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一

飛
鳥
の
都
以
後
奈
良
朝
以
前
の
、
感
情
生
活
の
記
録
が
、
万
葉
集
で
あ
る
。

万
葉
び
と
と
呼
ぶ
の
は
、
此
間
に
、
此
国
土
の
上
に
現
れ
て
、
様
々
な
生
活

を
遂
げ
た
人
の
総
べ
て
を
斥さ
す
。
啻ただ
に
万
葉
集
の
作
者
と
し
て
、
名
を
廿
巻

の
ど
こ
か
に
止
め
て
居
る
人
に
限
る
の
で
は
な
い
。
又
記
・
紀
か
、
類
聚
歌

林
か
、
或
は
其
外
の
文
献
に
で
も
、
律
語
の
端
を
遺
し
た
ら
う
、
と
思
は
れ

る
人
だ
け
を
こ
め
て
言
ふ
の
で
も
な
い
。
此
時
代
は
実
は
、
我
々
の
国
の
内ウ

外チト
の
生
活
が
、
粗
野
か
ら
優
雅
に
踏
み
込
み
か
け
、
さ
う
し
て
略ほぼ
、
其
輪
廓

だ
け
は
完
成
し
た
時
代
で
あ
つ
た
。
此
間
に
生
き
て
、
我
々
の
文
化
生
活
の
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第
一
歩
を
闢ひら
い
て
く
れ
た
祖
先
の
全
体
、
其
を
主
に
、
感
情
の
側
か
ら
視
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
其
方
の
記
録
即
、
万
葉
集
の
名
を
被
せ
た

次
第
で
あ
る
。

政
治
史
よ
り
民
族
史
、
思
想
史
よ
り
は
生
活
史
を
重
く
見
る
私
共
に
は
、
民

間
の
生
活
が
、
政
権
の
移
動
と
足
並
み
を
揃
へ
る
も
の
と
す
る
考
へ
は
、
極

め
て
無
意
味
に
見
え
る
。
此
方
面
か
ら
も
、
万
葉
人
を
一
纏
め
に
し
て
考
へ

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
其
理
想
の
生
活

彼
ら
に
と
つ
て
は
、
殆
ど
偶
像
で
あ
つ
た
一
つ
の
生
活
様
式
が
あ
る
。
彼
ら

の
美
し
い
、
醜
い
様
々
の
生
活
が
、
此
境
涯
に
入
る
と
、
醇
化
せ
ら
れ
た
姿

と
な
つ
て
表
れ
て
居
る
。
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其
は
、
出
雲
び
と
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
生
活
で
あ
る
。
出
雲
風
土
記
に
は
、
や

ま
と
成
す
大
神
と
言
ふ
讃
め
名
で
書
か
れ
て
居
る
。
出
雲
人
の
倭
成
す
神
は
、

大
和
び
と
の
語
で
は
、
は
つ
く
に
し
ら
す
・
す
め
ら
み
こ
と
と
言
う
て
居
る
。

神
武
天
皇
・
崇
神
天
皇
は
、
此
称
呼
を
負
う
て
居
ら
れ
る
。
倭
成
す
境
涯
に

入
れ
ば
、
一
挙
手
も
、
一
投
足
も
、
神
の
意
志
に
動
く
も
の
、
と
見
ら
れ
て

居
た
。
愛
も
欲
も
、
猾
智
も
残
虐
も
、
其
後
に
働
く
大
き
な
力
の
儘まま
即
す
な
は
ち「
か

む
な
が
ら
…
…
」
と
言
ふ
一
語
に
籠
つ
て
了
ふ
の
で
あ
つ
た
。
倭
成
す
人
の

行
ひ
は
、
美
醜
善
悪
を
の
り
越
え
て
、
優
れ
た
ま
こ
と
ゝ
し
て
、
万
葉
人
の

心
に
印
象
せ
ら
れ
た
。
お
ほ
く
に
ぬ
し
以
来
の
数
多
の
倭
成
し
た
人
々
は
、

彼
ら
に
は
既
に
、
偶
像
と
し
て
の
み
、
其
心
に
強
く
働
き
か
け
た
。

我
々
の
最
初
の
母
い﹅
ざ﹅
な﹅
み﹅
の
て
に
を
は
を
落
さ
な
か
つ
た
の
は
、
意
義
の
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末
、
分
化
し
き
ら
な
か
つ
た
事
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二

倭
成
す
神
は
、
は
つ
国
治シ
る
人
で
あ
る
。
は
つ
く
に
し
ろ
す
・
す
め
ら
み
こ

と
の
用
語
例
に
入
る
人
が
、
ひ
と
方
に
限
ら
な
か
つ
た
わ
け
に
は
、
実
は
ま

だ
此
迄
、
明
快
な
説
明
を
聴
か
し
て
く
れ
た
人
が
な
い
。
舌
が
思
ふ
ま
ゝ
に

働
く
時
を
、
待
つ
間
だ
け
の
宿
題
で
あ
る
。

其
と
一
つ
で
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
だ
け
が
、
倭
成
す
神
で
な
く
て
、
神
々
が
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
神
々
の
中
、
日
の
神
を
祀
る
神
が
は
つ
国
し
つ
た
時
に
、

母
な
る
日ヒ
之ル
妻メ
と
、
教
権
・
政
権
を
兼
ね
持
つ
日
の
み
子
の
信
仰
は
生
れ
た
。
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日
の
み
子
は
常
に
、
新
し
く
一
人
づ
ゝ
生
れ
来
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。

日
の
み
子
が
、
血
筋
の
感
情
を
も
つ
て
、
系
統
立
て
ら
れ
る
と
、
日
つ
ぎ
の

み
子
と
云
ふ
言
葉
が
出
来
る
。
つ
ぎ
は
、
後
置
修
飾
格
で
、
つ
ぎ
＝
日
の
み

子
と
い
ふ
こ
と
に
も
解
釈
出
来
る
。

か
う
し
て
、
神
々
の
宗
教
の
神
学
体
系
が
立
て
ら
れ
た
。
併しか
し
、
江
戸
の
古

代
研
究
者
は
、
此
変
形
に
は
、
目
を
つ
け
ず
に
過
ぎ
た
。
此
が
ほ
ゞ
、
藤
原

の
都
頃
の
こ
と
ゝ
思
は
れ
る
。
神
学
以
前
に
長
い
神
々
の
物
語
の
時
代
が
、

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
飛
鳥
以
前
に
統
一
な
き
神
々
の
行
状
を
、
口

か
ら
口
へ
持
ち
伝
へ
た
、
長
い
時
間
が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

古
事
記
・
日
本
紀
は
、
新
し
い
神
学
の
基
礎
に
立
つ
て
、
さ
う
し
た
断
篇
を

組
織
し
た
ま
で
の
物
で
あ
る
。
三
つ
の
古
風
土
記
（
九
州
の
、
二
つ
に
は
、
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私
は
著
し
い
近
世
的
の
臭
ひ
を
、
感
ぜ
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
ぬ
か
ら
、
省
い
た
）

の
中
、
記
・
紀
と
、
一
番
足
並
み
を
揃
へ
て
ゐ
る
の
は
、
出
雲
風
土
記
で
あ

る
。
常
陸
の
に
な
る
と
、
此
体
系
を
度
外
視
す
る
、
理
智
の
眼
が
光
つ
て
ゐ

る
。
其
で
、
此
書
の
裏
に
、
一
貫
し
た
神
学
が
あ
ら
う
と
は
見
え
ぬ
程
、
恐

し
く
断
篇
化
し
た
記
述
法
を
取
つ
て
ゐ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
神
を
失
は
う
と

し
て
ゐ
る
者
の
偶
像
破
壊
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
事
は
見
え
て
ゐ
る
。
時
代
は

其
と
、
い
く
ら
も
古
く
は
あ
る
ま
い
に
、
播
磨
風
土
記
に
現
れ
た
断
篇
風
な

記
述
は
、
確
か
に
神
学
以
前
の
不
統
一
な
面
影
を
残
し
て
ゐ
る
。
ほ
ん
と
う

に
、
無
知
な
群
集
の
感
情
其
ま
ゝ
で
あ
る
。

出
雲
に
は
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
以
上
の
人
格
を
考
へ
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
か

ら
、
其
風
土
記
に
も
知
ら
れ
過
ぎ
た
神
と
し
て
の
彼
の
生
活
は
、
其
輪
廓
さ
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へ
も
書
く
必
要
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
処
が
播
磨
風
土
記
に
現
れ
た
お
ほ

く
に
ぬ
し
は
、
ま
だ
神
学
の
玉
の
緒
に
貫
か
れ
な
い
玉
の
様
に
、
断
篇
風
に

散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
。
あ
ま
り
に
、
記
・
紀
を
通
し
て
見
た
お
ほ
く
に
ぬ
し
と

距
離
が
あ
り
過
ぎ
る
。
尤
も
つ
と
も、
主
人
公
と
し
て
現
れ
た
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
名
を
、

他
の
誰
の
名
と
取
り
換
へ
て
も
、
さ
し
支
へ
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
さ

う
す
れ
ば
、
神
話
・
民
譚
の
上
の
或
性
格
に
属
す
る
話
を
、
取
捨
す
る
標
準

は
、
神
話
・
民
譚
以
後
の
神
学
を
以
て
す
る
事
と
な
る
。
ど
ん
な
話
で
も
、

物
語
時
代
の
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
性
格
を
組
み
立
て
ゝ
来
た
一
要
素
な
る
こ
と

は
、
事
実
で
あ
る
。
或
逸
話
は
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
性
格
と
し
て
持
つ
に
適

当
な
、
経
歴
の
一
つ
と
考
へ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

す
く
な
ひ
こ
な
と
の
競
走
に
、
糞
で
は
か
ま
を
汚
し
た
童
話
風
な
話
が
あ
り
、
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あ
め
の
ひ
ほ
こ
と
の
国
争
ひ
に
、
蛮
人
で
も
し
相
な
、
足
縄
投
げ
の
物
語
り

を
残
し
て
ゐ
る
。
醜
悪
で
あ
り
幼
稚
で
あ
る
こ
と
が
、
此
神
の
性
格
に
破
綻

を
起
さ
な
い
の
で
あ
る
。
普
通
人
其
儘
の
生
活
を
持
つ
こ
と
が
理
想
に
牾もと
る

も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
嫉
み
を
受
け
る
人
と
し
て

多
く
の
女
の
愛
情
を
、
身
一
つ
に
納
め
る
一
面
に
は
、
必
、 

後  

妻 

ウ
ハ
ナ
リ

嫉
み
が

伴
う
て
ゐ
る
。
万
葉
人
の
理
想
の
生
活
に
は
、
此
意
味
か
ら
、
女
の
嫉
妬
を

う
け
る
事
を
条
件
と
し
た
様
に
見
え
る
。

お
ほ
く
に
ぬ
し
の
、
よ
み
か
ら
伴
れ
戻
つ
た 

嫡  

妻 

ム
カ
ヒ
メ

す
せ
り
ひ
め
は
、
へ
ら

の
様
に
嫉
み
心
が
強
か
つ
た
。
八
十
神
と
競
争
し
て
取
り
得
た
や
か
み
ひ
め

も
、
彼
女
の
妬
心
を
恐
れ
て
、
生
み
の
子
を
ば
、
木
の
股
に
挟
ん
で
逃
げ
た
。
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倭
へ
の
旅
に
上
る
時
、
嫉
妬
の
昂
奮
を
鎮
め
る
為
「
ぬ
ば
た
ま
の
黒
き
み
け

し
…
…
」
の
歌
を
作
つ
て
ゐ
る
。
が
其
時
に
、
嫉
み
妻
に
持
つ
た
愛
は
、
ぬ

な
か
は
ひ
め
の
門
に
立
つ
て
唱
和
し
た
歌
に
見
え
た
も
の
と
、
変
ら
ぬ
美
し

い
愛
で
あ
つ
た
。

男
に
は
諸
向
き
心
を
、
女
に
は 

後  

妻 

ウ
ハ
ナ
リ

嫉
み
を
認
め
て
ゐ
た
の
が
、
こ
の
頃

の
夫
婦
関
係
で
あ
つ
た
。
「
女
大
学
」
の
出
来
る
様
に
導
い
た
世
間
は
、
其

以
前
に
か
う
し
た
愛
の
葛
藤
の
道
徳
を
認
め
て
ゐ
た
社
会
を
無
視
し
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

教
養
あ
る
も
の
は
、
笑
う
て
ゐ
た
が
、 
妻  

敵 
メ
ガ
タ
キ

う
ち
は
近
世
ま
で
、
武
士
の

間
に
行
は
れ
て
ゐ
た
。
此
を
笑
ふ
武
士
と
、
こ
れ
を
面
晴
れ
と
考
へ
る
武
士

と
が
、
尠
く
と
も
、
二
三
百
年
は
対
立
し
て
来
た
。

11



江
戸
よ
り
前
の
武
家
の
家
庭
で
は
、 

後  

妻 

ウ
ハ
ナ
リ

う
ち
が
頻
々
と
行
は
れ
た
。
誠

に
今
も
残
つ
て
ゐ
る
絵
が
示
す
様
な
、
百
鬼
夜
行
を
見
る
程
な
荒
い
復
讎
手

段
で
あ
つ
た
。
相
手
の
家
の
雑
作
調
度
を
、
大
ぜ
い
で
攻
め
か
け
て
壊
し
て

来
る
。
其
が
悪
事
と
は
、
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
国

の
乏
し
い
文
献
は
、
家
庭
生
活
に
対
し
て
頗
す
こ
ぶ
る冷
淡
で
あ
つ
た
。
戦
国
以
前
に
、

ど
う
し
た
嫉
妬
の
表
示
法
を
主
婦
た
ち
が
持
つ
て
ゐ
た
か
を
伝
へ
て
は
ゐ
ぬ
。

併
し
、
夫
の
殺
伐
な
気
風
に
か
ぶ
れ
て
、
戦
国
の
妻
が
考
へ
出
し
た
方
法
と

ば
か
り
は
受
け
取
れ
な
い
。

も
し
本
朝
妬
婦
伝
を
撰
る
な
ら
、
人
の
世
に
入
つ
て
か
ら
も
、
列
伝
に
這
入

る
者
は
、
だ
ん
〳
〵
あ
る
。
仁
徳
の
い
は
の
ひ
め
・
允
恭
の
な
か
ち
ひ
め
、

ず
つ
と
下
つ
て
、
村
上
の
安
子
の
如
き
方
々
は
、
其
尤
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
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と
り
わ
け
、
い
は
の
ひ
め
は
嫉
妬
の
為
に
、
恋
し
い
夫
の
家
を
す
ら
、
捨
て

た
。
嫉
む
時
、
足
も
あ
が
ゝ
に
、
悶
え
た
と
あ
る
。
き
び
の
く
ろ
ひ
め
・
や

た
の
わ
き
い
ら
つ
め
に
心
を
傾
け
た
仁
徳
天
皇
は
、
い
は
の
ひ
め
に
同
棲
を

慂
め
る
の
に
、
夫
と
し
て
の
善
良
さ
を
、
尽
く
現
さ
れ
た
。
凡
て
の
点
に
於

て
、
人
の
世
に
生
れ
て
出
た
お
ほ
く
に
ぬ
し
と
も
言
へ
る
程
の
似
よ
り
を
、

此
天
皇
は
お
ほ
く
に
ぬ
し
に
持
つ
て
居
ら
れ
る
。
其
は
殆
ど
双
方
の
伝
記
で

解
釈
の
つ
か
ぬ
処
は
、
今
一
方
の
事
蹟
で
註
釈
が
出
来
る
位
で
あ
る
。
今
其

一
つ
を
言
は
う
。
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
上
に
、
明
ら
か
に
見
え
な
い
事
で
、
仁

徳
に
は
著
し
く
現
れ
て
ゐ
る
事
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
倭
成
す
神
の
残
虐

め
と
り
の
お
ほ
き
み
は
、
帝
を
袖
に
し
た
。
は
や
ふ
さ
わ
け
に
近
づ
い
た
。

13



二
人
を 

倉  

梯 

ク
ラ
ハ
シ

山
に
追
ひ
詰
め
て
殺
し
た
の
は
、
理
想
化
せ
ら
れ
た
尭
舜
と

し
て
は
、
い
き
方
を
異
に
し
て
ゐ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

お
ほ
く
に
ぬ
し
が
、
白
兎
を
劬
い
た
はつ
た
様
に
、
此
帝
ミ
カ
ドに
も
、
民
の
竈
か
ま
どの
「
仁
徳
」

が
あ
る
。
此
帝
の
事
蹟
で
は
、
儒
者
の
理
想
に
合
す
る
部
分
だ
け
が
、
強
調

し
て
現
さ
れ
て
ゐ
る
。

や
ま
と
た
け
る
は
、
無
邪
気
な
残
虐
性
か
ら
、
兄
お
ほ
う
す
を
挫
き
殺
し
た
。

併
し
雄
略
天
皇
程
、
此
方
面
を
素
朴
に
現
さ
れ
た
の
は
尠
い
。
此
等
の
方
々

の
血
の
う
ち
に
、
時
々
眼
を
あ
く
す
さ
の
を
が
、
さ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

す
さ
の
を
の
善
悪
に
固
定
せ
ぬ
面
影
は
、
最
よ
く
雄
略
天
皇
に
出
て
居
る
。

彼
の
行
為
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
強
ひ
て
言
は
う

な
ら
否
、
万
葉
び
と
の
倫
理
観
か
ら
は
、
当
然
、
倭
な
す
神
な
る
が
故
に
、
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と
い
ふ
条
件
の
下
に
凡
て
が
善
事
と
解
せ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

仁
徳
の
御
名
は
お
ほ
さ
ゞ
き
、
雄
略
は
お
ほ
は
つ
せ
わ
か
た
け
る
の
す
め
ら

み
こ
と
と
謚
お
く
り
なせ
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
二
つ
を
合
せ
た
様
に
見
え
る
を
は
つ
せ
わ

か
さ
ゞ
き
の
す
め
ら
み
こ
と
な
る
武
烈
天
皇
が
、
わ
が
国
の
ね
ろ
と
も
言
ふ

べ
き
伝
記
を
、
書
紀
に
残
さ
れ
た
の
も
、
単
純
な
偶
然
と
し
て
片
づ
け
ら
れ

ぬ
気
が
す
る
。
先
の
二
帝
の
性
格
に
絡
ん
だ
万
葉
人
の
考
へ
を
手
繰
り
寄
せ

る
、
ほ
の
か
な
が
ら
力
あ
る
、
一
つ
の
手
が
ゝ
り
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
三

此
話
を
進
め
て
ゐ
て 

始 

中 

終 

し
よ
つ
ち
ゆ
う
、
気
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
事
が
あ
る
。
私
の
話
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振
り
が
、
或
は
読
者
を
し
て
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
実
在
を
信
じ
さ
せ
る
方
へ
〳

〵
と
導
い
て
ゐ
は
す
ま
い
か
、
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
昔
の
出
雲
人
が
、
大
勢

で
考
へ
出
し
て
、
だ
ん
〳
〵
人
間
性
を
塗
り
立
て
ゝ
来
た
対
象
に
就
て
云
う

て
来
た
の
で
あ
る
。
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
肉
体
は
、
或
は
一
度
も
此
世
に
形
を

現
さ
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
、
拒
む
事
の
出
来
な
い
の
は
、
世
々
の

出
雲
人
が
伝
承
し
、
醞
醸
し
て
来
た
、
其
優
れ
た
た
ま
し
ひ
で
あ
る
。
神
代

の
巻
に
現
れ
る
ど
の
神
々
よ
り
も
、
人
間
ら
し
さ
に
於
て
は
、
其
色
合
ひ
が

濃
く
著
し
い
此
神
に
、
ほ
の
か
な
が
ら
も
変
つ
た
見
方
の
あ
つ
た
事
を
伝
へ

て
ゐ
る
。
地
物
チ
ブ
ツ
の
創
造
性
と
し
て
、 
天  
地 
ア
メ
ツ
チ

造
ら
し
ゝ
神
と
讃
へ
ら
れ
た
事

は
、
風
土
記
と
万
葉
と
を
綜
合
す
れ
ば
知
れ
る
。
其
さ
へ
亦また
、
神
性
・
人
間

性
の
重
ね
写
真
を
経
た
事
は
疑
は
れ
ぬ
。
わ
が
造
化
三
神
が
、
古
代
人
の
頭
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に
響
い
た
程
の
力
は
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
も
持
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。
ど
の
神

に
も
地
物
を
創
造
す
る
事
の
出
来
た
時
代
で
あ
る
。
我
々
は
拘
泥
し
た
物
言

ひ
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
神
々
の
よ
み
が
へ
り

恋
を
得
た
お
ほ
く
に
ぬ
し
は
即
、
兄
た
ち
の
嫉
み
の
為
に
、
あ
ま
た
度
の
死

を
経
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
母
は
憂
へ
て
す
さ
の
を
の
国
に
送
つ
た
。
併
し

そ
こ
で
も
、
く
さ
／
″
＼
の
試
み
の
後
に
野
に
焼
き
込
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

か
つ
た
。
愚
か
な
る
こ
と
猫
の
子
の
如
く
、
性
懲
り
も
な
く
死
の
罠ワナ
に
落
ち

こ
ん
だ
。
け
れ
ど
も
其
都
度
、
復
活
の
力
を
新
に
し
て
兄
た
ち
の
驚
き
の
前

に
立
ち
現
れ
た
。
蛇
・
蜂
・
蜈
蚣
の
む
ろ
は
、
労
働
求
婚
の
俤
も
伝
へ
て
居

る
が
、
尚
死
地
よ
り
蘇
生
さ
せ
る
智
慧
の
力
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
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下シタ
つ
界ヨ
に
来
て
か
ら
は
、
死
を
自
在
に
扱
ふ
彼
で
あ
つ
た
。
智
慧
と
幸
運
と

は
其
死
に
よ
つ
て
得
た
力
に
光
り
を
添
へ
る
事
に
な
つ
て
来
る
。
焼
津
野
の

談
は
、
や
ま
と
た
け
る
の
上
に
も
、
復
活
の
信
仰
の
寓やど
つ
て
居
る
こ
と
を
見

せ
る
。
実
際
此
辺
り
ま
で
は
神
か
人
か
の
弁わか
ち
さ
へ
つ
か
な
い
。
万
葉
人
も

世
が
進
む
に
つ
れ
て
、
復
活
よ
り
も
不
死
、
死
を
経
て
の
力
よ
り
も
死
な
ぬ

命
を
欲
す
る
様
に
な
つ
た
。
択
ば
れ
た
人
ば
か
り
で
な
く
、
凡
俗
も
機
会
次

第
に
永
久
の
齢
を
享
け
る
事
が
出
来
る
も
の
、
と
思
ひ
も
し
、
望
み
も
し
た
。

此
は
お
ほ
く
に
ぬ
し
の
生
活
を
、
人
々
の
上
に
持
ち
来
た
さ
う
と
す
る
考
へ

が
、
外
来
思
想
に
よ
つ
て
大
い
に
育
て
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ら
う
。

併
し
初
め
に
は
不
死
の
自
信
が
な
か
つ
た
為
に
、
生
に
執
著
も
し
、
復
活
を

も
信
じ
た
の
で
あ
る
。
岩
野
泡
鳴
氏
が
、
生
の
愛
執
を
、
や
ま
と
た
け
る
に
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見
出
し
た
ま
で
は
、
此
方
面
の
考
へ
は
闇
で
あ
つ
た
。
命
を
か
た
に
妻
子
を

育
ん
だ
戦
国
の
家
つ
子
の
道
徳
が
、
万
葉
び
と
の
時
代
か
ら
あ
つ
た
も
の
、

と
信
じ
た
が
る
人
々
に
よ
つ
て
信
じ
ら
れ
て
来
た
。

花
の
如
き
お
ふ
ぃ
り
や
の
代
り
に
、
万
葉
人
た
ち
は
、
水
に
流
れ
つ
ゝ
謡
う

た
お
ほ
や
ま
も
り
を
持
つ
て
ゐ
た
。
町
人
・
絵
師
す
ら
命
の
相
場
を
「
一
分

五
厘
」
と
叫
ぶ
様
に
な
つ
た
の
は
、
近
世
道
徳
の
固
定
の
初
め
の
事
で
あ
つ

た
。
我
々
の
国
の
昔
に
は
、
す
ぐ
れ
た
人
々
が
、
死
を
厭
ふ
を
た
け
び
を
挙

げ
て
死
ん
で
行
つ
た
。

か
う
い
ふ
世
で
あ
つ
た
れ
ば
こ
そ
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
は
死
な
ゝ
か
つ
た
の
で

あ
る
。
其
復
活
は
信
仰
の
俤
を
十
分
に
伝
へ
た
と
同
時
に
、
又
切
な
る
欲
求

を
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

19



此
点
だ
け
は
、
当
時
の
人
に
或
は
単
な
る
理
想
と
し
て
、
持
た
れ
て
居
つ
た

に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
近
世
に
到
る
ま
で
よ
み
が
へ
る
人
の
噂
を
、

屡
し
ば
し
ば伝
へ
る
処
か
ら
見
れ
ば
、
必
し
も
や
ま
と
な
す
神
で
な
く
て
は
達
せ
ら
れ

ぬ
境
涯
と
も
考
へ
き
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
智
慧
の
美
徳

純
良
な
お
ほ
く
に
ぬ
し
は
、
欺
か
れ
つ
ゝ
次
第
に
智
慧
の
光
り
を
現
し
て
来

た
。
此
智
慧
こ
そ
は
、
や
ま
と
な
す
神
の
唯
一
の
や
た
が
ら
す
で
あ
つ
た
。

愚
か
な
る
道
徳
家
が
、
賢
い
不
徳
者
に
う
ち
負
け
て
、
市
が
栄
え
た
譚
は
、

東
西
に
通
じ
て
古
い
諷
諭
・
教
訓
の
型
で
あ
つ
た
。
ほ
を
り
・
神
武
・
や
ま

と
た
け
る
・
泊
瀬
天
皇
な
ど
皆
、
此
美
徳
を
持
つ
て
成
功
し
た
。
道
徳
一
方

か
ら
見
る
の
で
な
け
れ
ば
、
智
慧
と
悪
徳
と
は
決
し
て
、
隣
り
ど
う
し
で
な
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い
ば
か
り
か
、
世
を
直
し
進
め
る
第
一
の
力
で
あ
つ
た
。
此
点
は
既
に
和
辻

哲
郎
氏
も
触
れ
た
事
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

人
の
世
を
よ
く
す
る
も
の
は
、
協
和
で
は
な
く
て
優
越
で
あ
り
、
力
で
は
な

く
て
智
慧
で
あ
る
こ
と
に
想
ひ
到
る
ま
で
に
は
、
団
体
ど
う
し
の
間
に
、
苦

い
幾
多
の
経
験
が
積
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
お
ほ
く
に
ぬ
し
を
仰
ぐ
人
々
の
間

に
は
、
長
い
道
徳
に
か
け
か
ま
ひ
の
な
い
生
活
が
続
い
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

昔
程
、
村
と
言
ふ
考
へ
が
明
ら
か
で
あ
る
。
立
ち
入
つ
て
見
る
と
、
個
人
の

生
活
は
、
其
中
に
消
え
こ
ん
で
了
ふ
。
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す
べ
て
の
生
活
を
規
定
す
る
と
ゞ
の
つ
ま
り
が
、
村
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
村

々
の
間
に
、
相
容
れ
ぬ
形
の
道
の
現
れ
て
来
る
の
も
、
極ごく
自
然
な
筋
道
で
あ

る
。
手
濡
ら
さ
ず
に
、
よ
そ
の
村
の
頭
を
う
ち
負
し
た
智
力
の
ぬ
し
が
、
至

上
の
善
行
者
と
考
へ
ら
れ
る
の
も
、
尤
で
あ
る
。
其
が
凡
庸
な
個
人
の
上
に

翻ウツ
さ
れ
た
民
譚
・
童
話
に
す
ら
、
後
世
式
な
非
難
の
添
は
な
い
の
も
、
か
う

し
た
出
発
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
智
慧
あ
つ
て
思
慮
の
足
ら
な
か
つ
た
い

な
ば
の
白
兎
の
話
な
ど
も
、
私
に
、
単
純
な
論
理
に
遊
ぶ
癖
が
あ
つ
た
ら
、

兎
は
お
ほ
く
に
ぬ
し
、
鰐
ど
も
は
兄
八
十
神
を
表
し
た
も
の
と
言
ふ
事
も
出

来
さ
う
で
あ
る
。

さ
う
し
た
立
ち
場
か
ら
、
部
分
の
類
似
を
つ
き
つ
め
て
行
け
ば
行
く
程
、
事

実
か
ら
遠
の
く
。
唯
、
円
満
に
発
達
し
き
ら
ぬ
智
慧
の
失
策
を
見
せ
た
も
の
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と
だ
け
は
、
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
う
し
て
此
話
が
、
お
ほ
く
に
ぬ
し
の

智
慧
の
発
達
に
、
あ
る
暗
示
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
と
見
て
も
よ
さ
ゝ
う
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
仁
の
意
味

白
兎
の
話
が
示
し
た
人
道
風
な
愛
は
、
残
虐
で
あ
り
、
猾
智
で
あ
る
所
の
倭

な
す
神
に
は
、
不
似
合
ひ
の
様
に
見
え
る
。
併
し
、
外
に
対
し
て
の
鋭
い
智

者
は
、
同
時
に
、
内
に
向
け
て
の
仁
人
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
尠
く
も
、

さ
う
あ
る
の
を
望
ん
だ
事
は
、
ほ
ん
と
う
で
あ
る
は
ず
だ
。
残
虐
な
楽
し
み

を
喜
ぶ
事
を
知
つ
た
昔
び
と
に
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
の
存
分
に
出
来
る
権
能

は
、
え
ら
ば
れ
た
唯
一
人
に
限
つ
て
許
さ
れ
る
資
格
と
考
へ
た
事
で
あ
ら
う
。

智
慧
・
仁
慈
・
残
虐
は
、
ぱ
ら
ど
っ
く
す
で
は
な
く
、
倭
成
す
神
の
三
徳
と
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見
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

泊
瀬
天
皇
ぐ
ら
ゐ
、
純
粋
な
感
情
の
ま
ゝ
に
ふ
る
ま
う
た
人
は
な
か
つ
た
。

瞬
時
も
固
定
せ
ぬ
愛
と
憎
み
、
神
獣
一
如
の
姿
で
あ
る
。
此
点
か
ら
見
れ
ば
、

お
ほ
く
に
ぬ
し
は
、
著
し
く
筆
録
時
代
の
理
想
に
ひ
き
直
さ
れ
て
ゐ
る
様
で

あ
る
。
あ
め
の
さ
か
て
を
拍
つ
て
、
征
服
者
を
咀のろ
う
た
一
つ
の
物
語
が
、
不

調
和
に
感
じ
ら
れ
る
ま
で
整
理
せ
ら
れ
た
性
格
の
記
述
を
裏
切
る
と
共
に
、

か
う
し
た
憤
怒
・
憎
悪
・
嫉
妬
を
十
分
に
具
備
し
た
人
と
し
て
伝
へ
ら
れ
て

ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
村
々
の
神
主

日
本
歴
史
の
立
ち
場
か
ら
見
た
古
代
生
活
は
、
村
を
以
て
ゆ
き
づ
ま
り
と
す

る
外
は
な
い
。
其
以
上
は
、
先
史
遺
物
学
者
と
の
妥
協
を
め
ど
に
し
た
空
想
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に
過
ぎ
な
い
。
文
献
に
よ
つ
て
知
る
事
の
出
来
る
限
り
の
古
代
に
は
、
既
に

か
な
り
に
進
ん
だ
村
落
組
織
が
整
う
て
ゐ
た
。
村
限
り
の
生
活
が
、
国
家
観

念
に
拡
つ
て
来
は
じ
め
た
の
が
、
万
葉
び
と
の
世
の
は
じ
め
で
、
其
確
か
な

意
識
に
入
り
込
む
様
に
な
つ
た
の
が
、
此
論
文
の
主
題
の
結
着
で
あ
る
。

其
以
前
は
、
村
自
身
で
、
一
つ
の
国
家
と
考
へ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
。
よ
そ

の
村
は
、
敵
国
で
あ
る
。
も
つ
と
軽
い
語
で
言
へ
ば
、
い
つ
で
も
敵
国
と
な

る
は
ず
の
国
々
で
あ
つ
た
。
さ
う
い
ふ
時
代
の
話
か
ら
し
て
か
ゝ
ら
ね
ば
、

万
葉
び
と
の
国
民
と
し
て
の
心
持
ち
は
、
考
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

村
を
又
、
ふ
れ
・
し
ま
と
も
、
く
に
・
あ
が
た
と
も
言
う
た
の
は
、
此
時
代

で
あ
る
。
み
ち
・
ひ
な
（
山
本
信
哉
氏
な
ど
は
、
あ
が
た
を
も
、
同
類
に
考

へ
て
ゐ
る
）
と
言
ふ
語
こ
と
ばは
、
元
は
よ
そ
国
・ 
他  
国 
ヒ
ト
ク
ニ

位
の
積
り
が
、
遠
隔
の
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地
方
を
斥さ
す
様
に
な
つ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
あ
き
つ
し
ま
・
し
き
し
ま
・

や
ま
と
し
ま
は
、
水
中
の
島
か
ら
出
た
語
尾
で
な
く
、
却
つ
て
村
の
意
味
の

分
化
し
た
も
の
と
見
る
が
よ
か
ら
う
。
三
つ
な
が
ら
、
枕
詞
或
は
、
直
様
日

本
の
異
名
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
来
た
。
そ
れ
は
、
大
和
朝
廷
の
、

時
々
の
根
拠
地
に
な
つ
て
ゐ
た
村
名
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
大
和
の
北
と

真
中
の
平
原
に
あ
つ
た
村
々
を
支
配
す
る
ま
で
に
、
づ
ぬ
け
て
勢
力
を
持
つ

て
来
た
の
が
、
山
辺
郡
大
倭
ヤ
マ
ト
を
土
台
に
し
た
村
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

泊
瀬
の
国
・
吉
野
の
国
な
ど
は
、
万
葉
に
も
平
気
に
使
は
れ
て
ゐ
る
。
し
ま

と
も
く
に
と
も
言
ふ
村
が
、
大
和
一
国
に
も
、
古
け
れ
ば
古
い
程
多
か
つ
た
。

大
和
以
外
で
言
う
て
も
、
国
の
名
を
言
ふ
村
の
数
が
、
後
世
の
国
の
幾
層
倍

あ
つ
た
か
知
れ
な
い
。
し
ま
は
、
く
に
の
古
語
と
言
う
て
よ
い
様
で
あ
る
。
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さ
う
し
て
、
此
し
ま
／
″
＼
・
く
に
／
″
＼
の
中
に
は
、
大
和
朝
廷
を
脅
か

す
も
の
も
多
か
つ
た
。
大
和
の
国
中
で
も
、
葛
城
の
国
な
ど
は
、
手
ご
は
く

感
じ
ら
れ
た
印
象
を
、
記
紀
に
止
め
て
ゐ
る
。

飛
鳥
の
村
辺
に
、
都
の
固
定
し
出
し
た
頃
に
は
、
国
家
の
意
識
が
、
稍やや
統
一

し
か
け
て
来
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
此
処
ま
で
来
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
大
化

の
改
新
は
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訣
で
あ
つ
た
。
あ
の
改
新
の
本
意
は
、
村

本
位
の
生
活
を
国
本
位
の
生
活
に
引
き
直
す
事
で
あ
つ
た
。
段
々
勢
力
は
失

う
て
来
て
は
ゐ
た
も
の
ゝ
、
尚
盛
り
返
さ
う
け
は
ひ
の
見
え
た
村
を
根
拠
と

し
た
豪
族
を
、
一
挙
に
永
劫
に
頭
の
擡
げ
ら
れ
ぬ
地
位
に
置
か
う
と
す
る
事

で
あ
つ
た
。
此
久
し
い
前
か
ら
、
村
の
主
長
の
意
味
の
名
な
る
国
造
・
県
主

は
、
既
に
多
く
の
貴
い
か
ば
ね
に
呼
び
換
へ
ら
れ
て
居
た
。
け
れ
ど
も
尚
、
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昔
の
ま
ゝ
の
称
へ
が
捨
て
ら
れ
な
い
で
、
国
造
・
県
主
の
称
へ
を
持
ち
続
け

て
ゐ
た
家
も
あ
る
。
尚
遅
れ
て
は
、
意
義
が
変
つ
た
為
、
其
か
ば
ね
で
あ
る

事
を
忘
れ
て
、
国
造
の
上
に
、
更
に
か
ば
ね
を
与
へ
ら
れ
た
の
さ
へ
多
い
。

公
認
せ
ら
れ
た
国
の
外
は
、
お
ほ
よ
そ
郡
と
称
せ
ら
れ
て
、
国
の
数
は
著
し

く
へ
つ
た
。
国
々
は
凡
て
ふ
れ
（
村
）
を
語
根
に
し
た
こ
ほ
り
（
郡
）
の
名

に
喚
び
変
へ
ら
れ
て
了
う
た
。
恐
ら
く
、
郡
と
い
ふ
語
は
、
わ
り
あ
ひ
に
新

し
い
語
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
其
で
も
、
旧
慣
に
よ
つ
て
、
私
に
国
名
を

称
へ
る
も
の
も
あ
り
、
言
ひ
改
め
て
も
な
ぜ
か
郡
を
嫌
つ
て
、
あ
が
た
或
は
、

多
く
其
形
式
化
し
た
が
た
と
言
ふ
呼
び
名
を
用
ゐ
る
も
の
が
多
か
つ
た
。
名

こ
そ
変
れ
、
実
は
同
じ
で
、
大
体
に
以
前
の
国
を
郡
と
し
た
事
と
思
は
れ
る
。

だ
か
ら
、
国
が
大
き
く
な
つ
た
と
共
に
、
国
が
小
さ
く
な
つ
た
と
言
ふ
事
の
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出
来
る
あ
り
様
で
あ
つ
た
。

此
様
に
、
国
と
郡
と
は
内
容
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
国
造
・
県
主
は

多
く
郡
の
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
国
司
に
登
用
せ
ら
れ
る
理
く
つ
は
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
新
制
度
で
は
、
国
造
の
名
さ
へ
廃
し
た
。
で
も
、
由
緒
久

し
い
処
で
は
、
容
易
に
改
り
は
し
な
か
つ
た
。
其
ゆ
ゑ
国
造
で
あ
つ
て
、
他

の
か
ば
ね
を
兼
ね
持
つ
て
ゐ
る
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
国
造
の
職
分
は
、

事
実
、
郡
領
に
な
つ
て
も
変
ら
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
国
造
の
名
が
な
く

な
り
、
郡
領
に
な
つ
た
の
を
、
豪
族
の
勢
力
の
落
ち
た
唯
一
の
現
れ
と
解
釈

す
る
人
が
あ
つ
た
ら
、
其
は
、
考
へ
が
な
さ
過
ぎ
る
。

地
方
制
度
の
整
理
・
監
督
官
庁
の
設
置
・
豪
族
の
官
吏
化
が
、
此
改
革
の
肝

腎
の
精
神
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
が
、
ま
だ
一
つ
大
事
の
目
的
が
、
外
に
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あ
つ
た
の
で
あ
る
。
国
造
の
中
、
後
世
ま
で
国
造
の
称
へ
を
伝
へ
た
家
々
は
、

皆
神
事
に
与
る
筋
で
あ
る
。
事
実
亦
、
国
造
は
地
方
々
々
の
大
社
の
為
に
、

官
幣
を
受
け
に
も
、
上
つ
て
来
た
。
国
造
と
神
主
と
を
同
じ
意
味
に
使
う
た

例
も
多
い
。
廃
止
の
後
も
、
郡
領
に
神
事
を
司
し
た
の
は
、
国
造
が
、
神
職

の
主
座
に
ゐ
た
事
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

村
の
主
長
で
あ
つ
た
国
造
が
、
同
時
に
神
主
で
あ
る
と
言
ふ
の
は
、
ど
う
し

た
訣
か
。
神
に
近
い
者
で
、
神
の
心
を
問
ひ
明
ら
め
る
事
の
出
来
る
者
が
、

村
人
を
神
慮
の
ま
ゝ
に
支
配
し
て
ゐ
た
、
昔
の
村
々
の
政
治
を
見
せ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

さ
う
し
た
過
去
へ
、
一
挙
に
我
々
の
想
像
を
誘
ふ
の
は
、
斉
明
紀
に
見
え
た

「
村
々
の
祝
部
」
と
言
ふ
語
で
あ
る
。
文
献
に
照
し
て
見
て
も
、
禰ね
宜ぎ
は
、
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祝
部
よ
り
は
遅
れ
て
出
来
た
職
名
で
あ
る
ら
し
い
。
村
の
主
長
な
る
国
造
は
、

既
に
神
事
に
与
る
こ
と
尠
く
、
実
務
を
祝
部
に
任
せ
る
方
に
傾
い
て
ゐ
た
ら

し
い
。
併
し
、
大
事
の
場
合
に
は
、
勿
論
国
造
が
、
主
任
と
な
ら
ね
ば
な
ら

な
か
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
神
職
と
言
へ
ば
祝
部
を
思
ふ
程
、
此
職
名
の

出
て
ゐ
る
の
は
、
為
事
が
岐
れ
は
じ
め
て
来
た
事
を
示
す
の
で
あ
る
。

宮
廷
の
神
職
で
あ
つ
た
中
臣
氏
が
、
別
に
大
中
臣
氏
を
立
て
ゝ
、
本
家
は
藤

原
と
な
つ
て
、
政
権
に
近
づ
い
て
行
つ
た
の
は
、
此
事
実
と
似
て
ゐ
る
。
が

実
は
、
国
造
の
宗
教
を
破
却
し
て
、
主
長
で
あ
つ
て
、
尚なほ
教
権
を
握
つ
て
居

る
為
に
、
村
々
の
民
と
離
れ
な
い
豪
族
と
の
間
を
裂
く
為
の
促
進
運
動
で
あ

つ
た
と
見
る
方
が
、
ほ
ん
と
う
ら
し
い
。

地
方
の
大
社
に
関
す
る
事
は
、
国
造
の
代
り
に
国
守
を
し
て
執
り
行
は
せ
る
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事
と
し
た
の
も
、
名
は
旧
慣
に
従
ふ
様
に
見
せ
か
け
て
、
面
目
を
一
新
し
よ

う
と
の
企
て
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

国
造
の
神
に
対
し
て
の
関
係
は
、
子
孫
で
あ
る
か
、
最
も
つ
と
も神
に
親
し
か
つ
た
者

の
末
で
あ
る
か
で
あ
つ
た
。
村
人
に
と
つ
て
は
、
神
意
は
国
造
に
よ
つ
て
問

ふ
外
は
な
い
、
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
昔
の
記
憶
が
、
ま
だ
消
え
き
ら
な
い
時
代

で
あ
つ
た
。
此
を
す
つ
か
り
忘
却
の
境
に
送
り
込
ま
ぬ
間
は
、
村
本
位
の
生

活
が
、
又
現
れ
て
来
な
い
と
も
限
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
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