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ヴ
ィ
パ
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修
行

ヴ
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パ
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行

ヴ
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パ
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行

ヴ
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行

ヴ
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ー
修
行

  

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
は
小
乗
仏
教（
上
座
部
仏
教
と
言
う
べ
き
だ
が
、
分
か
り
易
い
の
で
本
稿
で
は
こ
の
語
を
用
い
る
）
の

瞑
想
法
で
あ
る
。
小
乗
仏
教
で
は
こ
れ
は
釈
尊
自
身
が
指
導
し
た
行
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
パ
ッ
サ

ナ
ー
は
文
献
と
し
て
は
西
域
を
経
由
し
て
中
国
、
ひ
い
て
は
朝
鮮
、
日
本
に
も
渡
来
し
た
が
、
技
法
そ
の
も
の
は
つ
い
最

近
ま
で
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
仏
教
で
は
瞑
想
を
禅
定
と
呼
ん
で
い
る
が
、
天
台
で
は
止
観
と
も
呼
ぶ
。そ

の
場
合
「
止
」
は
心
を
静
め
る
た
め
の
も
の
で
、
小
乗
で
サ
マ
タ
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
観
は
そ
の
基
礎
の
上
に
更
に
進

ん
で
物
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
た
め
の
技
法
で
あ
っ
て
こ
れ
こ
そ
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
。
小
乗
に
よ
れ

ば
サ
マ
タ
の
や
り
方
は
数
多
く
あ
る
が
、ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
は
唯
一
つ
し
か
な
い
。天
台
で
も
観
の
技
法
は
伝
わ
ら
な
か
っ

た
と
小
乗
の
人
た
ち
は
言
っ
て
い
る
。

行
法
の
説
明
に
入
る
前
に
そ
の
背
後
に
あ
る
考
え
方
を
見
て
み
よ
う
。

小
乗
と
大
乗
の
違
い
を
表
す
の
に
次
の
表
現
が
あ
る
。

 

無
我
法
有
　
我
法
倶
空

小
乗
で
は
「
我
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
世
の
森
羅
万
象
は
存
在
す
る
。」
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
は

森
羅
万
象
を
法
と
呼
ん
で
い
る
。
無
我
法
有
と
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
大
乗
で
は
存
在
し
な
い
の
は
我
だ
け

で
な
く
森
羅
万
象
全
て
幻
の
如
く
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
た
だ
こ
こ
で
無
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
空
を
用
い
て
い
る
（
何

故
か
を
説
明
す
る
と
長
く
な
る
か
ら
止
め
る
）。
自
我
、
森
羅
万
象
と
も
に
空
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
は
無
我
と
い
う
真
理
を
直
観
的
に
把
握
す
る
た
め
の
修
行
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に「
法
」と

密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
前
に
森
羅
万
象
を
法
と
言
っ
た
が
、
実
は
小
乗
で
は
こ
れ
を
法
と
非
法
に
分
け
て
い
る
。
五
感

に
直
接
入
っ
て
く
る
も
の
が
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
頭
の
中
で
更
に
処
理
し
た
も
の
は
想
像
の
産
物
に
過
ぎ
ず
従
っ
て
実

在
せ
ず
非
法
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
風
に
言
え
ば
一
次
情
報
の
み
が
法
で
あ
っ
て
実
在
し
、
情
報
処
理
さ
れ
た
二

次
、
三
次
情
報
は
非
法
で
あ
っ
て
存
在
し
な
い
。
小
乗
仏
教
は
こ
の
世
は
所
詮
苦
で
あ
る
と
断
じ
、
そ
の
苦
か
ら
脱
却
す

る
手
立
て
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
苦
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
我
を
含
め
全
て
非
法
つ
ま
り
二
次
情
報
で
あ

る
。さ

て
我
々
は
四
六
時
中
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
過
去
、
未
来
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全

て
非
法
で
あ
る
。ま
た
現
在
に
つ
い
て
も
烏
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
烏
が
啼
い
て
い
る
と
観
念
す
れ
ば
そ
れ
は
非
法
で
あ
る
。

カ
ー
と
い
う
音
を
聞
い
た
と
こ
ろ
ま
で
が
法
で
あ
っ
て
そ
れ
が
烏
で
あ
る
と
言
っ
た
瞬
間
に
判
断
と
い
う
情
報
処
理
が
加

わ
り
非
法
に
な
る
の
で
あ
る
。
赤
い
花
を
見
て
美
し
い
と
思
え
ば
も
う
非
法
で
あ
る
。
好
悪
の
情
が
加
わ
れ
ば
も
う
二
次

情
報
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
我
々
は
ほ
と
ん
ど
非
法
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
比
し
ほ
と
ん
ど
常
に

法
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
人
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
あ
る
が
ま
ま
に
現
実
を
直
視
し
苦
し
み
や
悩
み
と
は
無
縁
で

あ
る
。
そ
の
人
を
「
覚
め
て
い
る
人
」
覚
者
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ブ
ッ
ダ
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
れ

ば
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
と
は
仏
陀
に
な
る
た
め
の
修
行
で
あ
る
。
こ
の
修
行
を
続
け
て
行
け
ば
我
と
い
う
も
の
が
実
は
二
次

情
報
に
過
ぎ
ず
実
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
ず
と
腑
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
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甲
次
郎
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恒
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河
内
躬
恒

　
十
四
　
凡
河
内
躬
恒

　
十
四
　
凡
河
内
躬
恒
　

心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む  
初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花

　
こ
の
歌
を
素
直
に
、
虚
心
坦
懐
に
読
む
と
、
ど
の
や
（
よ
）
う
な
場
景
が
眼
に
浮
ぶ
で
せ
（
し
ょ
）
う
か
。
朝
ま
だ
き
、

庭
一
面
に
真
っ
白
に
霜
が
降
り
て
ゐ
（
い
）
ま
す
。
ま
だ
咲
き
残
っ
て
ゐ
（
い
）
る
白
菊
の
花
と
見
紛
ふ
（
う
）
ば
か
り
。

そ
ん
な
初
冬
の
朝
の
清
冽
な
光
景
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
眼
前
に
浮
び
上
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
で
せ
（
し
ょ
）
う
か
。

  

こ
の
歌
は
、
明
治
の
正
岡
子
規
が
徹
底
的
に
攻
撃
し
て
、「
一
文
半
文
の
ね
う
ち
も
こ
れ
無
き
駄
歌
」
と
極
付
け
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
ゐ
（
い
）
ま
す
。「
…
嘘
の
趣
向
な
り
、
初
霜
が
置
い
た
位
で
白
菊
が
見
え
な
く
な
る
気
遣
無
之
（
こ
れ
な
く
）

候
。
趣
向
が
嘘
な
れ
ば
趣
も
糸
瓜
（
へ
ち
ま
）
も
有
之
不
申
（
こ
れ
あ
り
ま
う
さ
ず
）」
と
、
こ
て
ん
ぱ
ん
の
批
判
で
す

（『
歌
よ
み
に
與
ふ
る
書
』）。

 

正
岡
子
規
は
、
日
本
の
和
歌
の
歴
史
を
総
括
し
直
し
て
、
萬
葉
集
の
歌
を
高
く
評
価
し
、
江
戸
時
代
や
明
治
時
代
ま
で
、

和
歌
の
標
準
と
見
ら
れ
て
ゐ
（
い
）
た
古
今
集
以
降
新
古
今
集
に
至
る
歌
を
、
激
し
く
批
判
し
ま
し
た
。
こ
の
歌
の
批
判

も
、
そ
の
一
つ
の
例
で
す
。

　
子
規
に
は
、
新
生
日
本
の
詩
歌
を
建
設
す
る
気
負
ひ
（
い
）
の
や
（
よ
）
う
な
も
の
が
、
あ
っ
た
に
違
ひ
（
い
）
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
自
然
主
義
や
写
実
主
義
に
惹
か
れ
た
の
で
せ
（
し
ょ
）
う
。
子
規
の
写
生
重

視
は
、
そ
の
観
点
か
ら
の
問
題
提
起
だ
っ
た
と
思
は
（
わ
）
れ
ま
す
。

  

藤
原
定
家
を
評
価
し
な
い
子
規
に
と
っ
て
、
百
人
一
首
の
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
が
感
心
し
な
い
歌
だ
っ
た
で
せ
（
し
ょ
）
う
。

し
か
し
私
は
、
子
規
の
壮
烈
な
意
気
に
感
心
し
、
子
規
と
同
じ
く
萬
葉
集
の
歌
を
愛
誦
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
日
本
の
和

歌
の
黄
金
時
代
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
掛
け
て
の
、
八
代
集
の
時
代
で
あ
る
と
の
考
へ
（
え
）
が
換
へ
（
え
）
ら

れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
私
に
と
っ
て
、
こ
の
凡
河
内
躬
恒
の
歌
は
名
歌
で
、「
駄
歌
」
で
は
な
い
。
霜
と
白
菊
の
花
を
取
違

へ
（
え
）
る
趣
向
に
は
、
作
者
の
天
真
爛
漫
な
遊
び
心
と
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
魅
力
を
感
じ
ま
す
。

 

凡
河
内
躬
恒
は
、
古
今
集
が
撰
せ
ら
れ
た
醍
醐
天
皇
の
時
代
に
生
き
、
天
皇
に
も
仕
へ
（
え
）
た
下
級
の
官
人
だ
っ
た
ら

し
い
。
和
歌
の
才
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
ゐ
（
い
）
た
や
（
よ
）
う
で
す
。
あ
る
と
き
天
皇
が
御
階
（
み
は
し
）
の
下
に

躬
恒
を
召
し
て
、「
月
の
こ
と
を
弓
張
と
言
ふ
（
う
）
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
歌
で
答
へ
（
え
）
よ
」
と
命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。

す
る
と
躬
恒
は
直
ち
に
、

照
る
月
を
弓
張
と
し
も
い
ふ
こ
と
は
山
べ
を
さ
し
て
入
れ
ば
な
り
け
り

と
お
答
へ
（
え
）
し
ま
す
。「
入
る
」
と
「
射
る
」
を
掛
け
た
お
答
へ
（
え
）
で
す
。

  

天
皇
は
い
た
く
お
喜
び
に
な
り
、
白
い
、
大
袿
（
う
ち
ぎ
）
と
い
ふ
（
う
）
衣
を
御
下
賜
に
な
り
ま
す
。
こ
の
衣
を
賜
っ

た
と
き
は
、
必
ず
肩
に
掛
け
て
、
退
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
し
た
。
躬
恒
は
退
出
し
な
が
ら
詠
ひ
（
い
）
ま
す
。

  

白
雲
の
こ
の
か
た
に
し
も
降
り
ぬ
る
は
天
つ
風
こ
そ
吹
き
て
來
ぬ
ら
し

  

「
か
た
」
は
肩
と
方
と
の
掛
け
言
葉
で
す
。
当
意
即
妙
の
歌
の
才
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
躬
恒
と
い
ふ
（
う
）
人
の
、
無

邪
気
で
、
可
愛
ら
し
い
人
柄
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　
こ
の
頃
に
は
、
和
歌
を
介
し
さ
へ
（
え
）
す
れ
ば
、
天
皇
と
下
級
の
官
人
の
間
で
も
、
こ
の
や
（
よ
）
う
な
、
微
笑
ま

し
い
君
臣
の
睦
み
合
ひ
（
い
）
が
あ
っ
た
の
で
せ
（
し
ょ
）
う
。

                                                                                 

加
藤
淳
平
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き
み

や
ち
よ

い
の

君
が
八
千
代
を
ま
づ
祈
る
か
な

君
が
八
千
代
を
ま
づ
祈
る
か
な

君
が
八
千
代
を
ま
づ
祈
る
か
な

君
が
八
千
代
を
ま
づ
祈
る
か
な

君
が
八
千
代
を
ま
づ
祈
る
か
な     

―――――     

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む
（
十
一
）

（
十
一
）

（
十
一
）

（
十
一
）

（
十
一
）
―――――
（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
）

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
）

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
）

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
）

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
）

そ
ら

あ
ふ

き
み

や
ち
よ

い
の

ふ
ぢ
は
ら
のさ
だ
い
へ

 

く
も
り
な
き
み
ど
り
の
空
を
仰
ぎ
て
も
君
が
八
千
代
を
ま
づ
祈
る
か
な      

藤
原
定
家

雲
一
つ
な
い
青
空
を
仰
ぎ
見
る
に
つ
け
て
も
、
我
が
君
（
順
徳
天
皇
）
の
幾
久
し
い
御
榮
え
を
眞
つ
先
に
御
祈
り
申

上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

み
か
ど

　
上
の
句
の
「
み
ど
り
」
は
緑
か
ら
青
ま
で
の
色
を
指
し
ま
す
。「
君
が
八
千
代
」
の
君
は
當
然
の
こ
と
な
が
ら
帝
を
指

し
ふ
ゐ

ぐ

さ
う

け

し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
詠
者
藤
原
定
家
の
自
撰
私
家
集
「
拾
遺
愚
草
」
の
中
で
、「
内
大
臣
家
百
首
」
に
收
録
さ
れ

く
で
う

み
ち
い
へ

て
ゐ
ま
す
。
順
徳
天
皇
の
御
世
建
保
三
年(
一
二
一
五)

、
内
大
臣
の
九
條
道
家
が
歌
人
一
人
百
首
づ
つ
の
歌
を
募
集
、

い
は
ひう
た

慈
圓
、
家
隆
な
ど
も
應
募
し
て
ゐ
ま
す
。
定
家
は
此
の
中
で
五
首
の
祝
歌
を
入
れ
、
そ
の
第
一
「
天
」
と
し
て
掲
出
の

こ
の
歌
で
眞
つ
先
に
帝
の
御
榮
え
を
祈
念
し
て
ゐ
ま
す
。

定
家
は
新
古
今
、
新
敕
撰
の
二
つ
の
敕
撰
和
歌
集
の
、
ま
た
小
倉
百
人
一
首
の
撰
者
と
し
て
、
近
代
秀
歌
、
毎
月
抄
な

ど
の
歌
論
の
書
を
著
し
、
當
代
一
流
の
歌
人
で
あ
る
と
共
に
、
源
氏
物
語
を
始
め
多
く
の
古
典
の
寫
本
の
校
定
を
行
ふ
な

ど
數
多
く
の
文
化
的
な
業
績
を
上
げ
ま
し
た
。

ま

し
か
し
そ
れ
ら
に
も
益
し
て
重
要
な
功
績
は
、「
假
名
遣
」
と
い
ふ
概
念
を
初
め
て
確
立
し
、
そ
の
表
記
を
「
定
家
假
名

遣
」
と
し
て
實
現
し
た
こ
と
で
す
。
定
家
の
時
代
の
百
年
く
ら
ゐ
前
か
ら
、
國
語
の
音
韻
變
化
が
起
り
、
そ
れ
ま
で
の
「
か

は
」（
川
）
が
「
か
わ
」
に
、「
こ
ひ
」（
戀
）
が
「
こ
ゐ
」
に
等
と
な
り
ま
し
た
（
謂
は
ゆ
る
ハ
行
轉
呼
）。
實
際
の
發
聲

は
例
外
無
く
變
化
し
ま
し
た
が
、
書
く
方
は
誰
も
關
心
を
も
た
ず
、「
か
は
」
と
「
か
わ
」
と
が
雜
然
と
共
存
す
る
状
況
で

い
に
し
へ

し
た
。
定
家
は
こ
れ
を
異
常
と
氣
附
き
、
川
は
「
か
は
」、
戀
は
「
こ
ひ
」
と
音
に
依
存
せ
ず
、
古
の
表
記
を
守
る
べ
き
こ

と
を
主
張
し
た
の
で
す
。

こ
の
考
へ
方
は
特
に
和
歌
の
世
界
を
中
心
と
し
て
明
治
時
代
ま
で
、
約
七
百
年
間
受
繼
が
れ
て
來
ま
し
た
。
但
し
そ
の

理
論
構
成
と
實
例
の
中
に
は
不
足
の
面
も
あ
り
、
五
百
年
後
の
契
沖
に
よ
る
全
面
的
改
訂
に
よ
り
、
今
日
の
歴
史
的
假
名

遣
と
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
ほ
、
定
家
が
鎌
倉
初
期
に
於
て
書
き
言
葉
の
獨
立
を
主
張
、
實
現
し
た
功
績
は
些
か

げ
く
わ
ん
し
ふ

も
減
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
定
家
は
そ
の
著
「
下
官
集
」
に
書
い
て
ゐ
ま
す
。

ひ
が
ご
と

ま

只
愚
意
分
別
之
極
み
た
る
僻
事
也
。
親
疎
老
少
一
人
も
同
心
之
人
無
き
。
最
も
所
謂
道
理
な
り
。
況
し
て
亦
當
世
之
人

書
く
所
之
文
字
の
狼
藉
、
古
人
之
用
ゐ
來
る
所
を
過
ぐ
。
心
中
に
之
を
恨
と
す
。

ま

こ
の
假
名
遣
は
私
個
人
の
愚
考
で
あ
り
、
誰
も
贊
成
す
る
人
は
ゐ
な
い
の
も
道
理
で
あ
る
。
況
し
て
こ
の
頃
の
人
の

文
字
の
使
ひ
方
は
古
人
の
其
れ
で
は
な
く
、
濫
れ
て
ゐ
る
。
之
を
心
か
ら
遺
憾
に
思
ふ
も
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
又
、
上
述
の
事
は
先
師
の
説
で
は
な
く
、
只
自
分
の
意
見
で
あ
り
、
古
い
寫
本
を
見
て
辨
つ
た
の
で
あ
る
と
書

い
て
ゐ
ま
す
。
自
ら
考
へ
、
自
ら
實
行
す
る
定
家
の
不
屈
の
精
神
は
今
日
も
な
ほ
求
め
ら
れ
ま
せ
う
。

そ
の
定
家
が
順
徳
天
皇
に
捧
げ
た
こ
の
祝
歌
を
讀
み
返
し
て
み
ま
す
と
、「
く
も
り
な
き
み
ど
り
の
空
を
あ
ふ
ぎ
て
も
」

と
素
直
な
詠
み
ぶ
り
の
中
に
、
何
と
も
清
々
し
く
、
充
實
感
の
あ
る
氣
分
が
傳
は
つ
て
來
ま
す
。
さ
う
し
て
下
の
句
「
君

す
め
ら
み
く
に

が
八
千
代
を
ま
づ
祈
る
か
な
」
と
併
せ
て
、
天
皇
と
共
に
あ
る
皇
御
國
に
生
ま
れ
合
は
せ
た
悦
び
を
歌
つ
て
ゐ
る
こ
と
に

う
し
む
て
い

え
う
え
む

氣
附
き
ま
す
。
有
心
體
、
妖
艷
な
ど
高
度
の
技
を
驅
使
し
た
多
く
の
名
歌
を
詠
ん
だ
定
家
の
、
何
の
技
巧
も
加
へ
ず
に
詠

ん
だ
こ
の
歌
は
、
和
歌
の
本
質
と
同
時
に
愛
國
の
眞
の
意
味
を
考
へ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
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文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲
「
螢
の
光
」

「
螢
の
光
」

「
螢
の
光
」

「
螢
の
光
」

「
螢
の
光
」（
明
治
小
學
唱
歌
集
）

（
明
治
小
學
唱
歌
集
）

（
明
治
小
學
唱
歌
集
）

（
明
治
小
學
唱
歌
集
）

（
明
治
小
學
唱
歌
集
）

　民
族
に
は
ど
う
も
固
有
の
音
階
が
あ
る
や
う
で
、
明
治
以
降
西
洋
音
樂
を
中
心
に
教
育
が
な
さ
れ
て
き
て
も
、
日
本
人
に

な
じ
め
る
の
は
〈
ド
・
レ
・
ミ
・
フ
ァ
・
ソ
・
ラ
・
シ
〉
の
七
音
階
で
は
な
く
、
五
音
階
、
特
に
〈
１
ド
・
２
レ
・
３
ミ
・

５
ソ
・
６
ラ
〉
か
ら
な
る
、
い
は
ゆ
る
ヨ
ナ
（
四
七
）
拔
き
音
階
が
好
ま
れ
る
や
う
で
す
。
こ
の
五
音
階
は
、
し
か
し
世

界
に
一
つ
の
流
れ
の
や
う
に
な
つ
て
存
在
し
、
北
歐
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、ア
メ
リ
カ
の
民
族
音
樂
に
み
ら
れ
ま
す
。
明

治
の
初
期
に
幾
つ
も
作
ら
れ
た
い
は
ゆ
る
飜
譯
唱
歌
に
、
多
く
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謠
が
取
入
れ
ら
た
の
は
、
日
本
人

に
は
馴
染
み
易
い
音
階
だ
つ
た
か
ら
で
す
。「
故
郷
の
空
」「
う
つ
く
し
き
」
が
さ
う
で
す
が
、「
螢
の
光
」
も
そ
の
一
つ
で

す
。民

謠
にA

u
ld L

an
g S

yn
e

と
い
ふ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
愛
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
詞
が
つ
け
ら
れ
て
か
ら
こ
の
曲

は
、
歐
州
や
ア
メ
リ
カ
で
も
大
晦
日
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
に
使
は
れ
、
讚
美
歌
に
も
な
つ
た
り
し
て
廣
く
歌
は
れ
ま
し
た

が
、
ア
ジ
ア
で
も
卒
業
式
や
葬
儀
な
ど
で
よ
く
使
は
れ
ま
す
。
韓
國
で
は
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
が
一
頃
ま
で
は
愛
國
歌
と
し
て

國
歌
に
な
つ
て
ゐ
た
さ
う
で
す
。

　

ち
か
い

小
學
唱
歌
集
に
は
名
前
が
出
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
作
詩
は
東
京
師
範
學
校
の
教
師
だ
つ
た
稻
垣
千
穎
で
す
。
作
文
や
漢
文
の

讀
本
、
修
身
書
ま
で
書
い
て
ゐ
る
稻
垣
は
、
音
樂
取
調
掛
員
に
な
つ
て
、
幾
つ
も
の
唱
歌
の
歌
詞
を
書
い
て
ゐ
ま
す
。
一

番
と
二
番
は
雅
で
あ
る
べ
き
歌
と
い
ふ
方
針
に
沿
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
歌
は
れ
る
こ
と
の
な
い
三
番
と
四

番
で
は
、
日
本
固
有
の
國
土
の
果
に
ゐ
て
も
眞
心
を
盡
く
せ
と
い
ふ
あ
た
り
、
當
時
の
教
育
方
針
に
沿
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ

べ
き
で
せ
う
。

ふ
み

あ

一
　
螢
の
光
、
窓
の
雪
、
書
讀
む
月
日
、
重
ね
つ
ゝ
、
何
時
し
か
年
も
、
す
ぎ
の
戸
を
、
開
け
て
ぞ
今
朝
は
、
別
れ
行
く
。

＊
螢
の
光
、

＊
螢
の
光
、

＊
螢
の
光
、

＊
螢
の
光
、

＊
螢
の
光
、
窓
の
雪

窓
の
雪

窓
の
雪

窓
の
雪

窓
の
雪
　
貧
乏
故
、
螢
の
光
や
雪
に
反
射
す
る
光
で
勉
強
し
た
と
い
ふ
中
國
の
故
事
。

＊
年
も
す
ぎ
の
戸

＊
年
も
す
ぎ
の
戸

＊
年
も
す
ぎ
の
戸

＊
年
も
す
ぎ
の
戸

＊
年
も
す
ぎ
の
戸
　「
す
ぎ
」
が
「
過
ぎ
る
」
と
「
杉
」
と
に
掛
つ
て
ゐ
ま
す
。

か
た
み

ち
よ
ろ
づ

さ
き

ば
か
り

二
　
止
ま
る
も
行
く
も
、
限
り
と
て
、
互
に
思
ふ
、
千
萬
の
、
心
の
端
を
、
一
言
に
、
幸
く
と
許
り
、
歌
ふ
な
り
。

＊
互
に

＊
互
に

＊
互
に

＊
互
に

＊
互
に
　「
か
た
み
に
」
お
互
ひ
に
、
交
は
る
交
は
る
、
と
い
ふ
意
味
の
古
語

＊
幸
く

＊
幸
く

＊
幸
く

＊
幸
く

＊
幸
く
　
仕
合
せ
に
、
つ
つ
が
な
く
、
の
古
語

つ
く
し

む
つ

へ
だ

つ

三
　
筑
紫
の
極
み
、
陸
の
奥
、
海
山
遠
く
、
隔
つ
と
も
、
そ
の
眞
心
は
、
隔
て
無
く
、
一
つ
に
盡
く
せ
、
國
の
爲
。

や

し
ま

い
さ
を

あ

せ

つ
つ
が

四
　
千
島
の
奥
も
、
沖
繩
も
、
八
洲
の
内
の
、
護
り
な
り
、
至
ら
ん
國
に
、
勳
し
く
、
努
め
よ�

我
が
背
、
恙
無
く
。
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係
り
結
び

係
り
結
び

係
り
結
び

係
り
結
び

係
り
結
び

　「
係
り
の
助
詞
」
と
い
ふ
の
は
、「
ぞ
・
な
む
・
か
・
や
・
こ
そ
」
と
憶
え
て
ゐ
る
人
が
大
部
分
で
す
。

　
し
か
し
、
高
校
の
と
き
、「
は
・
も
・
ぞ
・
な
む
・
か
・
や
・
こ
そ
」
と
習
つ
た
記
憶
の
あ
る
方
も
い
ら
つ
し
や
る
の
で

は
な
い
で
せ
う
か
。

　「
は
・
も
」
と
は
何
の
こ
と
で
せ
う
。

　「
は
・
も
」
も
「
係
り
の
助
詞
」
な
の
で
す
が
、「
終
止
形
で
結
ぶ
」
の
で
す
。

　
終
止
形
で
結
ぶ
の
は
文
と
し
て
當
り
前
の
こ
と
な
の
で
、「
係
り
結
び
」
を
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
ふ
誤
解
が

生
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
で
は
、
國
語
敎
師
も
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、「
は
・
も
」
が
係
り
の
助
詞
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
を

理
解
し
な
く
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

　「
は
・
も
」
が
「
係
り
の
助
詞
」
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
は
、
漣
用
中
止
形
で
終
る
べ
き
と
こ
ろ
も
終
止
形
に
な
る
、
と
い

ふ
意
味
な
の
で
す
。

　「
酒
を
飲
み
、
女
を
買
ふ
」
と
言
ひ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、「
を
」
を
「
は
」
に
變
へ
る
と
、「
酒
は
飲
み
、
女
は
買
ふ
」
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　「
酒
は
飲
む
、
女
は
買
ふ
」
と
な
る
の
で
す
。

　「
も
」
も
同
斷
で
、「
酒
も
飲
む
、
女
も
買
ふ
」
に
な
り
ま
す
。

　「
飲
み
」
と
漣
用
中
止
法
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、「
飲
む
」
と
終
止
形
に
す
る
の
で
、「
は
・
も
」
は
「
終
止
形
で
結
ぶ

係
り
の
助
詞
」
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　「
も
」
は
と
も
か
く
、「
は
」
の
方
は
終
止
形
で
結
ぶ
理
由
が
推
測
で
き
ま
す
。

　「
は
」
は
主
題
提
起
の
助
詞
で
す
。「
酒
は
」
と
言
ひ
出
し
た
ら
、「
他
の
も
の
は
と
も
か
く
、
酒
に
關
し
て
は
」
と
い
ふ

限
定
を
行
つ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
英
語
のas for

ま
た
はw

h
en

 it com
es to

で
す
。

　「
酒
」
に
限
定
し
た
の
に
、「
酒
は
飲
み
」
と
漣
用
中
止
法
を
使
つ
て
「
留
保
」
し
、
同
じ
文
の
中
で
、
さ
ら
に
「
女
」
の

話
を
始
め
た
ら
、
限
定
し
た
意
味
が
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
そ
こ
で
、「
酒
は
飲
む
」
と
終
止
形
に
し
て
一
旦
話
を
終
へ
、
改
め
て
、「
今
度
は
女
に
關
し
て
言
へ
ば
」
と
別
の
話
に

持
つ
て
行
く
の
で
す
。

　
漣
用
形
で
、
話
を
「
留
保
」
す
る
の
で
な
く
、
終
止
形
で
「
終
了
」
し
て
、
別
の
話
を
始
め
る
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、「
は
」
は
終
止
形
と
結
び
附
く
や
う
に
な
つ
た
と
私
は
想
像
し
て
ゐ
ま
す
。

さ
ら

　
も
つ
と
も
、「
男
は
殺
し
、
女
は
攫
ふ
」
な
ど
と
い
ふ
と
き
は
、
漣
用
中
止
法
を
使
ひ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
、
男
と
女

に
對
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
ふ
こ
と
を
す
る
と
い
ふ
意
味
で
す
。「
飲
む
」
と
「
買
ふ
」
は
、
む
し
ろ
並
列
的
で
す
が
、「
殺

す
」
と
「
攫
ふ
」
は
對
立
的
で
あ
り
、「
殺
す
の
で
は
な
く
攫
ふ
」
と
い
ふ
、
代
替
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
す

か
ら
、
同
斷
に
論
じ
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
せ
う
。

　
そ
の
意
味
で
、「
は
」
が
あ
つ
て
も
、
必
ず
し
も
係
り
結
び
を
生
じ
ま
せ
ん
の
で
、
他
の
係
り
の
助
詞
と
は
少
し
樣
子
が

違
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
せ
う
。

　
い
づ
れ
に
せ
よ
、「
は
・
も
」
が
係
り
の
助
詞
で
あ
る
こ
と
を
、
高
校
生
に
し
つ
か
り
敎
へ
て
欲
し
い
と
思
ひ
ま
す
。
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ま
さ

あ

な
ん

高
校
生
に
、「
田
園
將
に
蕪
れ
な
ん
と
す
。
盍
ぞ
歸
ら
ざ
る
」
を
示
し
て
、「
な
ん
で
『
歸
ら
ず
』
で
な
く
て
『
歸
ら
ざ
る
』

に
な
つ
て
ゐ
る
ん
だ
」
と
訊
き
ま
す
と
、「
解
ら
な
い
」
と
言
ひ
ま
す
。

　「
前
に
『
ぞ
』
が
あ
る
か
ら
、
係
り
結
び
に
な
つ
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
い
か
」
と
敎
へ
て
や
る
と
、
び
つ
く
り
し
て
、「
え
ッ
。

漢
文
に
も
係
り
結
び
が
あ
る
ん
で
す
か
」。

　
こ
ち
ら
の
方
が
び
つ
く
り
し
て
し
ま
つ
て
、「
漢
文
だ
つ
て
、
文
語
文
法
で
訓
讀
す
る
ん
だ
か
ら
、
係
り
結
び
が
あ
る
に

決
つ
て
ゐ
る
ぢ
や
な
い
か
」
と
言
ふ
と
、「
古
文
と
漢
文
と
同
じ
な
ん
で
す
か
」
と
言
ふ
始
末
で
す
。

　
そ
も
そ
も
言
語
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
ゐ
な
い
の
で
す
。

　
高
校
敎
師
の
中
に
も
、
こ
の
「
盍
ぞ
歸
ら
ざ
る
」
を
、「『
係
り
結
び
』
で
は
な
く
、『
疑
問
詞
』
が
前
に
あ
る
か
ら
漣
體

形
に
な
る
」
と
敎
へ
る
人
が
ゐ
る
さ
う
で
す
。
む
し
ろ
そ
の
方
が
多
い
と
も
聞
い
て
ゐ
ま
す
。（
も
つ
と
も
前
述
の
生
徒
は

そ
れ
に
も
氣
附
か
な
か
つ
た
の
で
す
が
）

　
漢
文
の
場
合
、
疑
問
文
以
外
に
は
、
係
り
結
び
が
出
て
來
る
こ
と
は
餘
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
係
り
結
び
で
は
な

く
、
疑
問
の
場
合
の
特
殊
な
漣
體
形
で
あ
る
と
敎
へ
た
く
な
る
氣
持
も
解
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
古
文
・
漢
文
に
通
じ
る
、
文
語
と
し
て
の
整
合
性
が
な
く
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。

　
漢
文
調
の
疑
問
文
の
場
合
、
前
に
係
り
の
助
詞
が
な
く
て
も
、
漣
體
形
で
結
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

い
か

　
文
語
聖
書
で
有
名
な
「
如
何
で
か
か
る
こ
と
ど
も
の
あ
り
う
べ
き
」
な
ど
が
そ
の
例
で
す
が
、
こ
の
「
い
か
で
」
は
「
い

か
で
か
」
の
「
か
」
が
省
略
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

　「
如
何
で
か
か
か
る
こ
と
ど
も
の
あ
り
う
べ
き
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、「
い
か
で
」
だ
け
で
疑
問
詞
だ
と
理
解
さ
れ
る

や
う
に
な
つ
た
た
め
に
、
最
初
の
「
か
」
が
省
略
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
隠
れ
て
ゐ
る
係
り
の
助
詞
「
か
」
と
呼
應
し
て
、

文
末
は
終
止
形
の
「
べ
し
」
で
は
な
く
、
漣
體
形
の
「
べ
き
」
で
結
ん
だ
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
前
に
係
り
の
助
詞
が
な
い
の
に
、
漣
體
形
で
結
ん
で
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
言
つ
て
、「
係
り
結
び
で
は

な
い
」
と
い
ふ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
漢
文
に
も
係
り
結
び
は
あ
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
友



メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
五
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
五
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
五
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
五
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
十
五
号

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

し
つ
か
い

猛
暑
の
日
本
悉
皆
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
、
夜
を
以
て
日
に
継
ぎ
、
テ
レ
ビ
に
吸
着
せ
ら
れ
た
る
者
少
な

か
ら
ず
。

柔
道
女
子
五
十
七
キ
ロ
級
に
於
て
、
初
の
金
メ
ダ
ル
の
栄
光
に
輝
き
た
る
松
本
選
手
の
粒
粒
辛
苦
を
思
ひ
て
、
感
に
堪

へ
ず
。
柔
道
観
戦
し
て
懸
念
し
た
る
の
こ
と
あ
り
。
す
な
は
ち
、
我
国
の
純
国
技
、
す
で
に
世
の
常
の
ス
ポ
ー
ツ
に
堕
し

た
り
と
の
思
ひ
な
り
。

日
本
の
武
道
、
英
語
に
て
い
ふ
の
い
は
ゆ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ー
ツ
に
し
て
、
精
神
性
も
重
要
な
る
一
部
た
る
べ
き
な

る
に
、
外
国
人
の
選
手
は
、
か
く
あ
る
べ
し
と
の
教
育
を
受
け
た
り
や
否
や
の
疑
ひ
を
免
れ
ず
。
胴
衣
の
著
し
く
乱
る
る

等
、
見
苦
し
き
場
面
も
多
々
あ
り
き
。
と
に
も
か
く
に
も
、
武
道
は
精
神
修
養
が
肝
要
な
り
と
初
心
に
立
ち
返
る
の
要
あ

ら
ず
や
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
懐
か
し
き
記
憶
あ
り
。
一
九
九
八
年
長
野
に
て
開
催
せ
ら
れ
し
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
金
メ
ダ
ル

ラ
ッ
シ
ュ
と
な
り
ぬ
。
桂
冠
を
受
け
た
る
選
手
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
傳
へ
ん
が
た
め
に
通
譯
、
本
朝
は
言
は
ず
も
が
な
、
万

邦
よ
り
選
抜
せ
ら
れ
て
長
野
に
集
結
す
る
あ
り
。毎
日
い
づ
れ
の
国
よ
り
優
勝
者
の
出
づ
る
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、

当
該
国
の
言
語
の
通
訳
者
を
現
地
に
送
る
。
こ
れ
が
運
営
に
当
た
る
、
す
な
は
ち
我
が
所
属
す
る
部
署
の
責
務
に
て
あ
り

き
。ス

キ
ー
・
女
子
モ
ー
グ
ル
競
技
に
お
い
て
里
谷
多
英
選
手
優
勝
せ
ん
と
は
、
誰
か
能
く
予
測
せ
し
所
な
ら
ん
や
。
日
英

の
Ａ
ク
ラ
ス
同
時
通
訳
者
会
場
に
を
ら
ず
、
後
日
に
紛
糾
の
種
を
残
し
た
り
き
。
そ
の
と
き
よ
り
此
の
方
、
シ
ュ
ミ
レ
ー

シ
ョ
ン
ほ
ど
憂
き
も
の
は
な
し
と
ぞ
覚
ゆ
。

毎
朝
七
時
よ
り
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
と
長
野
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｎ
Ａ
Ｏ
Ｃ
）
と
の
合
同

会
議
開
催
せ
ら
れ
ぬ
。
天
候
不
良
な
ら
ん
に
は
大
回
転
は
順
延
す
べ
し
な
ど
、
各
競
技
の
仔
細
に
及
ぶ
談
判
を
行
ひ
た
り

き
。
会
長
サ
マ
ラ
ン
チ
氏
自
ら
議
長
を
務
む
る
こ
の
会
議
の
議
事
要
約
を
日
本
語
に
訳
し
、
長
野
側
の
担
当
者
に
交
付
す

る
の
職
責
、
我
が
双
肩
に
担
ふ
所
と
な
る
。
会
議
は
英
語
を
用
ゐ
る
と
い
へ
ど
も
、
世
界
各
国
の
訛
り
混
在
し
、
且
つ
は

耳
慣
れ
ぬ
専
門
用
語
頻
出
す
る
を
以
て
、
聞
く
に
も
訳
す
る
に
も
一
方
な
ら
ぬ
難
渋
の
こ
と
あ
り
き
。
会
議
は
八
時
三
十

い
と
ま

分
に
終
了
せ
る
に
、
そ
の
議
事
録
を
十
時
ま
で
に
提
出
せ
よ
と
の
無
理
難
題
。
眠
る
暇
も
な
く
酷
使
せ
ら
れ
た
り
。

豈
に
図
ら
ん
や
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
は
、
人
を
し
て
か
く
も
熱
狂
せ
し
む
る
ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ベ
ン
ト
な
る
と
見
て
、
疲

労
た
ち
ま
ち
癒
え
た
り
。
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