す
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
う

い
う
と
ご
ろ
の
い
わ
ゆ
る
愛

情
の
表
現
を
ど
う
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
早
い
話
が
、
そ
れ
は
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
描
か

れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
否
定
さ
れ
る
た
め

に
描
か
れ
た
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
前
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。決

意
を
固
め
た
滝
口
入
道

が
、
無
情
に
も
横
笛
を
追

い
返
す
あ
た

り
で
、
私
は
例
の
有
名
な
弘
法
大
師
空
海

の
い
わ
ゆ
る
禁
戒
を
思

い

浮
か
べ
る
。

…
…
そ
れ
以
れ
ば
女
人
は
こ
れ
万
性
の
本
、
こ
れ
を
弘
め
門
を
継

ぐ
者
な
り
。
し
か
れ
ど
も
仏
弟
子
に
於
て
親
交
す
れ
ば
、
諸
悪

の
根

源
、
激

々
の
本
な
り
。
是
を
以
て
六
波
羅
密
教
に
曰
く
、
女
人
に
親

近
す
べ
か
ら
す
、
も
し
猶
親
近
す
れ
ぼ
善
法
皆
尽
く
云
々
。
し
か
れ

げ
則
ち
僧
房

の
う
ち
に
入
れ
居
ら
し
む
べ
か
ら
す
。
も
し
要
言
あ
つ

て
諸
家

の
使
至
ら
ば
、
外
戸
に
立
て
て
速

か
に
返
報
し
て
、
ご
れ
を

返
せ
。
時
剋
を
廻
ら
す
を
得
ざ
れ
云
女
。

と
こ
に
は
、
修
行
者
た
る
も
の
は
女
性

を
近
づ
け
る
な
、
用
件
が

あ
つ
て
た
す
ね
て
来
て
も
早
く
追

い
返
せ
と
い
う
、
厳
然

た
る
教
訓



が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

「
横
笛
」
の
ご
と
き
も
の
と
こ
の
よ
う
な
も

の
と
を
、
ど
の
よ
う
に
読
み
比
べ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。私

は
、
こ
の
空
海
の
禁
戒
の
ご
と
き
も
の
を
.
日
本
の
過
去
に
お

け
る
驚
く
べ
き
女
性
蔑
視
＝
愛
欲
否
定
主
義
の
、
曲
ハ型
的
な
も
の
と

み
る
。
日
本
人
が
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
て
精
神
の
平
常
を
と
り
返
す

た
め
に
数
百
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
を
要
し
た
と
こ
ろ
の
、
偏
見

で
あ
る
と
見
る
。
こ
の
禁
戒
と
わ
れ
わ
れ
の
平
家
物
語
と
を
よ
み
比

ぺ
る
と
き
、
こ
の
二
つ
は
相
共
に
同

一
方
向
を
め
ざ
す
も
の
の
よ
う

に
見
え
て
、
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
ご
と
に
気
づ
く
。
私
は
思
う
、

平
家
物
語
の

「
横
笛
」
は
、

一
人
の
青
年
武
士
が
湧
き
起
る
心
中
の

妄
念

を
遂
に
排
し
て
、
ご
の
禁
.双
の
示
す
最
後
の
悟
道
境
に
至
る
事

情
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
そ
う
で
な

い
。
そ
れ
は
逆

に
、
人
間
性
の
真
実
が
決
し
て
こ
の
よ
う
な
教
訓
で
は
律
し
得
な
い

事
実

を
物
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
男
女
の
愛
情

は
、
そ
れ
を
超
克
し
て
以
て
真
実
の
道
に
至
る
べ
き
向
上
の
過
程
と

し
て
否

定

的
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
所

詮
や
む
を

得
ざ

る
人
間
性
の
真
実
と
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
に
、

そ
れ
は
後
者
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
体
過
去
の
日
本
の

青
年
た
ち
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
な
道
を
ど
う
し
て
辿
ら
ね
ば

な
ら
な
か
つ
た
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
道
し
か
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
封
建
の
世
に
は
封
建

の
倫
理
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
文
芸
ば
当
時
に
あ
つ
て
は
、

恋
を
や
め

よ
、
諦
め
よ
、
す
べ
て
を
夢
幻
と
悟
れ
と

い
う
教
え
に
は
つ
い
に
従

い
得
な
い
、

人
間

の
真
実
の
表
現
と
し
て
意
味
を
も
つ
た

の
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
の
平
家
物
語
は
そ

の
よ
う

な
意
昧
で
、
ま
こ
と
に
傑

作
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
揚
合
に
自
分
と
は
反
対

の
立
揚
の
あ

る
こ
と
を
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ご
ご
に
も

一
ロ
に
言

つ
て
仏
教

的
立
揚
と

い
う
べ
き
も
の
が
あ

つ
て
、

い
つ
て
み
れ
ば
今
日
な
お
空

海

の
禁
戒
の
ご
と
き
も
の
、
あ
る
い
は
そ

の
精
神
と
い
う
言
葉
で
い

い
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
を
尊
重
し
、
時
に

は
そ
の
よ
う
な
過
去
に
お

け
る
厳
格
な
る
も
の
の
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

ご
と
を
歎
き
も
す
る
気
持

か
ら

(
実
際
そ
う
い
う
,
今
日
の
ご
と
ば
で
い
え
ば
人
間
性
否
定
の

気
持
か
ら
で
な
け
れ
ば
、

「
横
笛
」
の
出
来
事
が
あ
り
得
な
い
と
い

う
ご
と
が
、大
切
で
あ
る
。
)
、
平
家
物
語
に
何
を
見
る
か
と
い
う
に
、

や
は
り
人

々
の
雄

々
し
い
勇
猛
心
を
見
る
と
い
う
人
の
あ
り
得
る
の

を
、
如
何
と
も
し
が
た
い
と
思
う
。
そ
れ

は
そ
う

い
う
人
た
ち
が
今

日
な
お
あ
ま
り
に
も
仏
教
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
の
で
あ

つ
て
,

そ
の
際

「
主
観
の
相
違
」
と
い
う
の
が
ど
ち
ら
か
ら
言
い
た

い
言
葉

で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
や
む
を
得
な

い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

(
昭
三
〇
、
九
、
一
六
)


