
｢
道
｣

と
し
て
の
連
歌

-
-
-
心
敬
の
連
歌
論

-

筒

井

佐
和
子

心敬

(
一
四
〇
六
～
一
四
七
一
)

の
連
歌
論
は
､
和
歌
と
連
歌
と
を
同
等
の
も
の
と
し
て
扱
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
｡

和
歌
と
連
歌
と
は
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
い
ス
ノ
こ
と
が
彼
の
連
歌
論
の
出
発
点
で
あ
っ
た
､
と
し
て
も
､
お
そ
ら
く
過
言
で
は
あ
る

ま
い
｡
南
北
朝
初
期
頃
か
ら
和
歌
と
連
歌
は
別
物
で
あ
る
と
の
考
え
が
あ
り
､
『
さ
～
め
ご
と
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
､
歌
を
詠
む
と

連
歌
が
損
わ
れ
る
と
し
て
和
歌
を
嫌
う
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
､
心
敬
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
対
し
て
明
確
に
異
を
唱
え
て
い

る
｡
｢

(
注
･
連
歌
は
)
元
よ
り
､
問
答
鰹
の
歌
を
く
さ
り
て
､
百
韻
五
十
韻
と
な
し
侍
る
物
｣
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
｢

(
注
･

和
歌
と
連
歌
は
)
霹
ば
か
り
も
隔
て
な
き
道
な
る
べ
し
｣
と
し
､
さ
ら
に
､
｢
歌
の
心
を
う
か
ゞ
ひ
知
ら
ぬ
人
の
､
二
つ
の
道
に
思
ひ

分
け
た
る
よ
り
､
連
歌
の
眼
は
失
せ
｣
た
と
し
て
､
む
し
ろ
両
者
を
分
け
て
考
え
る
人
の
心
の
浅
さ
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
(
『
さ

ゝ
め
ご
と
』
9

三
三
主
四
｢
√
そ
こ
に
は
す
で
に
高
い
精
神
性
を
獲
得
し
て
い
た
和
歌
に
名
実
共
に
比
肩
す
る
｢
道
｣
と
し

て
連
歌
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
が
､
そ
の
背
景
に
は
､
連
歌
に
も
和
歌
と
同
様
の
高
い
精
神
世
界
が
あ
る
と
い
う
明

確
な
自
覚
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
現
在
､
心
敬
の
連
歌
論
は
､
中
世
蛮
通
論
の
最
高
峰
を
な
す
も
の
と
さ
え
評
価
さ
れ
て
い

亘

る
が
､
そ
の
理
由
が
彼
が
連
歌
を
論
じ
な
が
ら
人
間
の
心
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
深
く
問
題
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
考
え
､

言

彼
の
追
求
し
た
心
の
世
界
に
焦
点
を
当
て
て
､
草
案
本
系
『
さ
～
め
ご
と
』
を
中
心
に
そ
の
論
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
｡



一

心の

｢
艶
｣

『
さ
ゝ
め
ご
と
』
の
章
段
の
多
く
は
問
答
形
式
を
と
り
､
.
｢
古
人
｣
あ
る
い
は
｢
先
達
｣
等
の
言
葉
に
従
っ
て
彼
の
論
を
展
開
し

て
い
る
｡
そ
の
中
に
､
修
行
に
際
し
て
幽
玄
鰹
を
特
に
心
に
と
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
部
分
が
あ

る｡

い
づ
れ
の
句
に
も
わ
た
る
べ
き
姿
な
り
｡
い
か
に
も
修
行
最
用
な
る
べ
し
｡
さ
れ
ど
も
､
昔
の
人
の
幽
玄
鰹
と
心
得
た
る
と
､

大
や
う
の
と
も
が
ら
の
思
へ
る
と
､
造
か
に
変
は
り
た
る
や
う
に
見
え
侍
る
と
な
む
｡
古
人
の
幽
玄
鰹
と
取
り
お
け
る
は
､
心

を
最
用
と
せ
し
に
や
｡
大
や
う
の
人
の
心
得
た
る
は
､
姿
の
優
ば
み
た
る
也
｡
心
の
艶
な
る
に
は
入
り
が
た
き
道
な
り
｡
(
7

一
二
六
)

心
敬
は
こ
こ
で
確
か
に
幽
玄
鰹
の
重
要
さ
を
認
め
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
幽
玄
鰹
は
ど
の
句
に
も
す
べ
て
大
切
な
姿
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
と
い
う
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
の
心
敬
は
､
あ
ら
ゆ
る
風
体
の
内
で
最
も
重
要
な
も
の
は
幽
玄
鰹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
力
点
を

置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
続
く
記
述
は
､
幽
玄
鰹
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
立
ち
戻
っ
た
も
の
に
な
る
｡
幽

玄
鰹
と
は
､
姿
が
優
美
な
感
じ
が
す
る
も
の
で
は
な
く
､
心
を
最
も
尊
重
し
た
も
の
で
あ
り
､
さ
ら
に
､
幽
玄
鰹
を
｢
姿
の
優
ば
み

た
る
｣
も
の
と
捉
え
て
い
れ
ば
｢
心
の
艶
な
る
に
は
入
り
が
た
｣
い
､
と
い
う
｡
と
す
れ
ば
､
こ
の
章
段
は
､
修
行
に
際
し
て
最
も

心
を
か
け
る
べ
き
は
､
作
品
の
｢
姿
｣
が
｢
優
ば
み
た
る
｣
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
､
そ
の
作
品
を
詠
み
出
す

作
者
の
｢
心
｣
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
､
向
か
う
べ
き
方
向
が
｢
心
の
艶
な
る
｣
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
な
る
｡

実
際
､
最
も
重
要
で
あ
る
風
体
､
あ
る
い
は
最
も
優
れ
て
い
る
風
体
は
ど
れ
か
､
と
い
っ
た
類
の
問
題
は
､
心
敬
に
と
っ
て
そ
れ

ほ
ど
重
大
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
『
さ
～
め
ご
と
』
の
下
巻
(
5
〇

一
八
八
)
に
は
､
｢
此
の
道
､
十
饅
の
内
に
も
い
づ
れ一
〓
二



一
一
四

7)

を
至
極
た
る
べ
き
や
｣
と
の
問
い
･
に
対
し
て
､
か
つ
て
幽
玄
鰹
･
有
心
鰹
の
二
通
･
り
の
答
え
が
出
さ
れ
た
逸
話
が
語
ら
れ
て
い
る
が
､

こ
れ
に
対
し
て
心
敬
は
自
身
の
結
論
を
与
え
て
い
な
い
｡
た
だ
､
｢
心
と
ら
け
哀
れ
深
く
､
ま
こ
と
に
胸
の
底
よ
り
出
で
た
る
我
が

歌
我
が
連
歌
の
事
な
る
べ
し
｣
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
｡
心
敬
に
と
っ
て
は
､
ど
の
風
体
が
優
れ
て
い
･
る
か
と
い
う
よ
う
な
形
式
的

三

な
議
論
は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

｢
心
の
艶
な
る
｣
と
こ
ろ
を
向
か
う
べ
き
方
向
と
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
､
心
敬
の
い
う
｢
艶
｣
は
心
の
あ
り
か
た
を
評
す
る
語

な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
姿
の
優
ば
み
た
る
｣
句
と
｢
艶
｣
と
に
同
時
に
言
及
し
て
い
る
部
分
を
も
う
一
箇
所
見
て
お
き
た
い
｡

こ
の
道
に
入
ら
む
と
も
が
ら
は
､
先
づ
艶
を
む
ね
と
修
行
す
べ
き
事
と
い
へ
り
｡
艶
と
い
へ
ば
と
て
､
ひ
と
へ
に
句
の
姿
･

言
葉
の
優
ば
み
た
る
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
｡
胸
の
う
ち
人
間
の
色
欲
も
う
す
く
､
よ
ろ
づ
に
跡
な
き
事
を
思
ひ
し
め
､
人
の
情

け
を
忘
れ
ず
､
.
其
の
人
の
恩
に
は
､
一
つ
の
命
を
も
軽
く
思
ひ
侍
ら
ん
人
の
胸
よ
り
出
で
た
る
句
な
る
べ
し
｡
(
4
1
一
七
五

1
七
六
)

こ
の
箇
所
で
は
､
ひ
と
ま
ず
｢
艶
｣
と
｢
句
の
姿
･
言
葉
の
優
ば
み
た
る
｣
こ
と
と
を
対
置
し
な
が
ら
､
後
半
で
は
､
｢
艶
｣
を

｢
句
の
姿
･
言
葉
｣
と
し
て
端
的
に
説
明
す
る
の
で
は
な
く
､
心
の
あ
り
か
た
を
通
し
て
説
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
｢
胸
の
う
ち
人
間
の
色
欲
も
う
す
く
､
よ
ろ
づ
に
跡
な
き
事
を
思
ひ
し
め
､
人
の
情
け
を
忘
れ
ず
､
其
の
人
の
恩
に
は
､

一
つ
の
命
を
も
軽
く
思
｣
う
よ
う
な
心
の
あ
り
か
た
が
｢
艶
｣
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
先
の
引
用

文
に
､
幽
玄
鰹
を
｢
姿
の
優
ば
み
た
る
｣
も
の
と
捉
え
て
い
れ
ば
｢
心
の
艶
な
る
に
は
入
り
が
た
｣
い
と
あ
る
の
と
同
様
､
こ
こ
で

も
ま
た
心
敬
は
心
の
あ
り
か
た
に
眼
を
向
け
て
お
り
､
そ
う
し
た
心
の
あ
り
か
た
が
｢
句
の
姿
･
言
葉
｣
に
先
立
っ
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
｢
党
｣
と
い
う
語
を
用
い
る
時
､
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
句
な
い
し
歌
の
｢
幽
玄
｣
や
｢
艶
｣
よ

り
も
､
表
現
す
る
主
体
の
心
の
あ
り
か
た
の
ほ
う
が
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
･
｢
幾
｣
は
､
本
来
､
事
物
の
優
雅
で
明
る
く
華
や
か
に
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
を
表
す
際
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
り
､
直



接
心
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
用
語
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
が
や
が
て
歌
論
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
､
余
情
美
の

互

(7〉

一
種
と
と
ら
え
ら
れ
た
り
､
優
美
･
優
艶
と
と
ら
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
｢
艶
｣
は
､
対
象
を
美
し

い
と
見
た
場
合
に
､
そ
の
対
象
の
相
を
表
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
､
優
美
･
妖
艶
･
優
艶
な
ど
と
い
っ
た
語
と
同
列
に
置
か
れ
る

も
の
で
あ
る
｡
心
敬
の
場
合
も
､
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
み
え
る
｢
氷
ば
か
り
艶
な
る
は
な
し
｣
と
の
言
明
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で

も
な
く
､
基
本
的
に
詠
む
べ
き
事
物
あ
る
い
は
歌
や
句
に
つ
い
て
の
評
と
し
て
用
い
ら
れ
て
■
い
る
語
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
用
例
か

℡且

ら
疑
い
得
な
い
｡

そ
れ
な
ら
ば
､
心
敬
は
何
故
｢
艶
｣
と
い
う
語
を
用
い
る
際
に
心
の
あ
り
か
た
の
は
う
を
重
要
視
す
る
の
か
｡
そ
の
点
に
つ
い
て

は
､
次
の
部
分
が
一
つ
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
｡

兼
好
法
師
が
云
ふ
､
｢
月
花
を
ば
目
に
て
の
み
見
る
物
か
は
｡
雨
の
夜
思
ひ
あ
か
し
､
散
り
し
ほ
れ
た
る
木
陰
に
来
て
､
過

ぎ
に
し
か
た
を
思
ふ
こ
そ
｣
と
書
き
侍
る
､
ま
こ
と
に
艶
ふ
か
く
覚
え
た
り
｡
(
4
3
一
七
八
)

『
徒
然
草
』
第
一
三
七
段
を
承
け
て
書
か
れ
た
こ
の
部
分
は
､
現
前
し
､
肉
眼
で
見
て
取
る
こ
と
の
で
き
る
相
だ
け
が
そ
の
事
物

の
姿
な
の
で
は
な
く
､
そ
れ
以
外
の
面
､
す
な
わ
ち
､
現
前
せ
ず
､
肉
眼
で
は
見
て
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
面
が
事
物
に
は
あ
る
と

い
う
こ
と
を
認
め
て
､
そ
の
よ
う
な
も
の
へ
と
限
を
向
け
た
兼
好
の
記
述
を
､
｢
ま
こ
と
に
艶
ふ
か
く
覚
え
た
り
｣
と
評
し
て
い
る
｡

こ
の
時
心
敬
は
､
単
に
兼
好
が
賞
賛
し
て
と
り
あ
げ
た
対
象
､
す
な
わ
ち
雲
間
に
隠
れ
た
月
や
花
の
散
り
し
お
れ
た
庭
の
木
陰
な
ど

と
い
っ
た
風
物
そ
の
も
の
を
｢
艶
｣
と
み
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
｡
む
し
ろ
､
従
来
は
さ
し
て
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
そ

の
よ
う
な
も
の
に
心
惹
か
れ
て
そ
の
美
し
さ
や
味
わ
い
を
認
め
､
そ
れ
を
記
す
こ
と
の
で
き
た
兼
好
の
心
を
こ
そ
､
｢
艶
｣
な
る
も

だ
が
､
心
敬
の
『
徒
然
草
』
の
こ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
仕
方
に
は
多
少
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
今
一
度
､
兼
好
の
原
文

に
遡
っ
て
み
た
い
｡
『
徒
然
草
』
第
一
三
七
段
よ
り

-

一
一
五



一
一
六

花
は
さ
か
り
に
､
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
､
見
る
物
か
は
｡
雨
に
向
か
ひ
て
月
を
恋
ひ
､
垂
れ
こ
め
て
春
の
行
方
も
知
ら
ぬ

も
､
猶
あ
は
れ
に
､
情
ふ
か
し
｡
咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
木
末
､
散
り
し
ほ
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
､
見
ど
こ
ろ
お
ほ
け
れ
｡
草
色

よ
ろ
づ
の
事
も
､
始
め
終
り
こ
そ
お
か
し
け
れ
｡
男
女
の
な
さ
け
も
ひ
と
へ
に
逢
ひ
見
る
を
ば
い
ふ
物
か
は
｡
(
中
略
)
浅

茅
が
宿
に
､
昔
を
し
の
ぶ
こ
そ
､
色
好
む
と
は
い
は
め
｡
(
中
略
)

す
べ
て
､
月
花
を
ば
､
さ
の
み
目
に
て
見
る
物
か
は
｡
春
は
家
に
立
ち
去
ら
で
も
､
月
の
夜
は
ね
や
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ

す)

る
こ
そ
､
い
と
た
の
も
し
う
､
お
か
し
け
れ
｡
(
後
略
)

心
敬
の
記
述
を
見
る
限
り
､
『
徒
然
草
』
の
原
文
で
対
応
す
る
部
分
は
前
半
の
こ
の
あ
た
り
ま
で
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
た
だ
､

こ
の
段
を
全
体
と
し
て
見
る
と
､
兼
好
が
､
す
べ
て
物
事
に
は
初
め
と
終
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
無
常
の
観
点
か
ら
指
摘
し
､
か
つ
､

物
事
の
盛
り
や
そ
こ
に
現
前
す
る
物
の
み
を
玩
ぶ
態
度
に
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
は
､
盛
り
よ

り
も
初
め
や
終
わ
り
､
完
全
な
も
の
よ
り
不
完
全
な
も
の
､
完
成
し
た
も
の
よ
り
も
未
完
成
の
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
と
る
､
兼
好

の
美
意
識
を
表
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
兼
好
は
､
事
物
を
前
に
し
て
､
現
前
は
し
な
い
な
が
ら
も
あ
る
視
覚
的
映
像
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
情
調
を
そ
こ
に
見
出
し
て
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
情
調
と
は
､
歌
論
用
語
で
は
｢
面
影
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
｡
心
敬
は
､
こ
の
段
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
際
に
､
兼
好
の
文
章
の
特
定
の
部
分
の
み
を
引
い
て
そ
れ
に
言
及
す
る
の

で
は
な
く
､
こ
う
し
た
兼
好
の
も
の
の
見
方
･
感
じ
万
一
般
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
､
｢
ま
こ
と
に
艶
ふ
か
く
覚
え
た
り
｣

と
す
る
の
は
､
そ
う
し
た
も
の
の
見
方
･
感
じ
方
に
対
し
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
か
ら
す
れ
ば
､
心
敬
の
い
う
｢
艶
｣
は
､
あ
る
対
象
を
と
ら
え
て
そ
れ
を
評
す
る
語
で
あ
る
と
同
時
に
､
そ
の
よ
う
な
も
の

を
｢
艶
｣
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
心
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
と
い
ぇ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
｢
艶
｣
な
る
事
物
を
見
る

こ
と
の
で
き
る
心
が
｢
艶
｣
な
る
心
な
の
で
あ
る
｡
対
象
と
な
る
事
物
が
｢
艶
｣
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
事
物
が
単
独
に
そ
れ

自
体
と
し
て
｢
艶
｣
で
あ
る
の
で
は
な
く
､
事
物
に
向
か
い
合
う
｢
艶
｣
な
る
心
に
そ
れ
が
｢
艶
｣
と
見
え
､
あ
る
い
は
､
｢
艶
｣



な
る
心
が
そ
れ
を
｢
艶
｣
と
見
る
の
で
あ
り
､
い
わ
ば
｢
艶
｣
な
る
心
に
よ
っ
て
の
み
事
物
は
｢
艶
｣
な
る
も
の
と
し
て
描
き
出
さ

れ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
｢
艶
｣
は
心
の
｢
艶
｣
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡

2

｢
心
言
葉
す
く
な
く
寒
く
や
せ
た
る
旬
｣

心
の
か
ざ
り
た
る
輩
の
句
は
､
姿
･
言
葉
は
優
し
く
と
も
､
ま
こ
と
の
耳
よ
り
は
偽
り
の
み
あ
ら
は
れ
侍
る
べ
し
｡
句
の
心

清
か
る
べ
か
ら
ず
と
な
り
｡
古
人
の
名
歌
･
自
讃
の
句
ど
も
に
､
姿
を
か
ざ
り
た
る
は
稀
に
も
見
え
ず
｡
こ
と
に
上
代
の
歌
ど

も
､
す
る
ど
な
る
を
む
ね
と
せ
し
程
に
､
く
だ
れ
る
世
の
か
ざ
.
り
た
る
限
よ
り
は
､
秀
逸
を
も
わ
き
が
た
く
や
侍
ら
ん
｡
(
4
1

一
七
六
)

こ
こ
で
は
､
｢
心
の
か
ざ
り
た
る
輩
｣
｢
姿
を
か
ざ
り
た
る
｣
｢
か
ざ
り
た
る
眼
｣
と
い
う
形
で
､
｢
か
ざ
｣
っ
た
も
の
が
重
ね

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
姿
･
言
葉
の
優
ば
み
た
る
｣
も
の
が
｢
艶
｣
で
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
､

こ
こ
で
の
心
敬
は
こ
れ
ら
が
｢
艶
｣
で
は
な
い
こ
と
を
暗
に
述
べ
て
い
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
た
だ
､
そ
の
二
万
で
､
こ

の
章
段
の
終
わ
り
に
は
､

姿
･
言
葉
を
か
ざ
ら
む
､
歌
道
の
肝
用
な
る
べ
し
｡
(
4
1
一
七
六
)

と
も
述
べ
て
お
り
､
姿
･
言
葉
に
関
す
る
限
り
､
｢
か
ざ
る
｣
こ
と
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
従
っ
て
､

心
敬
が
問
題
に
す
る
の
は
､
か
ざ
っ
た
心
の
持
ち
主
の
句
の
姿
･
言
葉
が
た
だ
表
面
的
に
か
ざ
っ
た
も
の
に
な
っ
た
り
､
ま
た
か
ざ

っ
た
限
の
持
ち
主
に
よ
っ
て
は
か
ざ
ら
れ
な
い
秀
逸
の
歌
が
そ
れ
と
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
結
局
､
心
の
側
の

か
ざ
り
が
｢
偽
り
｣
｢
清
か
る
べ
か
ら
ず
｣
な
ど
と
い
･
う
形
で
句
の
上
に
露
呈
し
た
り
､
句
の
評
価
を
誤
ら
せ
た
り
す
る
場
合
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
意
味
で
､
｢
か
ざ
る
｣
こ
と
は
｢
艶
｣
と
は
相
い
れ
な
い
あ
り
か
た
で

一
一
七



一
一
八

刊)

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

そ
の
よ
う
な
考
え
の
下
に
､
心
敬
は
､
｢
心
言
葉
す
く
な
く
寒
く
や
せ
た
る
句
｣
を
良
し
と
す
る
｡

･
心
言
葉
す
く
な
く
寒
く
や
せ
た
る
句
の
う
ち
に
､
.
秀
逸
は
あ
る
べ
し
と
い
へ
り
｡
古
人
の
自
讃
の
歌
に
ひ
き
合
は
せ
て
思
惟

す
べ
し
｡
言
葉
ふ
し
く
れ
だ
ち
つ
ま
づ
き
､
姿
ふ
と
り
あ
た
～
か
な
る
句
の
う
ち
に
は
､
あ
り
が
た
く
侍
る
ベ
L
｡
(
7
一

二
九
)

こ
の
場
合
の
｢
心
｣
は
､
一
句
の
中
に
詠
み
込
む
内
容
を
さ
し
､
｢
心
の
艶
な
る
｣
と
い
う
場
合
の
｢
心
｣
と
は
異
な
る
｡
ま
た
､

｢
心
言
葉
す
く
な
く
｣
と
は
言
っ
て
も
､
字
数
に
制
約
の
あ
る
連
歌
の
こ
と
で
あ
り
､
こ
の
｢
す
く
な
｣
さ
を
量
的
な
少
な
さ
と
み

る
こ
と
題
で
き
な
い
｡
む
し
ろ
こ
の
少
な
さ
は
､
量
よ
り
は
質
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

で
は
､
そ
の
少
な
さ
と
は
何
か
｡

心
敬
が
｢
心
言
葉
す
く
な
く
寒
く
や
せ
た
る
句
｣
と
｢
姿
ふ
と
り
あ
た
～
か
な
る
句
｣
と
を
対
比
し
た
際
に
念
頭
に
あ
っ
た
も
･
の

が
ま
ず
表
現
上
の
問
題
と
し
て
の
｢
か
ざ
ら
ぬ
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
｡
た
だ
､
心
敬
の
い
う
｢
か
ざ
ら
ぬ
｣
と

は
､
｢
姿
･
言
葉
を
か
ざ
ら
む
､
歌
道
の
肝
用
な
る
べ
し
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
､
単
純
.
に
美
辞
麗
句
を
用
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
先
の
引
用
の
後
に
は
続
い
て
｢
古
人
の
自
讃
の
歌
｣
が
二
十
一
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
に
つ

い
て
心
敬
は
､

色
ど
り
か
ざ
ら
で
心
こ
と
ば
よ
う
を
む
(
注
･
幽
遠
)
な
る
(
7

〓
三
⊥
一
)

と
評
し
て
お
り
｣

｢
色
ど
り
｣
を
｢
か
ざ
ら
ぬ
｣
こ
と
と
｢
心
こ
と
ば
｣
が
｢
幽
遠
｣
で
あ
る
こ
と
と
の
親
和
性
が
ま
ず
読
み
と
れ

る
｡
こ
れ
に
着
目
し
て
他
の
箇
所
に
手
掛
か
り
を
求
め
る
と
､

田
舎
ほ
と
り
の
人
は
､
句
の
太
み
つ
ま
づ
き
た
る
を
も
､
色
ど
り
巧
み
な
る
を
事
と
し
て
､
姿
･
言
葉
づ
か
ひ
の
幽
遠
の
句

を
ば
か
た
は
ら
に
な
し
侍
り
｡
(
英
一
七
八
)



と
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
か
ら
､
心
敬
の
｢
か
ざ
り
た
る
｣
は
｢
巧
み
な
る
｣
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
彼
の
求
め
る
句
は
簡
潔
に
し
て
か
つ
内
容
を
直
裁
に
は
表
現
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
､
一
言
で
言
え
ば
､
心
敬
が
表
現
さ
れ
な
い
部
分
に
よ
町
注
意
を
向
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
詠
も
う
と

す
る
事
柄
を
直
裁
な
表
現
と
し
て
句
の
上
に
出
す
こ
と
を
せ
ず
､
言
葉
を
尽
く
し
て
の
説
明
的
な
表
現
も
避
け
て
､
む
し
ろ
言
葉
に

出
さ
な
い
こ
と
に
重
き
を
置
く
｡
そ
れ
は
ま
た
､
｢
こ
と
は
り
｣
か
ら
離
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

い
づ
れ
の
道
も
お
な
じ
事
に
侍
れ
ど
も
､
特
に
此
の
道
は
､
感
情
･
面
影
･
余
情
を
む
ね
と
し
て
､
い
か
に
も
言
ひ
残
し
理

な
き
所
に
幽
玄
･
哀
れ
は
あ
る
べ
し
と
な
り
｡
(
4
3

一
七
八
)

す
な
わ
ち
､
逆
に
言
え
ば
､
｢
感
情
･
面
影
･
余
情
｣
を
重
ん
じ
､
｢
幽
玄
･
哀
れ
｣
を
得
る
た
め
に
は
､
理
は
障
害
と
な
る
ト

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
心
敬
は
､
『
岩
橋
蚊
文
』
の
中
で
は
｢
歌
道
は
理
を
は
な
れ
た
る
境
｣
と
明
言
し
て
い
る
が
､
和
歌
と
連
歌
と

を
同
一
の
も
の
と
考
え
る
心
敬
に
と
っ
て
は
､
当
然
そ
れ
は
連
歌
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

心
敬
が
そ
の
よ
う
に
｢
理
を
は
な
れ
た
る
境
｣
を
求
め
る
の
は
､
理
が
勝
っ
て
い
る
場
合
､
句
の
姿
･
言
葉
に
｢
優
艶
｣
な
る
と

こ
ろ
が
欠
け
､
感
動
が
薄
れ
る
た
め
で
あ
る
｡

大
か
た
､
一
句
の
上
に
､
こ
と
は
り
ほ
が
ら
か
に
あ
ら
は
れ
侍
る
は
､
優
艶
感
情
あ
さ
く
哉
｡
(
『
老
の
く
り
ご
と
』
三
七

五
)

と
あ
る
通
り
で
あ
る
｡
ま
.
た
､
次
の
部
分
も
同
様
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

あ
は
れ
な
る
こ
と
を
あ
は
れ
と
い
ひ
､
さ
び
し
き
こ
と
を
さ
び
し
き
と
い
ひ
､
し
づ
か
な
る
こ
と
を
し
づ
か
と
い
ふ
､
曲
な

き
事
也
(
注
･
面
白
味
が
な
い
こ
と
だ
)
｡
心
に
ふ
く
む
べ
き
に
て
侯
｡
(
『
心
敬
法
印
庭
訓
』
三
九
八
)

た
だ
し
､
こ
こ
に
い
う
｢
心
に
ふ
く
む
｣
と
い
う
こ
と
は
､
心
の
内
に
留
め
て
全
く
表
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ

一
一
九



一
二
〇

は
､
｢
さ
び
し
き
こ
と
｣
や
｢
し
づ
か
な
る
こ
と
｣
を
｢
さ
び
し
き
｣
｢
し
づ
か
｣
な
ど
の
語
で
句
の
上
に
顕
わ
に
し
て
し
ま
う
の

で
は
な
く
｢
句
の
面
影
に
ふ
く
ま
せ
｣
よ
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
理
を
離
れ
､
幽
遠
な
語
を
用
い
る
時
､
表
現
さ
れ
な
い
部
分
と

し
て
の
｢
面
影
｣
が
浮
か
び
上
が
る
｡
心
敬
は
､
そ
う
し
た
面
を
認
め
て
､
そ
こ
に
意
識
を
よ
り
集
中
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
の

で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
先
に
あ
げ
た
『
徒
然
草
』
へ
の
言
及
と
も
対
応
す
る
｡

彼
は
､
あ
る
歌
仙
が
歌
の
詠
み
方
を
問
わ
れ
て
｢
枯
れ
野
の
す
～
き
､
有
明
の
月
｣
と
答
え
た
こ
と
を
引
き
､
こ
れ
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
｡

こ
れ
は
言
は
ぬ
所
に
心
を
か
け
1
冷
え
寂
び
た
る
か
た
を
悟
り
知
れ
と
な
り
｡
さ
か
ひ
に
入
り
は
て
た
る
人
の
句
は
､
此
の

風
情
の
み
な
る
べ
し
｡
さ
れ
ば
､
枯
野
の
薄
と
い
へ
ら
む
句
に
も
有
明
の
月
ば
か
り
の
心
に
て
付
く
る
事
侍
る
べ
し
｡
(
4
1

一
七
五
)

｢
枯
れ
野
の
す
ゝ
き
､
有
明
の
月
｣
と
い
う
の
は
､
前
句
に
｢
枯
れ
野
の
す
～
き
｣
と
出
た
場
合
に
､
言
葉
の
上
で
は
そ
れ
と
縁

は
な
い
が
心
境
と
し
て
は
相
通
ず
る
所
の
あ
る
｢
有
明
の
月
｣
と
い
う
句
を
付
け
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
両
句
は
各
々
を

と
っ
て
み
れ
ば
簡
潔
で
描
写
的
･
.
絵
画
的
で
あ
る
と
い
え
る
が
､
こ
れ
ら
を
付
け
る
言
葉
上
の
縁
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
こ
の
付
合
は
結
果
的
に
｢
感
情
･
面
影
･
余
情
｣
と
い
う
点
で
は
非
常
に
豊
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
｡
一
見
不
可

能
と
思
わ
れ
る
こ
の
付
合
を
可
能
に
す
る
も
の
は
､
r
言
は
ぬ
所
｣
､
す
な
わ
ち
ま
さ
し
く
表
現
さ
れ
な
い
部
分
に
あ
る
｡

′

｢
寒
く
や
せ
た
る
｣
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
､
心
敬
の
他
の
用
語
､
｢
冷
え
｣
｢
さ
び
｣
｢
か
ら
び
｣
｢
枯
れ
｣
な
ど
と
あ
わ

せ
て
､
冷
た
く
は
り
つ
め
た
緊
張
感
に
満
ち
た
美
や
､
そ
の
よ
う
な
美
を
見
出
す
厳
し
い
精
神
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
｡
た
し
か

に
､
｢
言
は
ぬ
所
に
心
を
か
け
｣
る
こ
と
は
､
見
え
て
い
る
面
･
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
に
留
ま
っ
て
そ
れ
に
甘
ん
じ
て
い
る
う
ち

は
容
易
.
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
｢
言
は
ぬ
所
｣
へ
心
を
傾
け
て
い
く
厳
し
さ
や
緊
張
感
な
し
に
､
｢
冷
え
寂
び
た
る
か
た
｣
は

悟
り
知
る
こ
と
も
な
い
｡
作
者
の
側
の
そ
う
し
た
厳
し
さ
･
緊
張
感
の
結
果
が
､
｢
寒
く
や
せ
た
る
｣
句
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と



は
事
実
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
そ
れ
以
前
に
､
｢
寒
く
や
せ
た
る
｣
は
､
表
現
上
の
問
題
と
し
て
は
､
｢
心
言
葉
す
く
な
｣
い
と
い
う
意
味
で
の
最
低

限
の
表
現
か
ら
な
る
句
の
言
葉
･
姿
を
さ
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
理
と
の
関
連
で
言
え
ば
､
理
が
勝
っ
た
句
は
｢
言
葉

ふ
し
く
れ
だ
ち
つ
ま
づ
き
､
姿
ふ
と
り
あ
た
～
か
な
る
､
句
｣
と
な
り
､
理
を
離
れ
て
｢
言
は
ぬ
所
｣
の
あ
る
句
が
｢
寒
く
や
せ
た
る

句
｣
と
な
る
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
｢
寒
し
｣
や
｢
や
せ
た
る
｣
と
い
う
語
は
､
受
け
手
の
側
-
そ
れ
は
､
連
歌
の
場
合
､

同
時
に
そ
れ
に
付
句
を
す
る
作
者
で
も
あ
る
が

ー
か
ら
見
た
場
合
に
は
､
む
し
ろ
､
一
句
の
上
に
す
べ
て
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

な
い
た
め
に
起
こ
る
あ
る
種
の
不
全
感
､
さ
ら
に
何
物
か
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
､
比
喩
を
用
い
て
端
的
に
表

し
た
語
で
あ
る
と
考
え
た
い
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
の
場
合
の
｢
寒
く
や
せ
た
る
｣
は
､
負
の
評
で
は
な
い
｡
こ
こ
に
何
物
か
の
欠
落
を

見
る
と
し
て
も
､
こ
の
欠
落
は
､
そ
の
隙
間
を
自
ら
埋
め
よ
う
と
す
る
動
き
を
そ
の
句
が
受
け
手
の
心
に
触
発
す
る
力
を
持
つ
も
の

で
あ
る
｡

こ
う
し
た
意
味
で
の
｢
や
せ
｣
｢
寒
し
｣
は
､
殊
に
連
歌
で
は
重
要
な
契
機
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
何
故
な
ら
､
複
数

の
人
間
が
集
う
座
に
お
い
て
､
互
い
が
感
応
し
､
感
動
が
共
有
さ
れ
て
心
が
共
鳴
し
合
う
の
で
な
け
れ
ば
､
凝
縮
さ
れ
た
飼
密
な
時

間
と
空
間
は
現
出
せ
ず
､
連
歌
と
い
う
営
み
は
そ
の
意
義
を
失
っ
て
座
の
成
立
基
盤
か
ら
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
心
敬

が
前
句
と
付
句
の
付
合
を
重
ん
じ
る
の
は
､
前
句
の
心
と
感
応
す
る
句
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
句
の
心
が
さ
ら
に
新
た
な

広
が
り
を
生
む
た
め
で
あ
ろ
う
が
､
そ
う
し
た
付
合
は
､
ほ
か
な
ら
ぬ
｢
寒
く
や
せ
た
る
句
｣
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
｡

｢
心
言
葉
す
く
な
く
寒
く
や
せ
た
る
句
の
う
ち
に
秀
逸
は
あ
る
べ
し
｣
と
あ
る
の
も
､
理
を
離
れ
､
｢
言
は
ぬ
所
｣
の
あ
る
｢
寒
く

や
せ
た
る
句
｣
で
あ
っ
て
初
め
て
そ
れ
は
秀
逸
の
句
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
付
合
に
言
及
し
て
､

両
句
の
う
ち
に
､
必
ず
言
ひ
残
し
言
ひ
流
し
た
る
所
あ
る
べ
し
と
な
り
｡
(
4
〇
一
七
四
)

と
し
､
ま
た
､

一
二
一



一
二
二

お
の
〈
に
言
ひ
は
て
た
る
句
に
は
､
感
情
秀
逸
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
｡
(
別
一
五
七
)

と
す
る
の
も
､
と
り
わ
け
連
歌
に
お
い
て
は
､
理
を
離
れ
､
｢
言
は
ぬ
所
｣
の
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
｡

だ
が
､
理
を
離
れ
､
｢
言
は
ぬ
所
に
心
を
か
け
｣
て
､
｢
心
言
葉
す
く
な
く
寒
く
や
せ
た
る
句
｣
を
求
め
る
場
合
で
も
､
常
に
そ

れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
よ
う
に
し
て
心
の
｢
艶
｣
が
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
は
､
秀
逸
の
句
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
次
の
箇
所
が

総
括
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

秀
逸
と
申
せ
ば
と
て
､
あ
な
が
ち
に
別
の
こ
と
に
あ
ら
ず
｡
心
を
も
細
く
艶
に
の
ど
め
て
､
世
の
あ
は
れ
を
も
深
く
思
ひ
入

れ
た
る
人
の
､
胸
よ
り
出
で
た
る
句
な
る
べ
し
｡
(
1
4
一
四
〇
)

3

｢
心
地
修
行
｣
と
し
て
の
連
歌

結
局
の
と
こ
ろ
､
心
敬
に
と
っ
て
､
秀
逸
の
句
と
は
｢
心
を
も
細
く
艶
に
の
ど
め
て
､
世
の
あ
は
れ
を
も
深
く
思
ひ
入
れ
た
る
人

の
､
胸
よ
り
出
で
た
る
句
｣
で
あ
る
と
い
う
以
外
に
規
定
の
し
よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
る
｡
｢
胸
よ
り
出
で
た
る
｣
と
い
う
言
い
方

は
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
も
見
ら
れ
た
が
､
そ
の
他
｢
心
と
ら
け
て
胸
よ
り
出
づ
る
｣
｢
胸
の
底
よ
り
出
づ
る
｣
等
の
例
も
あ
り
､

心
敬
が
好
ん
で
こ
れ
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
す
ぐ
れ
た
句
は
詠
み
出
そ
う
と
い
う
意
志
の
下
に
詠
み
出
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
次
の
部
分
が
明
ら
か
に
語
っ
て
い
る
｡

一
､
よ
き
句
と
い
ふ
は
､
我
も
し
ら
ず
ふ
と
出
で
く
る
物
也
｡
か
ね
て
よ
き
句
を
せ
む
と
あ
て
が
は
ゞ
､
ふ
つ
と
せ
ら
る
ま

じ
き
と
思
ふ
べ
し
｡
(
『
心
敬
法
印
庭
訓
』
三
九
二
)

も
ち
ろ
ん
､
｢
ふ
と
出
で
く
る
｣
と
は
い
っ
て
も
､
そ
れ
は
そ
の
場
の
思
い
つ
き
で
す
ぐ
に
詠
み
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
｡
す
ぐ



れ
た
人
の
場
合
は
｢
心
と
ら
け
て
胸
よ
り
出
づ
る
故
に
｣
詠
み
出
す
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
､
下
手
な
人
､
連
歌
を
浅
い
も
の
と
心

得
て
い
る
よ
う
な
人
の
場
合
､
そ
の
句
は
｢
舌
の
上
よ
り
出
で
ぬ
る
｣
も
の
で
あ
る
た
め
に
詠
み
出
す
の
に
も
時
間
は
か
か
ら
な
い

と
い
う
(
1
4
一
四
一
)
｡
と
す
れ
ば
､
こ
の
箇
所
で
彼
は
､
時
間
の
長
短
で
は
な
く
､
あ
く
ま
で
も
ま
き
句
を
せ
む
と
あ
て
が

ぅ
と
い
う
心
の
動
き
を
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
は
､
｢
よ
き
句
｣
が
｢
よ
き
句
を
あ
て
が
｣
う
こ
と
な
く
｢
ふ
と
出

で
く
る
｣
よ
う
な
心
の
境
位
が
｢
よ
き
句
｣
に
先
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

言
葉
は
心
の
使
と
侍
れ
ば
､
む
ね
の
う
ち
寒
く
清
か
ら
で
は
､
作
艶
な
る
べ
か
ら
ず
｡
.
(
･
『
私
用
抄
』
三
六
三
)

と
の
指
摘
も
見
ら
れ
､
｢
む
ね
の
う
ち
｣
の
あ
り
か
た
が
よ
り
根
本
的
な
要
件
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
0
ま
き
包

は
､
｢
堪
能
｣
の
人
の
｢
胸
｣
の
内
か
ら
得
ら
れ
る
一
つ
の
結
果
的
産
物
に
過
ぎ
ず
､
も
は
や
こ
の
道
の
最
終
的
な
目
標
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
｡

作
品
と
し
て
の
句
が
連
歌
の
道
の
究
極
的
な
目
標
の
位
置
を
占
め
な
い
と
す
れ
ば
､
連
歌
の
道
は
自
己
目
的
的
な
修
行
の
場
と
な

る
ほ
か
は
な
い
｡
こ
れ
を
､
心
敬
は
心
の
修
行
､
仏
教
用
語
を
借
り
て
､
｢
心
地
修
行
｣
と
称
し
､
連
歌
の
道
は
ど
れ
ほ
ど
才
能
に

恵
ま
れ
た
人
で
あ
っ
て
も
こ
の
｢
心
地
修
行
｣
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
至
り
難
い
こ
と
､
こ
の
道
を
高
く
思
っ
て
幽
玄
･
｢
艶
｣
を

む
ね
と
し
て
油
断
な
く
生
温
修
行
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
｡
だ
が
､
こ
の
と
き
､
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
､
こ
の
連
歌

論
の
視
野
は
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
倫
理
的
な
問
題
に
ま
で
直
ち
に
拡
大
さ
れ
て
お
り
､
心
敬
の
場
合
の
そ
れ
は
さ
ら
に

こ
の
世
の
無
常
観
と
重
な
り
合
っ
て
宗
教
的
な
色
彩
を
極
め
て
濃
厚
な
形
で
打
ち
出
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
｡

一
､
心
持
ち
肝
要
に
て
候
｡
つ
ね
に
､
飛
花
落
葉
を
見
て
も
､
草
木
の
露
を
な
が
め
て
も
､
此
世
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
心
を
思

ひ
と
り
､
ふ
る
ま
い
を
や
さ
し
く
､
幽
玄
▲
に
心
を
と
め
よ
｡
(
『
心
敬
法
印
庭
訓
』
三
九
八
)

と
し
､
さ
ら
に
は
､

悟
り
に
心
を
か
け
ず
は
､
い
か
で
か
歌
道
の
生
死
を
は
な
れ
侍
ら
む
｡
(
注
･
悟
り
に
心
を
か
け
て
修
行
す
る
の
で
な
け
れ

一
二
≡



一
二
四

ば
ど
う
し
て
歌
道
の
奥
義
を
体
得
セ
き
よ
う
か
)
(
亜

一
八
七
)

と
さ
え
言
い
切
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

た
だ
､
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
､
文
学
と
宗
教
の
矛
盾
､
数
寄
と
無
常
の
相
剋
で
あ
る
｡
心
敬
は
､
和
歌
･
連
歌
を
｢
跡

な
し
事
｣
と
か
｢
い
た
づ
ら
事
｣
と
か
｢
は
か
な
き
す
さ
み
｣
な
ど
と
称
し
て
蔑
む
面
も
見
せ
､
実
際
､

此
の
道
を
悟
り
知
ら
む
よ
り
も
､
た
ゞ
い
ま
当
来
す
べ
き
一
大
事
因
縁
(
注
･
悟
り
を
得
る
機
縁
と
な
る
重
大
事
｡
生
死
の

こ
と
)
を
尋
ね
あ
き
ら
め
､
な
が
く
生
死
を
こ
そ
捨
て
た
く
侍
れ
(
注
･
生
死
の
世
界
を
離
れ
て
浬
奨
の
境
地
に
入
り
た
い
)
｡

い
た
づ
ら
事
に
光
陰
を
消
ち
て
聞
き
に
入
り
侍
ら
む
こ
と
､
八
千
度
悔
い
て
も
あ
ま
り
お
ほ
く
侍
る
か
な
｡
(
3
9
一
六
四
)

と
ま
で
述
べ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
､
心
敬
に
と
っ
て
の
最
大
の
課
題
が
無
常
感
に
あ
り
､
さ
ら
に
は
心
敬
自
身
が
歌
道

と
仏
道
と
を
同
じ
で
あ
る
と
思
い
つ
つ
､
妄
で
増
は
り
和
歌
･
連
歌
へ
の
執
着
と
雷
を
断
ち
切
っ
て
の
仏
道
修
行
へ
の
思
い

と
の
狭
間
で
揺
れ
動
い
て
い
た
と
す
る
向
き
も
あ
る
｡
事
実
､
心
敬
は
こ
の
箇
所
に
す
ぐ
続
い
て
､
今
度
は
､

も
と
よ
り
太
虚
に
ひ
と
し
き
胸
の
中
な
れ
ば
､
い
づ
れ
の
道
を
も
て
あ
そ
び
､
い
か
な
る
法
を
つ
と
め
て
も
､
其
の
相
と
ま

る
べ
き
に
あ
ら
ず
｡
(
誠

一
六
四
-
五
)

と
述
べ
､
そ
し
て
遂
に
は
こ
の
点
に
関
す
る
追
求
を
放
棄
し
た
形
で
以
下
｢
古
人
の
句
｣
を
書
き
連
ね
て
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
の
上
巻

を
終
え
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
が
心
敬
の
動
揺
を
示
す
も
の
以
外
で
は
な
い
と
見
倣
し
て
も
､
そ
こ
･
に
そ
れ
を
否
定
す
る
決
定
的
な
理

由
は
見
出
さ
れ
ま
い
｡
心
敬
に
と
っ
て
も
文
学
と
宗
教
の
問
題
が
避
け
て
通
れ
ず
､
し
か
も
解
決
の
容
易
に
は
つ
か
な
い
大
問
題
で

頂)

あ
っ
た
か
に
見
え
る
の
は
､
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
こ
う
し
た
動
揺
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
に
し
て
も
､
そ
れ
を
僧
侶
の
身
で
あ
り
な
が
ら
世
俗
的
な
文
学
へ
の
執

着
を
も
捨
て
き
れ
な
い
が
故
の
動
揺
と
見
倣
す
見
解
や
､
そ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
類
の
議
論
は
､
こ
こ
で
取
り

上
げ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
よ
り
も
､
こ
こ
で
は
心
敬
の
視
線
が
焦
点
と
定
め
た
｢
胸
の
中
｣
が
｢
も
と
よ
り
太
虚
に
ひ
と



し
き
｣
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
｡

田)

｢
太
虚
｣
と
は
､
大
空
･
虚
空
､
そ
し
て
『
荘
子
』
に
お
い
て
は
宇
宙
の
根
源
と
し
て
の
｢
道
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡
『
荘
子
』
に

い
う
よ
う
な
.
｢
太
虚
｣
す
な
わ
ち
｢
道
｣
は
､
そ
れ
自
身
は
常
に
お
の
ず
か
ら
変
転
し
て
一
定
の
相
を
持
た
ず
､
か
つ
そ
こ
か
ら
全

て
が
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
｡
心
敬
は
､
｢
胸
の
中
｣
が
本
来
｢
太
虚
｣
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
以
上
､
何
に
携
わ
ろ
う
と
そ
の

相
は
永
久
不
変
の
も
の
で
は
な
い
､
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
心
敬
に
と
っ
て
､
心
の
本
来
的
な
あ
り
か
た
と
は
､
特
定
の
相
に
と
ど

ま
る
こ
と
な
く
常
に
変
転
し
､
そ
の
自
在
無
碍
な
運
動
の
中
か
ら
す
べ
て
が
生
じ
て
く
る
(
先
の
引
用
文
中
の
語
を
借
り
て
言
え
ば

｢
出
で
く
る
｣
)
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
も
そ
も
｢
心
地
｣
と
い
う
語
が
､
心
を
一
切
諸
法
､
万
物
を
生
じ
育
て

軍

る
も
の
と
し
て
と
ら
え
､
そ
れ
が
あ
た
か
も
大
地
が
草
木
百
穀
を
生
じ
成
長
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
来
た
用
語
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
用
語
を
用
い
る
時
の
心
敬
が
何
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
い
わ
ば
無
で
あ
り
か
つ
全
で
あ

る
あ
り
か
た
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
れ
は
心
の
本
来
的
な
あ
り
か
た
で
あ
る
が
､
心
の
本
来
的
な
あ
り
か
た
は
同
時
に
正
し
い
あ

乃)

り
か
た
で
も
あ
り
､
和
歌
･
連
歌
の
修
行
は
そ
の
境
位
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
る
｡
次
の
よ
う
な
記
述
は
､
こ
の
方
向
性
を
持
っ
た
道

の
最
高
の
境
位
に
至
っ
た
人
が
､
一
つ
の
所
に
滞
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
何
と
も
規
定
さ
れ
ず
､
か
つ
全
て
に
な
り
う
る
自
在
無
碍
の

境
地
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

ま
こ
と
の
歌
人
の
心
は
､
有
に
も
無
に
も
親
句
･
疎
句
に
も
と
ゞ
こ
ほ
る
べ
か
ら
ず
､
仏
の
心
地
の
ご
と
く
な
る
べ
し
と
な

り
｡
(
4
9

一
八
八
)

ま
こ
と
の
仏
ま
こ
と
の
歌
と
て
､
定
ま
れ
る
姿
あ
る
べ
か
ら
ず
｡
た
ゞ
時
に
よ
り
事
に
応
じ
て
､
感
情
徳
を
現
は
す
べ
し
と

な
り
｡
天
地
の
森
羅
万
象
を
現
じ
､
法
身
の
仏
の
無
量
無
辺
の
形
に
変
じ
給
ふ
ご
と
く
の
胸
の
う
ち
な
る
べ
し
｡
(
6
〇

二
〇
二
)

こ
こ
に
､
心
敬
の
連
歌
･
論
は
､
い
か
に
連
歌
の
道
の
梧
古
を
積
む
べ
き
か
､
連
歌
の
道
の
心
構
え
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う

当
為
の
問
題
と
､
現
実
の
世
界
の
中
に
あ
る
自
己
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
問
い
か
け
と
が

一
二
五



一
二
六

重
な
り
合
っ
た
も
の
と
な
る
｡
た
し
か
に
､
彼
が
｢
心
持
ち
肝
要
に
て
侯
｣
と
言
う
時
､
そ
れ
は
直
接
に
は
こ
の
世
の
無
常
な
る
こ

と
を
深
く
心
に
か
け
よ
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
ま
た
､
連
歌
が
無
常
述
懐
を
む
ね
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
随
所
で
述
べ
ら
れ
る
｡

し
か
し
､
そ
の
無
常
観
は
､
自
己
一
人
の
常
住
な
ら
ざ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
､
ま
さ
に
こ
の
世
の
全
て
が
転
変
し
て
や
ま
ぬ
無
常
そ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
観
ず
る
も
の
で
あ
る
｡
『
さ
～
め
ご
と
』
の
上
巻
に
は
す
で
に
､
自
己
を
含
め
た
森
羅
万
象
の
存
在
そ
の
も

の
を
注
視
し
､
問
い
返
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
が
見
え
て
い
る
｡

此
の
身
は
士
灰
と
な
れ
る
に
､
彼
の
息
の
一
筋
､
い
づ
ち
に
か
行
き
侍
ら
ん
･
｡
我
の
み
な
ら
ず
､
寓
象
の
上
の
来
た
り
し
か

た
去
れ
る
所
こ
そ
､
尋
ね
き
は
め
た
く
侍
れ
｡
(
却
一
四
五
-
六
)

最
高
の
境
位
に
至
る
た
め
の
心
構
え
と
し
て
記
さ
れ
た
こ
の
箇
所
は
､
最
良
の
作
品
よ
り
も
そ
れ
が
｢
出
で
く
る
｣
源
と
し
て
の

心
の
あ
り
か
た
の
ほ
う
を
追
究
し
て
い
く
過
程
で
突
然
拓
け
た
､
一
つ
の
形
而
上
的
視
野
で
あ
ろ
う
｡

結

び

本
来
､
座
の
文
垂
と
し
て
成
立
す
る
連
歌
は
､
複
数
の
人
間
が
一
つ
の
場
を
共
有
し
､
そ
の
一
回
性
の
厳
し
い
条
件
下
で
自
己
と

他
者
と
の
感
応
が
生
ず
る
と
こ
ろ
に
､
そ
の
全
て
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
し
か
も
､
そ
の
感
応
は
､
作
品
と
し
て
の
句

以
外
の
何
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
も
な
い
｡
そ
の
意
味
で
は
､
連
歌
は
作
品
を
介
し
た
他
者
と
の
関
係
の
上
に
初
め

て
成
り
立
つ
営
み
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
連
歌
に
あ
る
心
遣
い
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
第
一
義
的
に
作
品
を
唯
一
の
接
点

と
し
た
自
己
と
他
者
と
の
感
応
へ
の
努
力
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
心
遣
い
に
よ
っ
て
､
い
わ
ば
水
平
方
向
の
緊
張
が
は
た

ら
い
て
初
め
て
､
連
歌
の
座
の
成
立
基
盤
は
安
定
す
る
｡
そ
の
こ
と
を
､
心
敬
は
付
合
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
説
く
こ
と
で
確
認
し

て
い
た
｡
だ
が
､
水
平
方
向
の
緊
張
は
､
そ
れ
が
個
々
の
心
遣
い
に
依
存
し
て
い
る
以
上
､
作
者
自
身
の
心
の
世
界
の
垂
直
方
向
の



深
ま
り
を
要
請
す
る
｡
そ
こ
で
は
､
作
品
よ
り
も
心
の
｢
艶
｣
が
修
行
の
中
心
的
位
置
を
占
め
､
求
心
的
な
｢
心
地
修
行
｣
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡

そ
し
て
､
こ
う
し
た
求
心
的
な
方
向
を
た
ど
っ
た
結
果
､
自
己
の
ま
な
ざ
し
は
自
己
を
突
き
抜
け
､
一
挙
に
｢
萬
象
｣
へ
と
転
じ

て
､
そ
の
視
野
は
無
限
大
に
拡
大
さ
れ
る
｡
個
的
な
存
在
と
し
て
の
自
己
は
｢
太
虚
｣
と
通
じ
､
合
致
し
､
そ
れ
へ
と
置
き
換
え
ら

れ
る
｡
本
来
｢
太
虚
｣
と
表
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
中
に
あ
る
一
個
の
個
的
存
在
は
､
今
や
そ
れ
自
体
が
｢
太
虚
｣
と
し
て
改
め
て
自

診

､

覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
､
作
品
は
､
自
己
の
力
で
は
な
く
､
す
べ
て
の
も
の
を
生
じ
さ
せ
る
｢
太
虚
｣
の
力
に
よ
っ
て
､
出

来
る
｡
｢
た
ゞ
一
つ
所
に
と
ど
こ
ほ
ら
ぬ
作
者
｣
の
｢
胸
の
う
ち
｣
は
､
｢
法
身
の
仏
の
無
量
無
辺
の
形
に
変
じ
給
ふ
ご
と
く
｣

(
二
〇
二
)
､
自
在
無
碍
で
あ
る
｡

連
歌
を
論
じ
な
が
ら
心
を
｢
太
虚
｣
と
と
ら
え
る
に
至
る
心
敬
の
思
考
に
は
､
論
の
飛
躍
が
あ
る
と
み
る
こ
と
も
､
あ
る
い
は
可

能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
連
歌
の
道
の
修
行
を
｢
心
地
修
行
｣
と
し
､
心
を
仏
に
な
ぞ
ら
え
､
ま
た
｢
太
虚
｣
と
と
ら

え
た
心
敬
は
､
あ
く
ま
で
連
歌
師
で
あ
り
続
け
た
｡
連
歌
と
仏
道
の
間
を
迷
い
な
が
ら
往
き
来
し
つ
つ
､
そ
の
何
れ
か
を
捨
て
る
こ

と
も
な
か
っ
た
｡
そ
の
思
考
に
､
連
歌
論
と
し
て
は
飛
躍
が
あ
ろ
う
と
､
そ
一
の
点
こ
そ
が
彼
の
連
歌
論
の
際
だ
っ
た
特
徴
で
あ
る
と

も
言
え
る
｡
む
し
ろ
､
連
歌
と
仏
道
と
の
間
を
迷
い
な
が
ら
往
き
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
､
｢
艶
｣
の
深
ま
り
も
｢
太
虚
｣

の
心
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
心
敬
が
天
台
僧
で
あ
り
､
か
つ
京
都
五
山
の
一
つ
東
福
寺
の
書
記
で

あ
っ
た
正
徹
と
の
関
係
か
ら
か
禅
宗
の
教
養
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
が
､
彼
の
連
歌
論
の
そ
の
よ
う
な
方
向
へ
の
展
開
を
決
定

づ
け
た
こ
と
は
､
事
実
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
彼
の
連
歌
論
を
方
向
づ
け
た
も
の
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
､
彼
が
連
歌
の
道
を
｢
心
地
修

行
｣
と
み
な
し
､
結
果
的
に
は
､
連
歌
を
一
つ
の
媒
介
と
し
て
､
世
界
の
､
あ
る
い
は
宇
宙
の
中
に
お
け
る
自
己
の
あ
り
か
た
､
あ

る
べ
き
あ
ヶ
よ
う
へ
の
考
察
へ
傾
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡

こ
こ
に
至
る
と
､
そ
こ
に
到
達
点
･
目
標
点
を
仮
定
す
る
こ
と
が
も
し
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
､
連
歌
の
道
の
修
行
と
仏
道
修
行
と

一
二
七



一
二
八

の
そ
れ
は
√
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
到
達
点
･
目
標
点
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
あ
り
､
そ
れ
に
向
か
う
の
が
修
行
で

罰)

あ
る
と
､
.
変
易
に
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
少
な
く
と
も
､
｢
萬
象
の
上
の
来
た
り
し
か
た
去
れ
る
所
｣

へ
の
ま
な
ざ
し
を
･
体
得
し
た
と
き
､
連
歌
の
道
は
文
垂
の
一
分
野
を
越
え
て
､
｢
垂
道
｣
と
よ
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
｡

心
敬
の
連
歌
論
は
､
今
日
､
精
神
的
な
高
さ
や
心
の
深
ま
り
と
い
っ
た
語
で
評
価
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
価
値
は
､
こ
う
し
た
意
味

で
の
｢
道
｣
の
意
識
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

註

王
･
以
下
､
心
敬
の
原
文
引
用
は
､
次
の
も
Ⅵ
に
依
る
｡
た
だ
し
､
私
意
に
よ
り
表
記
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
｡

『
さ
～
め
ご
と
』
…
‥
･
木
藤
才
蔵
･
井
本
農
一
校
注
一
『
連
歌
論
集

俳
論
集
』

岩
波
書
店

昭57版

(
初
版
昭
3
6
)

(
日
本
古
典
文
学
大

系66)『
さ
ゝ
め
ご
と
』
以
外
の
著
者
‥
…
･
木
藤
才
蔵
校
注

『
連
歌
論
集

三
』

三
弥
井
書
店

昭60

(
中
世
の
文
学
)

な
お
､
特
に
表
示
の
な
い
場
合
は
『
さ
～
め
ご
と
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
｡
ま
た
､
引
用
文
の
後
の
漢
数
字
は
頁
数
を
示
し
､
『
さ
～
め
ご
と
』

か
ら
の
引
用
文
に
つ
い
て
の
み
掲
げ
て
あ
る
算
用
数
字
は
校
注
老
木
藤
才
蔵
氏
に
よ
る
章
段
数
を
示
す
｡

三

日
本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集

俳
論
集
』
五
頁
､
解
説

(
木
藤
才
蔵
)
｡

‡

主
著
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
は
､
寛
正
四
年
〓
四
六
三
､
心
敬
五
十
八
歳
の
時
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
､
二
巻
か
ら
成
り
､
心
敬
自
身
に
よ
る
欧
文

妨
付
さ
れ
て
い
る
｡
現
存
諸
本
は
､
大
き
く
分
け
て
草
案
本
と
心
敬
自
身
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
改
編
本
の
二
系
統
あ
る
が
､
草
倉
本
は
上
巻
が

先
に
完
成
し
て
流
布
し
た
た
め
に
､
上
下
巻
そ
ろ
っ
た
も
の
､
い
ず
れ
か
一
方
の
も
の
な
ど
が
数
多
く
あ
る
｡

互

｢
い
に
し
へ
勅
定
に
て
､
此
の
事
(
注
･
十
愚
中
ど
れ
が
至
極
体
か
)
を
其
の
比
の
歌
仙
に
御
尋
ね
あ
り
し
に
､
寂
遵
法
師
･
有
家
卿
･
家
隆
卿
･
雅
経

こ
.
卿
以
下
は
､
幽
玄
鰹
を
最
尊
と
申
さ
れ
し
な
り
｡
叡
塵
･
摂
政
家
･
俊
成
卿
･
通
具
卿
･
定
家
卿
な
ど
は
､
有
心
腹
を
高
貴
至
極
と
な
り
｡
｣
と

あ
る
｡
こ
れ
は
『
愚
秘
抄
』
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
『
愚
秘
抄
』
は
諸
本
の
異
同
が
激
し
く
､
心
敬
の
記
述
も
日
本
歌
学
大
系
本
･
類
従

本
の
い
ず
れ
と
も
内
容
が
一
致
し
な
い
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
日
本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集

俳
論
集
』
の
補
注
六
五

(
二
六
五
頁
)
を

参
照
の
こ
と
｡



(且

こ
の
.
点
に
関
し
て
､
木
藤
才
蔵
氏
は
､
『
校
註
さ
～
め
ご
と
』
〈
六
三
書
院

昭
㌘
の
中
で
､
｢
心
敬
は
有
心
幽
玄
と
も
最
高
の
風
体
と
考
え

て
い
た
よ
う
で
あ
る
｣
が
､
｢
幽
玄
と
も
何
と
も
言
語
に
絶
す
る
と
い
う
わ
け
て
心
故
に
は
や
は
り
幽
玄
を
至
極
と
す
る
考
え
が
あ
っ
て
そ
れ

が
か
～
る
表
現
を
と
ら
せ
た
と
考
え
て
よ
い
｣
と
し
た
後
､
｢
要
す
る
に
こ
～
で
は
十
体
の
う
ち
で
ど
の
体
が
至
極
の
体
か
と
云
う
こ
と
は
さ
ほ

ど
問
題
で
な
く
､
至
極
の
歌
連
歌
は
い
か
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ゞ
問
題
な
の
で
､
そ
れ
裾
『
心
と
ら
け
あ
は
れ
ふ
か
く
ま
こ
と
に
む
ね
の
そ
こ

よ
り
い
で
た
る
わ
が
歌
連
歌
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
｡
｣
と
結
論
し
て
い
る
｡
心
敬
の
記
述
の
仕
方
自
体
に
問
題
の
あ
る
箇

所
で
あ
り
､
.
や
は
り
最
終
的
に
は
同
氏
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
無
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

互

俊
成
は
『
古
来
風
体
抄
』
の
中
で
｢
歌
は
た
だ
よ
み
あ
げ
も
し
､
詠
じ
む
し
た
る
に
､
何
と
な
く
艶
に
も
あ
は
れ
に
も
聞
ゆ
る
事
の
あ
る
な
る
べ

し
｣
と
す
る
｡

Z

長
明
は
『
無
名
抄
』
の
中
で
｢
春
･
夏
は
太
く
大
き
に
､
秋
･
冬
は
細
ぺ
か
ら
び
､
恋
･
旅
は
艶
に
優
し
く
つ
か
う
ま
つ
れ
｣

｢
世
の
常
の
よ
き

苛
は
堅
文
の
織
物
の
ご
と
し
｡
よ
く
艶
優
れ
ぬ
る
は
寄
の
浮
文
の
織
物
を
見
る
が
ご
ど
し
｣
な
ど
と
す
る
｡

亘

心
敬
ぷ
対
象
に
つ
い
て
い
う
｢
艶
｣
が
い
か
な
る
美
し
さ
を
さ
す
の
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
.
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
､
一
般
に
｢
優
美
｣

｢妖

髭｣

｢
優
艶
｣
な
ど
と
い
っ
た
語
か
ら
想
起
さ
れ
る
美
し
さ
と
､
心
敬
が
対
象
を
評
し
て
い
ケ
際
の
｢
艶
｣
と
の
間
に
は
か
な
り
の
隔
た
り
が
で

き
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
｡
心
敬
の
｢
蟄
｣
を
中
心
と
す
る
葉
意
識
に
対
し
て
､
西
田
正
好
氏
は
､
｢
冬
の
美
学
｣
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い

る

(
『
無
常
の
文
学

-

日
本
的
無
常
美
感
の
系
譜

-

』
塙
書
房

昭
5
0
､
塙
新
書
4
8

一
九
三
頁

他
)
｡
西
田
氏
に
よ
れ
ば
､
心
敬
の
い

う
｢
艶
｣
は
､
定
家
や
長
明
が
考
え
て
い
た
よ
う
な
､
春
の
陽
気
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
虜
で
や
か
な
も
の
で
は
な
い
｡
心
敬
の
そ
れ
は
､
物
み
な

枯
れ
尽
き
て
す
っ
か
り
冷
曳
き
っ
た
｢
冬
の
美
｣
で
あ
る
｡
滅
び
尽
き
た
無
一
物
の
冬
枯
れ
の
景
趣
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
｢
冬
の
美
学
｣
と
い

う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
ま
た
､
｢
無
の
美
学
｣

｢
禅
の
美
学
｣
と
も
称
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
､
同
氏
『
日
本
美
の
系
譜
』

(
創
元

社

昭
u
ご
一
入
一
-
八
二
頁
も
参
照
｡

王

佐
竹
昭
広
･
久
保
田
淳
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
3
9

『
方
丈
記

徒
然
草
』

(
岩
波
書
店

平
1
)

に
依
る
･
｡

蛮

な
お
､
『
ひ
と
り
ご
と
』
の
中
に
､
｢
上
古
は
代
も
あ
が
り
人
の
心
も
す
な
ほ
に
て
｣
と
し
た
所
が
あ
り
､
そ
の
部
分
と
先
の
引
用
文
と
か
ら
､

｢
す
な
ほ
｣
な
る
心
か
ら
出
た
歌
の
良
さ
は
｢
か
ざ
り
た
る
限
｣
に
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
｢
艶
｣
は
人
の
心
の
｢
す
な
は
｣
な
る

こ
と
に
も
通
じ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡
心
敬
自
身
に
は
｢
艶
｣
と
｢
す
な
ほ
｣
を
言
葉
の
上
で
直
接
結
び
付
け
た
記
述
は
な
い
が
､
か
ざ

ら
ぬ
｢
す
な
は
｣
な
心
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

〓
一
九



〓
二
〇

(払

『
所
々
返
答
』
の
第
一
状
に
は
､
宗
初
の
句
を
例
に
と
っ
て
､
｢
さ
び
し
き
こ
と
を
さ
び
し
き
と
い
｣
う
こ
と
を
批
判
し
た
部
分
が
あ
る
｡
そ
の

一
例
に
､
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡

我
ば
か
り
身
を
ば
捨
る
と
思
し
に

木
の
も
と
さ
び
し
お
ち
粟
の
こ
ゑ

こ
れ
も
さ
び
し
と
い
ひ
あ
ら
は
し
侯
､
不
庶
幾
哉
｡
求
済
な
ど
申
侍
ら
ば
､

木
の
も
と
ず
み
の
お
ち
ぐ
り
の
こ
ゑ

と
申
て
､
さ
び
し
さ
を
ば
句
の
面
影
に
ふ
く
ま
せ
侍
る
べ
く
候
｡
(
二
六
五
)

蛮

｢
堪
能
の
人
の
句
は
､
心
と
ら
け
て
胸
よ
り
出
づ
る
故
に
､
時
も
う
つ
り
日
も
暮
れ
て
侍
る
に
や
1
不
堪
の
人
の
句
は
､
舌
の
上
よ
り
出
で
ぬ
る

故
に
片
時
な
ら
む
｡
｣

(14
一
四
一
)

心
敬
は
､
心
の
浅
い
人
々
が
あ
わ
た
だ
し
く
句
を
詠
む
こ
と
を
批
判
し
て
､
そ
れ
ら
を
｢
舌
の
う
へ
の
さ
へ
づ
り
｣

(
3
9
一
六
二
)
と
も
称
し

て
い
る
｡

$

｢
言
葉
は
心
の
使
｣
の
出
典
は
不
詳
｡
し
應
し
､
心
敬
は
こ
の
他
に
も
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
｡

言
葉
は
心
の
使
ひ
と
申
せ
ば
､
こ
れ
ら
の
人
(
注
･
連
歌
会
を
忽
々
に
終
え
る
人
々
を
さ
す
)
の
胸
の
う
ち
､
つ
た
な
く
さ
わ
が
し
く
こ
そ
覚
え

侍
れ
｡
(
1
4
一
四
〇
)

又
此
の
世
の
無
常
遷
変
の
こ
と
は
り
身
に
と
を
り
､
何
の
上
に
も
忘
ざ
ら
ん
人
の
作
な
ら
で
は
､
ま
こ
と
に
は
感
情
あ
る
べ
か
ら
ず
｡
詞
は

心
の
便
と
い
へ
り
｡
げ
に
も
只
今
消
え
侍
ら
ん
此
身
の
不
思
議
を
忘
れ
て
､
有
相
道
理
の
上
の
み
の
作
に
て
は
､
ふ
と
り
結
構
な
る
も
理
な

ら
ず
や
｡

(
『
岩
橋
紋
文
』
三
二
四
)

(臼

｢
い
か
ば
か
り
堪
能
幽
玄
の
好
士
も
､
心
地
修
行
お
ろ
そ
か
な
ら
む
は
､
至
り
が
た
き
道
な
り
と
い
へ
り
｡
｣

(
5
1
一
入
九
-
九
〇
)
､
｢
ま

こ
と
に
､
若
き
程
中
老
ま
で
も
諸
道
に
勝
劣
の
な
き
人
も
､
程
な
く
行
き
ぬ
か
ゝ
る
事
､
よ
ろ
づ
の
道
に
わ
た
り
て
あ
り
と
な
り
｡
道
に
油
断
あ

れ
ば
､
二
年
三
年
の
程
に
も
､
雲
泥
限
り
に
成
り
行
く
事
な
ど
も
あ
る
べ
し
と
也
｡
｣

(
5
6
一
九
五
)
､
等
｡

B

木
藤
才
蔵
｢
無
常
感
と
文
学
の
問
題

-

そ
の
歴
史
的
考
察

-
｣

(
『
国
語
と
国
文
学
』

昭
2
4
･
2

第
二
十
六
巻
第
二
号
)
､
木
藤

才
蔵
『
校
註
さ
ゝ
め
ご
と
』

(
前
出
)
､
石
津
純
道
｢
心
敬
の
道
の
論
に
つ
い
て
｣

(
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告

第
3
巻

第
2
7
号
)
等
を

参
照
｡
た
だ
し
､
木
藤
氏
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
歌
道
仏
道
一
如
観
あ
る
い
は
文
学
即
宗
教
観
の
ほ
う
に
よ
り
傾
き
､
石
津
氏
は
文
学
と
宗
教
の



矛
盾
の
ほ
う
に
傾
い
て
い
る
｡

琶
そ
う
し
た
見
方
は
､
心
敬
を
世
捨
て
人
と
し
て
の
隠
者
で
あ
る
と
見
倣
す
も
の
で
あ
り
､
実
際
に
は
僧
侶
と
し
て
現
世
の
社
会
秩
序
内
に
自
ら
を

位
置
づ
け
､
権
力
者
と
の
私
縁
関
係
を
尊
重
し
て
い
た
心
敬
の
生
き
方
は
決
し
て
遁
世
で
は
な
く
､
ま
た
明
確
な
歌
道
仏
道
一
如
観
に
立
つ
彼
に

は
内
部
的
遁
世
志
向
も
な
か
っ
た
､
と
す
る
見
解
も
､
最
近
に
な
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
｡
菅
基
久
子
｢
心
敬
の
遁
世
観
｣
官
本
文
芸
研
究
会
『
文

芸
研
究
』
t
二
二

平
1
)

を
参
照
｡

琵

『
荘
子
』
知
北
遊
篇
に
｢
是
以
不
過
乎
鬼
驚
不
遊
乎
大
虚
｡
⊥
是
を
以
て
塩
谷
に
過
ぎ
ら
ず
､
大
虚
に
遊
ば
ざ
る
な
り
｡
)
｣
と
あ
る
｡
｢
大

虚
｣
は
成
玄
英
の
説
で
｢
深
遠
幽
玄
な
理
法
す
な
わ
ち
道
｣
の
こ
と
｡
以
上
､
福
永
光
司
『
荘
子
(
外
篇
･
下
)

』
(
朝
日
新
聞
社

昭
5
3
､
朝

日
文
庫

中
国
古
典
選
ほ
)

に
依
る
｡

丞主要蛮

駒
澤
大
学
内
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
』

大
修
館
書
店

昭53｡

心
敬
は
､
こ
の
｢
心
地
｣
が
｢
正
路
｣
､
正
し
い
道
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
(
4
4
一
入
〇
)
｡

こ
の
点
は
道
元
の
次
の
よ
う
な
記
述
と
内
容
的
に
一
致
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
､
自
己
を
な
ら
ふ
也
｡
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
､
自
己
を
わ
す
る
～
な
り
｡
自
己
を
わ
す
る
～
と
い
ふ
は
､
方

法
に
証
せ
ら
る
ゝ
な
り
｡
(
『
正
法
眼
蔵
』
第
一
､
｢
現
成
公
案
｣
)

缶

お
そ
ら
く
心
敬
の
思
想
に
は
道
元
の
修
証
蒜
や
天
台
の
修
性
不
二
の
考
え
方
の
影
響
が
あ
ろ
う
｡
修
証
一
如
は
､
修
行
と
悟
り
と
は
一
つ
の
も

の
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
り
､
修
性
不
二
は
､
人
間
の
中
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
を
修
行
が
現
実
化
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
0
到
達

点
･
目
標
点
が
あ
ら
か
じ
め
自
己
の
外
部
に
設
定
さ
れ
て
あ
り
､
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
に
修
行
を
す
る
と
考
え
る
の
は
､
こ
う
し
た
思
想
に
よ

れ
ば
誤
り
と
な
る
｡


