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心
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と
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一

　

康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
か
ら
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
の
間
に
張
行
さ

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
落
葉
百
韻
』
は
、
本
能
寺
第
四
世
日
明
の
も
と
、
心

敬
が
宗
匠
と
し
て
臨
ん
だ
連
歌
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
付
合
が

あ
る（

１
）。

　
　

や
す
き
か
た
な
き
そ
は
の
か
け
は
し　
　
　
　
　
　

貞
興

鳥
も
居
ぬ
古
畑
山
の
木
は
枯
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

心
敬

こ
の
付
合
は
、
百
韻
の
中
で
は
、
二
折
裏
最
終
句
（
第
五
〇
句
）
と
三
折
表

第
一
句
（
第
五
一
句
）
に
あ
た
っ
て
い
る
。
心
敬
の
句
は
、
百
韻
の
後
半
の

始
発
の
句
で
あ
り
、
宗
匠
と
し
て
連
衆
の
句
作
の
新
た
な
展
開
を
促
す
た
め

に
配
慮
を
見
せ
る
べ
き
位
置
で
詠
ま
れ
た
句
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心

敬
の
句
は
、
細
く
続
く
崖
ぞ
い
の
道
を
詠
ん
だ
前
句
の
情
景
に
付
け
て
、
山

の
情
景
を
詠
み
出
し
て
詩
境
を
広
げ
、
鳥
、
畑
、
木
と
い
っ
た
次
句
の
作
句

の
き
っ
か
け
と
な
る
素
材
を
巧
み
に
加
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
心
敬
が
、
山
の
情
景
で
付
け
る
に
あ
た
っ
て
用
い
た
「
古
畑

（
山
）」「
鳥
」「
木
」
の
語
句
は
、
前
句
「
そ
は
」
と
合
わ
せ
て
、
有
名
な

西
行
歌
「
古
畑
の
そ
は
の
立
木
に
ゐ
る
鳩
の
友
呼
ぶ
声
の
す
ご
き
夕
暮
」

（
新
古
今
集
・
雑
中
・
一
六
七
六
）
を
意
識
さ
せ
る
。『
連
珠
合
璧
集
』
に

は
、
こ
の
西
行
歌
か
ら
つ
く
ら
れ
た
寄
合
「
鳩
ト
ア
ラ
バ
、
…
友
よ
ぶ　

そ

わ
の
た
つ
き
」「
そ
わ
ト
ア
ラ
バ
、
か
け
路
か
け
は
し　

は
た　

た
つ
木
」
が

あ
り（
２
）、
そ
こ
か
ら
考
え
て
も
、
心
敬
の
付
句
は
、
西
行
の
歌
を
本
歌
と
し
て

付
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
敬
の
句
と
同
様
に
、
西
行
歌
の

語
句
を
使
用
し
た
付
合
と
し
て
は
、
や
や
遅
れ
て
、
宗
祇
の
『
三
島
千
句
』

第
四
百
韻
、
三
折
表
の
第
二
、
三
句（

３
）

　
　

み
や
ま
が
く
れ
に
鳩
の
鳴
く
こ
ゑ

庵
む
す
ぶ
岨
の
古
畑
秋
暮
て

が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
宗
祇
の
付
合
と
、
心
敬
の
付
句
と
は
、
同
一
歌
を
背

景
と
し
た
作
句
で
は
あ
る
が
、
性
質
が
相
違
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
論
で
は
、『
落
葉
百
韻
』
第
五
一
句
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
心
敬
の

心
敬
と
本
歌
取

　
　
『
落
葉
百
韻
』
の
「
古
畑
山
」
の
付
句
か
ら　
　

伊　

藤　

伸　

江
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二

連
歌
に
お
け
る
本
歌
取
に
対
す
る
考
え
方
を
検
討
し
、
第
五
一
句
の
具
体
的

な
手
法
か
ら
、
心
敬
の
句
作
が
目
指
し
て
い
た
も
の
を
考
え
た
い
。

二

　

ま
ず
、『
落
葉
百
韻
』
の
付
合
を
検
討
す
る
。
貞
興
の
前
句
に
あ
る
「
そ

は
（
岨
）」
は
、
山
の
急
斜
面
。『
日
葡
辞
書
』
で
「Soua 

ソ
ワ
（
岨
）　

山

の
横
斜
面
」
（
４
）
と
注
し
、
ま
た
「Souano caqegiuo tçutai yuqu.

（
岨
の

路
を
伝
ひ
行
く
）
絶
壁
に
沿
っ
て
険
し
い
所
や
道
を
通
っ
て
行
く
。」
と

例
文
を
あ
げ
て
い
る
。「
か
け
は
し
（
梯
）」
は
、
板
を
さ
し
か
け
て
作
っ
た

斜
面
の
道
で
あ
り
、「
そ
は
の
か
け
は
し
（
岨
の
梯
）」
は
、
け
わ
し
い
斜
面

に
沿
っ
て
、
通
行
用
に
板
を
棚
の
よ
う
に
さ
し
か
け
て
作
っ
た
道
を
い
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
句
一
句
で
は
「
簡
単
に
す
す
め
る
よ
う
な
と
こ
ろ
の
な

い
、
急
斜
面
の
梯
の
道
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。

　

続
い
て
、
心
敬
の
句
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
句
の
「
そ

は
」
か
ら
西
行
歌
「
古
畑
の
そ
は
の
立
木
に
ゐ
る
鳩
の
友
呼
ぶ
声
の
す
ご
き

夕
暮
」（
新
古
今
集
・
雑
中
・
一
六
七
六
）
に
あ
る
語
句
「
古
畑
」「
木
」
を

呼
び
こ
ん
で
お
り
、
明
ら
か
に
西
行
歌
を
意
識
し
て
句
を
つ
く
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　

西
行
の
歌
の
「
古
畑
」
と
は
、『
新
古
今
集
』
の
古
注
で
は
「
久
シ
ク
作

リ
ナ
ド
モ
セ
ヌ
、
畑
ナ
ル
ベ
シ
。
ハ
タ
ト
ハ
、
山
ヲ
打
返
シ
テ
、
物
ヲ
ツ
ク

ル
ヲ
イ
フ
也
」（
京
大
図
書
館
本
新
古
今
注
）

（
５
）、「
つ
く
り
あ
ら
し
た
る
は
た

也
」（
甲
南
女
子
大
学
図
書
館
本
九
代
集
抄
）（
６
）
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
、
現
在

は
耕
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
山
畑
で
あ
る
。「
畑
」
と
は
、
屋
敷
や
垣
内

に
近
接
し
た
「
畠
」
と
は
意
味
が
相
違
し（

７
）、
原
生
林
を
焼
き
払
っ
た
後
、
灰

を
肥
料
に
し
て
そ
こ
を
畑
と
し
、
数
年
間
耕
作
し
た
後
に
、
ま
た
木
々
が
生

え
そ
ろ
う
ま
で
十
数
年
か
ら
数
十
年
も
放
置
す
る
、
そ
の
よ
う
な
作
業
で
つ

く
ら
れ
る
焼
畑
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
焼
畑
を
作
る
際
に
は
、
小
灌
木
は
切
り
倒
し
て
も
、
巨
木
は
倒
さ

ず
枝
の
み
を
打
ち
払
い
、
焼
き
払
う
ゆ
え
、
黒
こ
げ
と
な
っ
た
幹
の
み
の
枯

れ
木
が
そ
こ
こ
こ
に
残
る
と
い
う（

８
）。
そ
の
際
に
は
、
西
行
の
見
た
「
立
木
」

に
は
、「
急
斜
面
の
一
区
画
「
ふ
る
は
た
」
に
林
立
す
る
焼
け
焦
げ
の
木
（々
９
）」

が
混
じ
る
場
合
も
想
像
さ
れ
、
一
段
と
荒
涼
た
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
で
あ
ろ

う
。
急
斜
面
に
放
置
さ
れ
荒
れ
た
ま
ま
の
古
畑
に
、
残
さ
れ
て
立
っ
て
い
る

木
。
そ
の
木
に
、
焼
畑
の
作
物
を
荒
ら
す
害
鳥
で
あ
る
山
鳩）

10
（

も
今
は
所
在
な

げ
に
と
ま
っ
て
お
り
、
友
を
呼
ぶ
か
の
よ
う
に
真
に
寂
し
げ
に
鳴
い
て
い

る
、
そ
ん
な
夕
暮
れ
時
の
光
景
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、「
古
畑
」
と
い
う
語
は
、
連
歌
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

が
、
文
安
年
間
か
ら
見
い
だ
せ
、
畑
で
作
ら
れ
る
作
物
、
実
景
を
詠
み
込

み
、
耕
作
を
す
る
意
の
「
打
つ
」
を
入
れ
る
作
例
が
見
ら
れ
る
。「
よ
も
ぎ

も
あ
さ
も
ふ
か
き
夏
草
／
さ
と
ゝ
を
き
山
の
ふ
る
は
た
よ
も
う
た
じ
」（
文
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安
雪
千
句
第
八
百
韻
・
八
八
／
八
九
・
日
晟
／
行
助
））
11
（

や
、「
お
り
ゐ
る
と

り
の
あ
さ
る
ふ
る
畑
／
身
の
う
へ
を
う
ち
忘
る
れ
ば
お
ど
ろ
か
で
」（
行
助

句
集
・
一
八
八
九
／
一
八
九
〇
））

12
（

、
心
敬
に
も
「
風
う
ち
そ
よ
ぐ
山
の
か
た

は
ら
／
ふ
る
畑
に
た
て
る
か
れ
柴
散
や
ら
で
」（
吾
妻
辺
云
捨
・
五
五
五
／

五
五
六
））

13
（

等
が
あ
る
。
が
、『
太
閤
周
阿
百
番
連
歌
合
』
の
第
五
二
番
右
の

前
句
「
鳩
ふ
く
声
の
近
き
古
畑
」
が
や
や
西
行
歌
を
意
識
し
た
か
と
思
わ
れ

る）
14
（

以
外
、
西
行
歌
に
依
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
古
畑
」
の
作
例
は
、
心
敬
の
こ

の
句
ま
で
管
見
に
入
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、「
古
畑
山
」
は
、
和
歌
、
連
歌
を
通
じ
て
管
見
に
入
っ
た
の

は
、
心
敬
の
詠
む
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
焼
畑
の
様
を
表
わ
す
「
畑
焼

く
山
」
に
は
「
も
み
ぢ
葉
を
畑
焼
く
山
と
な
が
む
ら
ん
土
佐
の
と
わ
た
る
秋

の
舟
人
」（
草
根
集
・
渡
紅
葉
・
三
七
三
〇
）、「
嵐
吹
く
松
を
煙
に
あ
ら
は

し
て
畑
焼
く
山
や
蔦
の
も
み
ぢ
葉
」（
松
下
集
・
蔦
風
・
二
一
三
五
）
と
、

正
徹
や
正
広
に
、
紅
葉
を
畑
を
焼
く
火
に
た
と
え
る
歌
例
が
あ
っ
た
。
連
歌

に
お
い
て
も
宗
祇
に
「
お
く
山
ず
み
の
春
の
あ
は
れ
さ
／
そ
こ
と
な
く
峯
に

畑
や
く
火
は
見
え
て
」（
下
草
（
金
子
本
）・
八
九
五
／
八
九
六
））

15
（

と
い
う
句

が
あ
る
。
春
に
山
に
火
を
放
っ
て
焼
き
、
畑
と
す
る
様
、
ま
た
焼
か
れ
て
つ

く
ら
れ
た
畑
の
様
は
、
い
ず
れ
も
山
中
で
多
く
見
ら
れ
る
光
景
で
あ
り
、

「
古
畑
山
」
は
、
一
旦
畑
と
さ
れ
耕
作
さ
れ
た
斜
面
の
土
地
に
、
再
び
柴
や

茅
、
灌
木
な
ど
が
お
お
い
は
じ
め
荒
れ
た
様
を
見
せ
て
い
る
山
、
放
置
さ
れ

た
畑
に
よ
っ
て
、
遠
目
に
も
荒
れ
た
山
で
あ
ろ
う
。

　

従
っ
て
、
こ
の
付
合
は
、「
気
も
ゆ
る
め
ら
れ
な
い
、
け
わ
し
い
斜
面
の

梯
の
道
。
あ
た
り
は
し
ば
ら
く
耕
さ
れ
て
い
な
い
古
畑
で
、
そ
の
古
畑
が
斜

面
に
開
か
れ
た
山
は
、
木
は
枯
れ
は
て
た
姿
を
さ
ら
し
て
い
て
、
鳥
も
い
な

い
の
だ
。」
と
い
っ
た
意
味
と
な
る
。

　

こ
の
時
、
心
敬
の
句
は
、
西
行
歌
の
「
古
畑
」
か
ら
、「
古
畑
山
」
と
情

景
を
大
き
く
広
げ
て
い
る
。
西
行
歌
の
「
鳩
」
を
明
ら
か
に
思
わ
せ
る

「
鳥
」
を
出
し
な
が
ら
も
、「
鳥
」
と
一
般
化
し
、
さ
ら
に
鳥
の
姿
が
今
は

見
え
な
い
と
い
う
状
況
に
し
て
い
る
。
ま
た
西
行
歌
の
「
立
木
」
を
思
わ
せ

る
「
木
」
を
出
し
な
が
ら
も
、
そ
の
木
に
関
し
て
は
「
木
は
枯
れ
て
」
と
既

に
葉
を
落
と
し
て
枯
れ
木
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
詠
み
入
れ
て
い

る
。
も
と
の
光
景
か
ら
大
き
く
広
げ
、
俯
瞰
し
た
景
と
、
そ
の
情
景
に
至
る

ま
で
に
そ
こ
に
流
れ
た
長
い
時
間
を
思
わ
せ
る
鳥
や
木
の
様
。
喪
失
や
不
在

と
い
う
、
本
歌
に
起
こ
っ
た
新
た
な
状
況
を
感
じ
さ
せ
る
句
を
心
敬
は
つ
く

り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
付
合
で
、『
落
葉
百
韻
』
の
心
敬
句
以
外
に
、
明
ら
か
に
西

行
の
『
新
古
今
集
』
一
六
七
六
歌
か
ら
の
本
歌
取
を
し
た
と
見
ら
れ
る
の

は
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、『
熊
野
千
句
』
第
四
百
韻
第
八
八
、
八
九
句）

16
（

　
　

古
は
た
作
る
木
曽
の
山
里　
　
　
　

鶴
丸

五
月
雨
に
岨
の
棧
朽
そ
ひ
ぬ　
　
　
　
　

宗
怡
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四

と
、
先
に
出
し
た
宗
祇
の
『
三
島
千
句
』
第
四
百
韻
第
五
二
句
、
五
三
句

　
　

み
や
ま
が
く
れ
に
鳩
の
鳴
く
こ
ゑ

庵
む
す
ぶ
岨
の
古
畑
秋
暮
て

の
み
で
あ
る
。『
熊
野
千
句
』
は
、「
古
畑
」
と
「
岨
」
の
寄
合
と
、
や
は
り

西
行
の
和
歌
「
波
と
見
ゆ
る
雪
を
わ
け
て
ぞ
こ
ぎ
渡
る
き
そ
の
か
け
は
し
そ

こ
も
見
え
ね
ば
」（
山
家
集
・
雑
・
一
四
三
二
）
か
ら
寄
合
と
な
っ
た
、「
木

曽
」
と
「
か
け
は
し
」
の
二
組
の
語
句
で
付
け
て
お
り
、
付
合
と
し
て
は
、

西
行
の
古
畑
の
歌
の
情
景
か
ら
は
離
れ
て
い
く
。
ま
た
、
宗
祇
の
場
合
、

「
鳩
の
鳴
く
こ
ゑ
」
に
、「
岨
」「
古
畑
」「
暮
れ
」
と
、
西
行
歌
の
内
容
か

ら
語
句
を
素
直
に
ち
り
ば
め
た
形
で
あ
る
。
心
敬
以
外
の
同
時
期
の
連
歌
作

者
た
ち
は
、「
鳥
も
居
ぬ
」「
木
は
枯
れ
て
」
と
、
西
行
歌
の
様
子
を
さ
ら
に

つ
き
進
め
た
よ
う
な
状
況
を
句
の
情
景
に
し
て
い
く
と
い
う
発
想
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。三

　

心
敬
は
、
連
歌
の
勉
学
に
あ
た
り
、
和
歌
を
同
時
に
学
ぶ
こ
と
を
強
く
求

め
た
。
心
敬
の
考
え
を
、
彼
が
門
人
た
ち
に
あ
て
た
連
歌
指
導
書
か
ら
見
て

み
よ
う
。

　

ま
ず
、『
所
々
返
答
』
第
二
状
で
は
、
次
の
よ
う
に
和
歌
を
学
ぶ
こ
と
の

利
点
を
述
べ
る
。

歌
に
は
、
歌
は
だ
と
て
、
此
事
肝
要
至
極
の
用
心
な
る
歟
。
連
歌
師
は

心
に
さ
の
み
か
け
侍
ら
ず
や
。
い
か
計
お
も
し
ろ
く
利
根
の
好
士
も
、

さ
め
は
だ
に
ふ
し
く
れ
だ
ち
て
、
く
ど
き
た
て
た
る
結
構
物
、
お
ほ
く

見
え
侍
歟
。
は
だ
美
し
く
て
、
常
の
句
の
し
み
〴
〵
と
し
た
る
、
大
切

の
好
士
に
や
。
其
上
に
、
文
曲
冷
え
や
せ
た
る
は
、
い
は
ぬ
最
尊
の
事

な
る
や
。
古
賢
の
秀
逸
と
い
へ
る
は
、
み
な
一
ふ
し
に
言
ひ
流
し
た
る

物
也
。
結
構
の
物
、
杣
山
の
手
斧
目
の
残
り
た
る
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

大
む
ね
、
世
間
の
先
達
に
な
り
給
は
ん
好
士
は
、
歌
を
な
ら
べ
て
修
行

稽
古
あ
る
べ
き
事
か
。
歌
の
方
欠
け
侍
て
は
、
か
た
く
な
な
る
事
お
ほ

く
、
た
け
・
し
な
の
か
た
を
く
れ
侍
る
べ
く
哉
。
さ
れ
ば
、
救
済
法
師

は
藤
谷
黄
門
の
為
相
卿
の
弟
子
と
い
へ
り
。
梵
灯
庵
主
、
為
秀
卿
弟
子

と
な
り
。

和
歌
に
は
独
特
の
な
め
ら
か
な
表
現
が
あ
り
、
そ
の
特
有
な
肌
合
い
を
マ
ス

タ
ー
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
、
肌
合
い
が
き
め
こ
ま
か
く
な
め
ら
か

で
、
普
通
に
詠
ん
だ
句
で
し
み
じ
み
し
た
味
わ
い
が
あ
る
句
を
詠
む
の
が
、

上
手
な
連
歌
作
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
引
き
締
ま
っ
て
深
い
情
趣
を
た
た
え
た

句
な
ら
ば
、
言
う
ま
で
も
な
く
最
高
の
句
で
あ
る
。
昔
の
作
者
の
優
れ
た
句

と
は
、（
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
つ
め
こ
ん
で
う
る
さ
く
せ
ず
）
一
つ
の
こ
と

だ
け
で
引
き
締
ま
っ
た
詠
み
方
の
句
で
あ
り
、
そ
う
し
た
秀
句
は
歌
の
修
行

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
丁
寧
に
説
い
て
い
る
。
そ
の
際
、
著
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名
な
連
歌
師
の
和
歌
の
師
と
し
て
冷
泉
家
の
歌
人
を
あ
げ
て
お
り
、
和
歌
を

正
徹
に
学
ん
だ
心
敬
の
立
場
が
理
解
し
う
る
。

　

ま
た
、『
所
々
返
答
』
第
一
状
に
、
学
ぶ
べ
き
歌
、
歌
書
を
弟
子
に
示
し

て
い
る
。

古
人
秀
歌
ど
も
、
古
今
集
・
新
古
今
集
な
ど
の
内
の
名
歌
の
姿
、
自

讃
・
三
体
な
ど
、
言
葉
面
影
を
日
夜
む
ね
に
工
夫
な
く
て
は
、
ま
こ
と

の
歌
連
歌
の
こ
と
は
り
・
姿
・
眼
を
ば
悟
り
が
た
く
哉
。
こ
れ
ら
の
庭

訓
、
清
岩
和
尚
毎
々
申
給
へ
る
事
也
。

正
徹
の
教
え
と
し
て
、『
古
今
集
』、『
新
古
今
集
』、『
自
讃
歌
』、『
三
体
和

歌
』
な
ど
に
お
さ
め
ら
れ
た
名
歌
を
学
ば
ね
ば
、
和
歌
も
連
歌
も
そ
の
筋
道

や
姿
、
眼
目
の
理
解
が
か
な
わ
な
い
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
や
は
り
冷
泉
流

の
歌
学
を
伝
え
て
い
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、『
所
々
返
答
』
第
二
状
で
は
、
頓
阿
の
言
葉
を
引
用
す
る
形

で
、
万
葉
集
か
ら
三
代
集
ま
で
の
勅
撰
集
に
関
し
て
は
、「
聖
人
の
糟
粕
」

と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

清
岩
和
尚
、
尤
冷
泉
家
の
随
一
末
葉
な
れ
ど
も
、「
わ
れ
は
い
づ
れ
も

う
る
さ
く
侍
り
。
く
だ
り
は
て
た
る
家
を
ば
尊
ま
ず
。
た
だ
俊
成
・
定

家
の
む
ね
の
う
ち
を
学
び
侍
る
」
と
つ
ね
に
語
り
給
へ
る
、
か
し
こ
く

あ
り
が
た
く
こ
そ
覚
侍
れ
。
頓
阿
法
師
な
ど
も
ね
ん
ご
ろ
に
注
し
残
て

云
、「
万
葉
三
代
集
は
聖
人
の
糟
粕
な
り
。
い
た
づ
ら
に
心
を
尽
く
す

べ
か
ら
ず
。
た
だ
歌
は
節
物
の
雲
風
草
木
に
む
か
ひ
、
眼
前
の
心
を
動

か
さ
ば
、
か
な
ら
ず
道
に
い
た
る
べ
し
」
と
い
へ
る
、
お
な
じ
心
に
こ

そ
。
了
俊
注
し
を
き
侍
る
に
も
、「
此
道
は
、
い
か
さ
ま
に
も
人
を
へ

つ
ら
ひ
侍
ら
ん
心
の
あ
ら
ん
好
士
は
、
生
々
世
々
に
も
い
た
る
べ
か
ら

ず
。
人
丸
・
赤
人
に
も
越
べ
し
と
心
を
ば
も
ち
侍
べ
し
と
。
努
々
古
人

の
か
す
は
き
を
な
む
る
こ
と
な
か
れ
」
な
ど
い
ひ
給
へ
り
。
此
三
賢
た

ち
の
心
ざ
し
、
ま
こ
と
に
衆
鳥
同
林
に
あ
そ
ぶ
心
に
ひ
と
し
。

心
敬
は
、
正
徹
・
頓
阿
・
了
俊
を
「
三
賢
」
と
く
く
っ
て
持
ち
出
し
、
そ
の

中
で
『
万
葉
集
』
と
三
代
集
を
低
く
評
価
し
て
い
る
。
正
徹
の
独
自
の
歌
道

に
対
す
る
姿
勢
、
了
俊
の
自
覚
的
な
作
歌
姿
勢
（『
落
書
露
顕
』
の
言
葉
に

よ
る
）
を
前
後
に
語
り
、
正
徹
と
同
一
の
姿
勢
を
頓
阿
も
持
っ
て
い
る
と
語

る
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、『
私
用
抄
』
で
も
、
連
歌
の
学
習
に
関
し
「
ひ
と
へ
に
、
眼
を

と
ぢ
頭
を
か
た
ぶ
け
、
胸
の
う
ち
の
工
夫
の
上
な
る
べ
し
」
と
述
べ
、
頓
阿

の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
引
用
す
る
。

頓
阿
法
師
、
愚
問
賢
注
と
や
ら
ん
に
も
、
万
葉
・
三
代
集
は
古
人
の
糟

粕
、
努
々
心
を
つ
や
す
べ
か
ら
ず
。
た
だ
、
節
物
に
む
か
ひ
て
心
ひ
と

つ
に
て
作
侍
る
も
の
と
い
へ
る
、
か
し
こ
く
は
づ
か
し
く
哉
。
げ
に

も
、
作
を
案
じ
侍
る
に
、
他
人
の
才
智
一
塵
も
む
ね
に
残
り
て
は
、
出

で
こ
ぬ
道
也
。
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六

だ
が
、
こ
れ
ら
の
頓
阿
の
言
葉
、
万
葉
か
ら
三
代
集
が
「
聖
人
の
糟
粕
」

「
古
人
の
糟
粕
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、『
愚
問
賢
注
』
の
、
二
条
良
基

か
ら
発
せ
ら
れ
た
第
一
番
目
の
問
い
で
、「
或
人
云
」「
難
云
」
と
対
比
し
て

述
べ
ら
れ
た
、
和
歌
に
関
す
る
二
つ
の
態
度
の
う
ち
の
一
つ
に
見
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た）

17
（

。

或
人
云
、
哥
は
人
物
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
る
さ
き
よ
り
其
旨
存
せ
り
と

い
へ
ど
も
、
二
儀
あ
ひ
わ
か
れ
て
六
義
又
お
こ
れ
り
。
情
、
中
に
う
ご

き
、
言
、
外
に
あ
ら
は
る
。
さ
れ
ば
花
に
な
く
鴬
、
水
に
す
む
蛙
の
こ

ゑ
ま
で
も
哥
謡
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
物
に
ふ
れ
て
情
性
を
吟

詠
す
る
外
に
別
の
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
万
葉
三
代
集
以
下
み
な
聖
人
の

糟
粕
な
り
。
た
ゞ
風
雲
草
木
に
対
し
て
眼
前
の
風
景
を
あ
り
の
ま
ゝ
に

詠
ず
れ
ば
、
を
の
づ
か
ら
発
明
の
期
あ
る
べ
し
。
い
た
づ
ら
に
古
語
を

か
り
旧
典
を
学
事
な
か
れ
。
万
葉
猶
軌
範
と
す
る
に
た
ら
ず
。
い
は
む

や
三
代
集
以
下
、
其
実
お
ち
て
其
花
の
み
の
こ
れ
り
。
真
実
胸
中
よ
り

あ
た
ら
し
き
風
情
を
め
ぐ
ら
し
て
あ
り
の
ま
ゝ
に
詠
ず
べ
き
也
。

「
難
云
」
の
方
は
、
和
歌
は
「
た
ゞ
中
に
う
ご
く
情
を
い
ひ
出
せ
る
に
は
あ

ら
ず
」
と
し
、「
万
葉
の
古
語
も
三
代
集
の
艶
言
も
ひ
ろ
く
学
て
俗
言
俗
態

を
さ
る
べ
き
な
り
」
と
の
意
見
で
あ
り
、「
此
両
篇
、
い
づ
れ
を
是
と
す
べ

き
を
や
」
と
問
わ
れ
た
頓
阿
は
、『
愚
問
賢
注
』
の
答
え
で
は
、「
難
の
心
尤

正
義
に
か
な
へ
る
に
や
」
と
「
或
人
云
」
の
考
え
を
し
り
ぞ
け
、
万
葉
、
三

代
集
の
言
葉
を
学
び
使
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る）

18
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心

敬
は
、『
新
古
今
集
』
の
歌
人
、
和
歌
を
高
く
評
価
す
る
正
徹
の
教
え
に
ひ

き
つ
け
て
、「
或
人
云
」
の
見
解
を
頓
阿
の
意
見
と
し
て
肯
定
し
て
使
い
、

万
葉
、
三
代
集
に
「
心
を
つ
や
す
べ
か
ら
ず
」
と
の
主
張
に
つ
な
げ
て
た
め

ら
わ
な
い
。
二
条
派
の
重
鎮
頓
阿
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
連
歌
の
弟
子
た
ち

へ
の
頓
阿
の
名
声
の
浸
透
ぶ
り
を
勘
案
し
て
、
自
ら
の
教
え
の
効
果
の
増
強

を
ね
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、『
愚
問
賢
注
』
を
「
愚
問
賢

注
と
や
ら
ん
」
と
軽
く
扱
い
、
そ
れ
を
意
識
的
に
読
み
違
え
る
態
度
に
、
心

敬
の
立
場
を
見
る
。『
愚
問
賢
注
』
の
「
或
人
云
」「
難
云
」
と
い
う
二
つ
の

態
度
は
、
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
冷
泉
家
の
考
え
と
二
条
家
の
考
え
を
代
表
す
る

と
読
み
取
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る）

19
（

が
、
は
や
く
心
敬
は
「
或
人
云
」
の

主
張
を
冷
泉
派
の
正
徹
の
考
え
と
同
様
と
見
な
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
心
敬
は
、
頓
阿
の
発
言
を
ね
じ
ま
げ
、
万
葉
、
三
代
集
を
低
く
評

価
す
る
の
み
な
ら
ず
、『
私
用
抄
』
で
は
、

定
家
云
、「
三
代
集
に
（
き
）
は
め
て
ゑ
せ
歌
お
ほ
し
」
と
の
給
へ

り
。
八
雲
抄
な
ど
に
も
、
其
代
々
の
名
匠
を
出
だ
し
給
へ
る
に
、
一
人

二
人
ば
か
り
な
り
。

と
も
記
し
、
藤
原
定
家
（
定
家
の
発
言
の
部
分
は
お
そ
ら
く
『
桐
火
桶
』
の

記
述
に
よ
る）

20
（

）
も
順
徳
院
も
三
代
集
を
評
価
し
て
お
ら
ず
、
三
代
集
に
よ
い

歌
、
よ
い
歌
人
は
少
な
い
と
述
べ
る
こ
と
で
、
三
代
集
を
低
く
見
る
考
え
を
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補
強
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
歌
の
詠
み
方
に
関
し
て
は
、「
心
は
新
し
き
を
先
と
す
。
人
の

未
だ
詠
ぜ
ざ
る
心
を
求
め
て
、
こ
れ
を
詠
ず
。
詞
は
古
き
を
求
め
て
用
ゐ
る

べ
し
。
詞
は
三
代
集
を
出
づ
べ
か
ら
ず
。」（『
詠
歌
大
概
）
21
（』）
が
と
り
わ
け
二

条
派
に
尊
重
さ
れ
た
が
、
心
敬
は
、
無
批
判
に
撰
集
の
歌
言
葉
を
取
る
こ
と

に
対
し
、
独
自
の
立
場
に
立
っ
て
お
り）

22
（

、
き
び
し
い
批
判
を
な
し
て
い
る
。

例
え
ば
、『
ひ
と
り
ご
と
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
、『
古
今
集
』
な
ど
の
代
々

の
集
の
歌
が
必
ず
し
も
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
戒
め
、
上
古
の
歌
か

ら
考
え
も
な
く
言
葉
を
取
り
、
取
捨
選
択
も
せ
ず
学
ぼ
う
と
す
る
風
潮
に
対

し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。

か
た
へ
の
好
士
た
ち
、
い
か
ば
か
り
拙
き
言
葉
を
も
、
代
々
集
に
あ

り
、
古
人
の
本
歌
と
て
、
用
心
な
く
あ
ら
〳
〵
敷
こ
と
（
ど
）
も
云
ひ

散
ら
し
侍
る
、
い
さ
さ
か
用
捨
有
べ
く
や
。
代
々
集
に
も
、
ゑ
せ
歌
ど

も
入
侍
ら
で
は
か
な
は
ぬ
な
ら
ひ
也
。
こ
と
に
上
臈
・
権
門
た
ち
、
数

を
知
ら
ず
入
給
へ
ば
、
其
内
に
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
、
な
ま
〳
〵
し
く
あ
ら

〳
〵
し
き
歌
も
お
ほ
か
る
べ
く
哉
。
古
今
集
な
ど
さ
へ
秀
歌
の
み
に
は

あ
ら
ず
と
い
へ
り
。
い
に
し
へ
よ
り
、
代
々
つ
ぎ
さ
ま
の
歌
ど
も
入
れ

侍
り
。
撰
者
の
越
度
に
は
有
べ
か
ら
ず
と
也
。
又
、
証
歌
な
ど
に
は
い

か
ば
か
り
の
歌
ど
も
（
も
）
た
つ
べ
く
哉
。
偏
（
に
）
学
ば
ん
事
は
、

用
捨
な
く
て
は
無
念
の
事
侍
る
べ
し
と
也
。
神
代
・
万
葉
集
な
ど
の
歌

ど
も
、
注
こ
と
は
り
先
達
に
尋
ね
あ
き
ら
め
て
学
ぶ
べ
し
と
也
。
上
古

は
代
も
あ
が
り
人
の
心
も
す
な
ほ
に
て
、
今
の
世
の
く
だ
り
果
て
た
る

に
は
合
は
ぬ
こ
と
の
み
多
か
る
べ
し
。

「
上
古
は
」
以
下
の
一
文
は
、「
萬
葉
は
げ
に
世
も
上
り
、
人
の
心
も
ま
し

て
此
世
に
は
学
ぶ
と
も
及
べ
か
ら
ず
」（『
毎
月
抄
』）
に
よ
る）

23
（

。
心
敬
は

『
さ
さ
め
ご
と
』
に
お
い
て
、
見
る
べ
き
歌
書
と
し
て
、『
八
雲
御
抄
』）

24
（

か

ら
「
万
葉
集
、
三
代
集
、
伊
勢
物
語
」
を
、
俊
成
の
言
か
ら
「
源
氏
・
狭

衣
」
を
あ
げ
た
。
さ
ら
に
『
万
葉
集
』
に
関
し
て
は
、「
寛
平
已
往
の
歌
に

心
を
か
け
侍
ら
ば
、
な
で
う
道
に
い
た
ら
ざ
ら
ん
」
と
の
『
近
代
秀
歌
』
の

定
家
の
発
言
を
あ
げ
、
こ
の
「
寛
平
已
往
の
歌
」
は
「
万
葉
集
の
こ
と
也
」

と
言
う）

25
（

。
歌
書
と
し
て
の
『
万
葉
集
』
自
体
は
評
価
す
べ
き
書
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
り
、
学
習
者
側
に
歌
の
選
択
を
強
く
求
め
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
万
葉
、
三
代
集
を
盲
信
す
る
こ
と
を
警
戒
す
る
姿
勢

か
ら
、
古
歌
を
発
想
の
原
点
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
本
歌
取
に
お
い

て
、
使
用
で
き
る
本
歌
を
峻
別
す
る
姿
勢
も
生
み
出
さ
れ
て
く
る
。

　

加
え
て
、
一
般
に
本
歌
取
は
「
わ
れ
と
め
づ
ら
し
う
よ
み
た
ら
ん
に
は
、

猶
お
と
る
べ
く
や
」（『
八
雲
御
抄
』）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
歌
取
の

詳
細
な
説
明
で
一
章
（
巻
二
「
取
本
歌
事
」）
を
立
て
る
『
井
蛙
抄
』）

26
（

で
も
、

『
八
雲
御
抄
』
に
な
ら
い
、
そ
の
言
葉
を
引
い
て
「
わ
ざ
と
め
か
し
く
み
ゝ

に
立
て
、
是
を
と
り
た
る
を
せ
ん
に
て
、
我
心
も
詞
も
な
き
、
返
ゝ
此
道
の
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八

魔
な
り
。」
と
、
本
歌
を
取
っ
て
く
る
こ
と
だ
け
に
終
始
し
、
自
分
の
思
い

も
言
葉
も
な
い
歌
を
厳
し
く
戒
め
て
い
た
。
ま
し
て
「
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
使
と
い
へ
り
。
げ
に
も
只
今
消
え
侍
ら
ん

此
身
の
不
思
儀
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
跋
文
』）
と
歌
道
に
つ
い
て
述
べ
る
心
敬

の
立
場
で
は
、
ま
ず
自
ら
の
心
の
思
い
が
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
歌
取
は
推

奨
さ
れ
る
べ
き
手
法
と
は
な
り
え
な
い
。

　

『
私
用
抄
』
も
ま
た
、「
胸
の
う
ち
の
工
夫
」
を
重
視
す
る
態
度
か
ら
、

又
、
人
ご
と
に
あ
ま
り
に
上
古
を
怖
ぢ
お
そ
れ
侍
る
程
に
、
を
の
が
智

を
失
へ
る
事
侍
る
歟
。
已
往
の
古
人
に
、
き
は
め
て
仏
道
に
も
諸
道
に

も
悟
り
の
よ
こ
し
ま
な
る
お
ほ
か
る
べ
し
。（
中
略
）
大
む
ね
、
あ
ま

り
に
上
代
の
歌
な
ど
を
ば
、
本
歌
・
支
証
の
才
智
に
稽
古
と
覚
悟
す
べ

く
哉
。

と
述
べ
る
。
心
敬
は
『
岩
橋
跋
文
』
で
「
三
代
集
の
比
ま
で
は
い
ま
だ
上

代
」
と
考
え
て
お
り
、『
私
用
抄
』
で
は
、
こ
の
頃
ま
で
の
時
代
の
歌
は
本

歌
・
支
証
に
用
い
る
た
め
に
覚
え
る
べ
き
も
の
だ
と
限
定
さ
え
す
る
。
こ
れ

は
上
古
の
歌
を
自
ら
の
独
創
で
つ
く
り
だ
し
た
歌
よ
り
も
低
く
見
、
悪
い
歌

も
多
い
か
ら
こ
そ
、
上
古
の
歌
は
単
に
本
歌
取
を
為
す
時
の
知
識
と
し
て
覚

え
て
お
け
ば
よ
い
と
言
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
歌
取
の
際
に

は
使
う
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
歌
を
盲
信
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
の
姿
勢
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
『
所
々
返
答
』
第
三
状
で
も
、

定
家
卿
云
、「
堀
川
院
辺
好
士
、
言
葉
心
つ
た
な
く
い
や
し
く
侍
る
」

と
の
給
へ
り
。

と
定
家
の
言
葉
を
使
い
、『
堀
河
百
首
』
の
頃
の
歌
人
の
歌
を
批
判
し
た
。

万
葉
、
三
代
集
の
み
な
ら
ず
、
源
俊
頼）
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に
代
表
さ
れ
る
『
堀
河
百
首
』
の
頃

の
時
代
ま
で
広
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、
和
歌
に
お
け
る
本
歌
取
の
範
囲
を
見
る
と
、『
愚
問
賢
注
』
の

頓
阿
の
答
え
で
は
、
勅
撰
集
は
『
後
拾
遺
集
』
ま
で
、
有
名
な
古
歌
な
ら

『
堀
河
百
首
』
も
取
っ
て
よ
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
、『
井
蛙
抄
』
で
「
近

代
、
俊
頼
歌
な
ど
は
や
う
〳
〵
と
る
事
に
な
り
に
た
り
。
そ
れ
も
猶
ち
か
き

歌
を
取
に
に
た
り
。
歌
を
と
ら
む
に
は
、
な
を
ふ
る
き
歌
を
と
る
べ
き
な

り
」
と
『
八
雲
御
抄
』
の
発
言
を
引
き
、『
堀
河
百
首
』
作
者
以
降
へ
の
範

囲
の
拡
張
は
考
え
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
条
良
基
の
態
度
は
よ
り

自
由
で
あ
り
、『
近
来
風
躰
』）
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で
は
「
本
歌
に
は
堀
河
院
百
首
の
作
者
ま
で

を
と
る
な
り
」
と
し
な
が
ら
も
、「
い
ま
は
金
葉
・
詞
花
・
千
載
・
新
古
今

な
ど
を
と
り
た
ら
む
は
な
に
か
く
る
し
か
る
べ
き
」
と
、『
新
古
今
集
』
ま

で
取
っ
て
よ
い
と
考
え
て
お
り
、
連
歌
も
や
は
り
『
新
古
今
集
』
ま
で
取
っ

て
よ
い
と
示
し
た
。
だ
が
、『
正
徹
物
語
』）
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に
よ
れ
ば
、
正
徹
は
、
和
歌
に
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は
「
堀
河
院
百
首
の
作
者
の
外
も
、
其
時
の
人
の
哥
を
ば
、
皆
本
歌
に
取
べ

き
也
」
と
し
、
西
行
も
堀
河
院
の
時
代
か
ら
の
歌
人
と
考
え
、
西
行
の
歌
も

本
歌
に
取
っ
て
よ
い
と
い
う
形
で
の
、『
堀
河
百
首
』
の
時
点
を
意
識
し
た

線
引
き
を
し
て
い
る
。
や
は
り
、
本
歌
取
と
は
、『
堀
河
百
首
』
ま
で
の
古

歌
を
本
歌
に
取
る
べ
き
と
い
う
前
提
の
あ
る
技
法
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
二

条
派
の
意
識
の
中
で
は
、
よ
り
古
い
時
代
の
歌
が
本
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ

れ
る
技
法
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
心
敬
の
指
導
書
の
記
述
は
、
上
古

の
歌
一
辺
倒
に
盲
信
す
る
姿
勢
を
一
貫
し
て
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
思
え
ば
、
本
歌
取
を
連
歌
に
適
用
す
る
と
し
て
も
、
心
敬
は
積
極
的
に
推

奨
、
指
導
す
る
と
い
う
立
場
に
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
心
敬
は
、
連
歌
の
本
歌
取
に
関
し
、
ほ
と
ん
ど
記
述
を
残
し
て
い

な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
本
歌
取
と
い
う
手
法
に
否
定
的
な
意
識
か
ら
で
あ

っ
た
こ
と
は
、『
心
敬
法
印
庭
訓
』
で
、
心
敬
の
教
え
と
し
て
兼
載
が
述
べ

た
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

一
、
歌
に
も
連
歌
に
も
本
歌
を
と
る
事
好
む
べ
か
ら
ず
。
か
な
は
ぬ

也
。
又
を
の
づ
か
ら
よ
く
寄
り
来
た
る
所
に
て
は
よ
ろ
し
。
そ
の
歌
の

面
影
う
か
ぶ
は
い
か
に
も
お
も
し
ろ
し
。
い
づ
れ
に
も
世
に
あ
る
ほ
ど

の
事
、
歌
に
て
も
古
事
に
て
も
、
又
万
葉
・
伊
勢
物
語
・
源
氏
・
狭
衣

な
ど
を
も
よ
く
〳
〵
見
心
得
べ
し
。
さ
て
、
そ
れ
を
毎
々
取
り
出
だ
す

こ
と
は
見
ぐ
る
し
。
見
ぐ
る
し
と
て
知
ら
ぬ
は
無
下
也
。
俊
成
卿
六
百

番
に
も
、「
源
氏
見
ざ
ら
む
歌
人
無
下
の
こ
と
な
る
べ
し
」
と
申
さ
れ

し
。

心
敬
は
、
和
歌
に
お
い
て
も
連
歌
に
お
い
て
も
、
本
歌
取
は
効
果
が
得
ら
れ

な
い
と
し
て
否
定
的
で
あ
る
。「
か
な
は
ぬ
也
」
に
は
、
一
般
の
連
歌
作
者

風
情
で
は
、
ど
う
せ
う
ま
く
取
れ
は
し
な
い
の
だ
と
い
う
厳
し
い
口
吻
す
ら

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
基
本
的
な
立
場
は
本
歌
取
に
は
賛
成

し
か
ね
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
自
然
と
境
地
が
似
通
い
、
本
歌
の

面
影
が
新
た
な
歌
や
句
に
添
う
て
浮
か
ぶ
よ
う
な
創
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
お
も
し
ろ
い
と
評
価
し
て
い
る
。『
さ
さ
め
ご
と
』
で
の
言
及
同
様
、

『
万
葉
集
』
も
「
面
影
う
か
ぶ
」
歌
や
句
を
作
る
た
め
に
学
ぶ
の
は
結
構
と

考
え
て
い
る
。
だ
が
本
歌
取
の
手
法
を
マ
ス
タ
ー
す
る
た
め
の
基
本
的
な
勉

学
は
推
奨
し
つ
つ
も
、
決
し
て
手
法
と
し
て
は
好
ん
で
勧
め
て
は
い
な
い
様

子
が
見
て
と
れ
よ
う
。

四

　

そ
れ
で
は
、『
落
葉
百
韻
』
の
第
五
一
句
は
、
ど
の
よ
う
な
発
想
か
ら
付

け
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

西
行
の
歌
に
は
「
す
ご
し
」
と
い
う
形
容
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
語

は
、
急
斜
面
の
古
畑
に
あ
る
立
木
に
止
ま
っ
て
い
る
鳩
が
、
友
を
呼
ん
で
鳴

い
て
い
る
声
、
そ
し
て
そ
の
声
が
聞
え
る
夕
暮
れ
時
の
雰
囲
気
全
体
を
表
現
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一
〇

す
る
、
一
首
内
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
語
で
あ
る
が
、「
す
ご
し
」
は
、

西
行
の
歌
に
五
例
見
ら
れ
る
以
外
に
は
、
和
泉
式
部
の
歌
「
秋
風
は
す
ご
く

吹
く
と
も
葛
の
葉
の
う
ら
み
が
ほ
に
は
み
え
じ
と
ぞ
お
も
ふ
」（
新
古
今

集
・
雑
下
・
一
八
二
一
）
と
、
慈
円
の
歌
に
二
例
見
ら
れ
る
程
度
の
、
和
歌

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
稀
な
語
で
あ
る
。

　

「
す
ご
し
」
は
、
は
や
く
平
安
期
か
ら
、
風
情
あ
る
風
の
音
や
、
楽
器
や

虫
の
音
、
鳥
や
鹿
の
声
、
読
経
の
声
、
水
の
音
、
人
里
は
な
れ
た
住
居
や
空

の
様
子
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
て
お
り
、
季
節
は
秋
も
し
く
は
冬
、
時
刻
は
明

け
方
や
夕
暮
れ
に
使
用
さ
れ
る
語
句
で
あ
っ
た）
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。
心
敬
と
同
時
期
に
お
い
て

も
、
正
徹
の
『
源
氏
一
滴
集
』
が
、「
言
は
ん
方
な
き
す
ご
き
言
の
葉
」
と

い
う
帚
木
の
巻
の
「
す
ご
し
」
の
用
例
に
対
し
、「
す
ご
き　

寂
寞
心
ホ
ソ

キ
コ
ト
ヲ
云
也
」
と
注
し
て
お
り）

31
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、
こ
の
語
の
主
た
る
意
味
合
い
は
言
い
よ

う
も
な
い
ほ
ど
の
寂
し
さ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　

連
歌
に
お
い
て
は
、『
看
聞
日
記
』
紙
背
に
書
き
留
め
ら
れ
た
伏
見
宮
家

の
連
歌）
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に
集
中
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、「
秋
の
か
ご
と
か
す
ご
き

夕
ぐ
れ
／
も
る
こ
ろ
の
山
田
に
と
を
き
鹿
な
き
て
」（
応
永
廿
年
二
月
一
一

日
唐
何
百
韻
・
一
四
／
一
五
・
庭
田
重
有
／
無
記
名
）、「
旧
里
の
庭
も
野
ら

な
る
萩
ち
り
て
／
山
か
げ
す
ご
き
秋
の
く
れ
か
た
」（
同
百
韻
・
四
一
／
四

二
・
綾
小
路
資
興
／
治
仁
王
）
の
よ
う
に
、
同
一
の
百
韻
で
二
度
用
い
ら
れ

た
用
例
や
、「
所
が
ら
月
も
う
き
世
に
須
間
の
里
／
あ
か
し
の
う
ら
も
す
ご

き
秋
風
」（
応
永
二
八
年
二
月
廿
五
日
何
船
百
韻
・
四
一
／
四
二
・
無
記
名

／
禅
啓
）、「
罪
な
く
は
心
の
月
の
晴
や
せ
ん
／
高
野
の
寺
の
す
ご
き
松
風
」

（
応
永
三
二
年
一
二
月
一
一
日
何
路
百
韻
・
五
九
／
六
〇
・
善
喜
／
庭
田
重

有
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
詠
み
方
と
し
て
は
、
秋
の
夕
暮
れ
、
秋
の
風
、

鹿
の
音
な
ど
に
「
す
ご
き
」
を
用
い
、
心
細
い
、
ひ
ど
く
寂
し
い
様
を
表
現

し
て
い
た
。

　

続
い
て
は
、
心
敬
と
行
助
の
句
の
前
句
に
見
ら
れ
る
が
、
中
で
も
、『
竹

林
抄
』
に
二
例
、
い
ず
れ
も
心
敬
の
句
の
前
句
と
し
て
、
こ
の
語
が
同
一
の

形
（「
す
ご
き
秋
風
」）
で
入
り
、
荒
涼
た
る
寂
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
も
の

が
あ
る）
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。

　
　

吹
き
と
し
吹
く
は
す
ご
き
秋
風

枯
る
ゝ
野
の
一
む
ら
薄
ひ
と
つ
松　
　

 

心
敬
（
竹
林
抄
・
五
八
九
）

　
　

と
ふ
か
ひ
な
し
や
す
ご
き
秋
風

暮
ぬ
と
て
陰
た
の
む
野
の
ひ
と
つ
松　

 

心
敬
（
竹
林
抄
・
一
〇
四
八
）

　

加
え
て
、『
心
敬
法
印
庭
訓
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
下
手
の
好
む
も
の
ど
も
、
松
の
落
葉　

さ
び
し
き　

す
ご
き　

鳥

羽
田
も
る
、（
後
略
）

一
、
心
持
ち
肝
要
に
て
候
。（
中
略
）
心
は
ふ
と
く
欲
心
を
か
ま
へ
、

あ
た
た
か
な
る
あ
て
が
ひ
に
て
、
詞
ば
か
り
に
う
く
・
つ
ら
き
・
か
な

し
き
・
あ
ぢ
き
な
き
・
世
を
い
と
ふ
・
身
を
捨
つ
る
と
の
み
い
へ
ど
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も
、
か
た
は
ら
い
た
く
こ
そ
候
へ
。
し
み
こ
ほ
り
も
せ
ず
候
。
あ
は
れ

な
る
事
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
。
心
に
ふ
く
む
べ
き

に
て
候
。

「
す
ご
き
」
が
誰
に
で
も
手
軽
に
使
わ
れ
や
す
い
流
行
の
詞
で
あ
っ
た
こ

と
、「
う
く
」
と
か
「
つ
ら
き
」
と
か
い
っ
た
感
情
を
そ
の
ま
ま
詠
み
出
す

詞
を
生
半
可
な
気
持
ち
で
使
う
こ
と
は
、
見
苦
し
く
、
透
徹
し
た
き
び
し
い

句
境
に
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
『
看
聞
日
記
』
紙
背
連

歌
の
例
か
ら
も
、「
す
ご
き
」
が
伏
見
宮
家
の
連
歌
会
、
す
な
わ
ち
専
門
連

歌
師
を
交
え
な
い
連
歌
の
場
で
頻
繁
に
使
わ
れ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
、
心
敬
は
そ
う
し
た
傾
向
を
「
下
手
の
好
む
も
の
」
と
切
り
捨
て
て
い

る
。『
心
敬
法
印
庭
訓
』
の
言
い
方
か
ら
も
、「
さ
び
し
き
こ
と
を
さ
び
し
き

と
い
」
う
こ
と
は
、
何
の
工
夫
も
な
く
苦
々
し
い
や
り
方
で
あ
る
。
そ
の
点

を
考
え
れ
ば
、『
竹
林
抄
』
に
取
ら
れ
た
付
合
は
、
心
敬
が
、「
す
ご
き
」
と

い
う
語
句
を
持
っ
た
、
い
わ
ば
欠
点
の
あ
る
前
句
を
い
か
に
付
け
た
か
が
焦

点
と
な
る
。

　

そ
し
て
、『
竹
林
抄
』
の
い
ず
れ
の
心
敬
の
付
句
も
、
前
句
に
表
現
さ
れ

た
寂
し
さ
を
、
野
中
に
た
だ
一
本
だ
け
生
え
て
い
る
孤
独
な
古
木
の
松
の
姿

に
転
じ
て
付
け
る
。
そ
の
句
に
は
、
松
が
耐
え
て
き
た
長
い
孤
独
な
時
間
も

表
現
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、「
一
叢
薄
」
は
古
今
集
歌

「
君
が
植
ゑ
し
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
音
の
し
げ
き
野
辺
と
も
な
り
に
け
る

か
な
」（
古
今
集
・
哀
傷
・
八
五
三
・
御
春
有
助
）
か
ら
、
今
は
亡
き
人
を

し
の
ば
せ
る
。
心
敬
は
、
冷
え
冷
え
と
し
た
寂
し
さ
を
表
わ
す
語
句
を
安
易

に
使
用
し
た
よ
く
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
前
句
を
、
付
句
に
具
体
的
な
事
象
を
用

い
て
、
た
だ
一
人
抱
え
る
孤
独
な
時
間
の
経
過
を
感
じ
さ
せ
る
付
合
に
つ
く

り
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

心
敬
の
説
を
伝
え
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る）

34
（

『
新
古
今
抜
書
』、『
新
古
今
抜

書
抄
』
に
は
、
西
行
の
「
古
畑
」
の
歌
の
注
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、「
す

ご
き
」
を
持
つ
前
句
に
対
す
る
付
合
例
か
ら
、
心
敬
は
、
西
行
の
「
古
畑
」

の
歌
が
用
い
た
歌
句
「
す
ご
き
」
か
ら
も
、
心
が
細
る
よ
う
な
寂
し
さ
を
読

み
取
り
、
そ
の
詩
情
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
か
ん
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

『
落
葉
百
韻
』
第
五
一
句
に
も
、
そ
う
し
た
心
敬
の
手
法
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

五

　

あ
ら
た
め
て
『
落
葉
百
韻
』
第
五
一
句
を
見
よ
う
。
詠
ま
れ
て
い
る
の

は
、「
鳥
も
居
ぬ
」、
即
ち
鳥
の
声
の
し
な
い
、
静
ま
り
か
え
っ
た
古
畑
山
の

光
景
で
あ
る
が
、「
鳥
の
声
」
は
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
表
現
で

あ
っ
た
の
か
。

　

和
歌
で
は
、
鳥
は
山
に
住
み
さ
え
ず
る
、
山
家
の
身
近
な
生
き
物
と
し
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一
二

て
、
そ
の
生
態
を
景
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
風
雅
集
』
に
、
次
の

よ
う
な
歌
例
が
あ
る
。

　
　

山
家
鳥 

伏
見
院　
　

山
陰
や
竹
の
あ
な
た
に
入
日
落
ち
て
林
の
鳥
の
声
ぞ
あ
ら
そ
ふ

 

（
風
雅
集
・
雑
中
・
一
七
八
〇
）

人
里
離
れ
た
山
で
は
、
都
で
は
聞
か
れ
な
い
鳥
た
ち
の
盛
ん
な
鳴
き
声
が

近
々
と
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
山
奥
に
分
け
入
れ
ば
、
鳥
の
音
も
し
な
く

な
る
。

 

詠
み
人
し
ら
ず　
　

と
ぶ
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
奥
山
の
深
き
心
を
人
は
知
ら
な
む

 

（
古
今
集
・
恋
一
・
五
三
五
）

　
　

 

ふ
か
き
山
里
に
人
の
た
づ
ね
く
る
も
な
く
て
、
な
に
と
な
く
も
の

あ
は
れ
な
る
に 

前
左
兵
衛
督
惟
方　
　

人
は
い
は
じ
鳥
も
声
せ
ぬ
山
路
に
も
あ
れ
ば
あ
ら
る
る
身
に
こ
そ
あ
り

け
れ 

（
風
雅
集
・
雑
中
・
一
七
八
四
）

　
　

山
家
鳥

こ
こ
も
た
だ
人
は
と
ひ
こ
ず
鳥
の
音
の
き
こ
え
ぬ
ほ
ど
の
太
山
な
ら
ね

ど 

（
亜
槐
集
・
一
〇
三
八
）

　
　

山
家
鳥

あ
は
れ
を
も
し
ら
で
ぞ
過
る
鳥
の
音
も
聞
え
ぬ
山
の
奥
の
す
ま
ゐ
は

 

（
草
根
集
・
二
〇
〇
・
応
永
廿
六
年
十
月
一
夜
百
首
）

　

連
歌
に
お
い
て
も
、「
鳥
の
声
」
と
は
山
の
景
を
彩
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
声
が
聞
え
る
こ
と
は
人
跡
ま
れ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
次
の
『
文
安
月

千
句
）
35
（』、『
小
鴨
千
句
』）
36
（

の
例
の
よ
う
に
、
寂
し
さ
の
表
現
で
あ
っ
た
。

　
　

空
に
又
立
も
わ
か
れ
ず
霧
ふ
り
て　
　
　

正
信

山
陰
さ
び
し
色
鳥
の
声　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
順

 

（
文
安
月
千
句
第
六
百
韻
・
五
五
／
五
六
）

　
　

と
り
の
こ
ゑ
〳
〵
聞
ぞ
さ
び
し
き　
　
　

量
阿

す
む
さ
と
も
竹
よ
り
お
く
は
か
す
か
に
て　
　

心
敬

 

（
小
鴨
千
句
第
九
百
韻
・
七
四
／
七
五
）

専
順
の
句
は
、
秋
の
景
物
で
あ
る
「
色
鳥
」
の
声
に
あ
わ
せ
て
山
陰
の
寂
し

さ
を
詠
み
、
量
阿
の
句
も
鳥
の
「
こ
ゑ
〳
〵
」、
複
数
の
鳥
の
声
が
聞
え
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
さ
び
し
き
」
境
地
が
読
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
寂
し
さ

は
、
定
家
の
和
歌
「
さ
と
び
た
る
犬
の
声
に
ぞ
し
ら
れ
け
る
竹
よ
り
奥
の
人

の
家
居
は
」（
玉
葉
・
雑
・
二
二
五
七
・
藤
原
定
家
）
の
一
節
を
使
用
し
た

心
敬
の
句
に
よ
り
、
田
舎
の
、
人
家
ま
ば
ら
な
里
の
寂
し
さ
と
な
る
。

　

だ
が
、
前
章
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、「
さ
び
し
き
」
も
、「
す
ご
き
」
と

同
じ
く
、「
下
手
の
好
む
も
の
」
で
あ
り
、
あ
か
ら
さ
ま
に
句
に
詠
み
込
む

も
の
で
は
な
い
と
心
敬
が
考
え
て
い
た
語
句
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
心
敬

は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
量
阿
の
句
の
表
現
を
、
定
家
の
雑
歌
の
一
節
を
使
用
し



一
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て
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
の
巻
の
情
景
を
も
響
か
せ
、「
か
す
か
」
と
い
う
表

現
で
田
舎
の
、
人
家
ま
ば
ら
な
里
の
様
子
を
表
現
す
る
こ
と
で
事
物
の
中
に

包
み
込
ん
で
消
し
て
い
か
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
心
敬
は
、
堪
え
難
い
ほ
ど
の
寂
し
さ
を
次
の
歌
の
よ
う
に
表
現

し
た
。

　
　

閑
中
雪

思
ひ
絶
え
待
た
じ
と
す
れ
ば
鳥
だ
に
も
声
せ
ぬ
雪
の
夕
暮
れ
の
山

 

（
権
大
僧
都
心
敬
集
・
六
九
）

『
芝
草
句
内
岩
橋
下
』）

37
（

で
は
、
こ
の
歌
（
歌
題
は
「
閑
山
雪
」
と
な
っ
て
い

る
）
に
、

さ
し
も
、
山
居
に
は
と
ふ
人
の
お
も
ひ
を
た
え
侍
る
に
、
ふ
り
く
る
ゝ

雪
の
ゆ
ふ
べ
は
、
鳥
だ
に
も
、
一
こ
ゑ
せ
ね
ば
、
さ
び
し
さ
に
た
へ
か

ね
、
と
は
ぬ
人
の
、
い
ま
さ
ら
ま
た
れ
侍
る
、
た
ゞ
雪
の
底
の
夕
に
た

へ
か
ね
た
る
感
情
を
い
へ
り
。

と
注
す
る
。
雪
に
降
り
込
め
ら
れ
、
物
音
一
つ
し
な
い
夕
暮
れ
時
の
山
の
庵

の
寂
し
さ
が
、「
鳥
の
声
」
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
こ
ら
え
が
た
い
も
の
と

な
る
。
深
山
に
本
来
あ
る
は
ず
の
音
が
な
い
、
そ
の
い
ぶ
か
し
さ
を
詠
む

「
鳥
の
音
も
き
こ
え
ぬ
山
の
さ
び
し
き
は
雪
に
こ
も
れ
る
宿
の
夕
暮
」（
嘉

元
百
首
・
雪
・
一
一
五
四
・
小
倉
実
教
）、「
鳥
の
声
松
の
嵐
の
音
も
せ
ず
山

し
づ
か
な
る
雪
の
夕
ぐ
れ
」（
風
雅
集
・「
百
番
歌
合
に
、
山
雪
を
」・
八
二

六
・
永
福
門
院
）
の
よ
う
な
類
歌
が
あ
る
が
、
永
福
門
院
歌
の
「
し
づ
か
な

る
」、
実
教
歌
の
「
さ
び
し
き
」、
こ
う
し
た
語
句
が
な
い
心
敬
の
和
歌
こ
そ

は
、
自
注
で
述
べ
る
よ
う
に
、
堪
え
難
い
寂
し
さ
の
き
わ
み
を
表
現
せ
ん
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
心
敬
は
究
極
の
寂
し
さ
の
表
現
と
し
て
、「
鳥
だ
に
も

声
せ
ぬ
」
雪
に
埋
も
れ
た
山
の
庵
の
様
子
を
表
現
し
た
。
と
す
れ
ば
、「
古

畑
山
」
の
句
の
「
鳥
も
居
ぬ
」
も
、
心
敬
に
と
っ
て
は
、「
人
も
居
ぬ
」
こ

と
を
示
唆
す
る
、「
鳥
の
声
」
を
使
っ
て
表
現
で
き
る
限
り
の
寂
し
さ
の
表

現
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、「
木
は
枯
れ
て
」
と
い
う
語
句
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語

は
、
管
見
で
は
『
菟
玖
波
集
』
の
「
鶴
の
林
」
を
詠
ん
だ
一
例
を
の
ぞ
き
、

す
べ
て
心
敬
、
宗
祇
の
時
期
の
連
歌
に
見
ら
れ
る
。

　
　

し
ぐ
れ
の
雲
ゐ
見
る
も
冷
じ

雄
鹿
鳴
峯
よ
り
つ
ゞ
く
木
は
枯
て

　
　

の
こ
る
落
ば
の
く
つ
る
山
か
げ

 

（「
春
は
ま
た
」
宗
祇
独
吟
何
船
百
韻
第
八
／
九
／
一
〇）
38
（

）

　
　

花
た
ち
ば
な
の
う
つ
ろ
へ
る
く
れ　
　

印
孝

程
も
な
く
枝
に
霜
を
く
木
は
枯
て　
　
　
　

宗
祇

 

（
川
越
千
句
第
五
百
韻
第
二
二
／
二
三）
39
（

）

　
　

か
へ
り
水
無
瀬
の
宿
の
古
道

山
も
と
の
滝
も
あ
ら
は
に
木
は
枯
れ
て　
　

能
阿
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四

 

（
竹
林
抄
・
冬
・
五
八
三
）

　
　

あ
と
な
き
雪
の
橋
の
た
え
〴
〵

山
川
の
み
な
か
み
あ
さ
く
木
は
枯
て

 

（
園
塵
第
二
・
冬
・
四
五
二
／
四
五
三）
40
（

）

い
ず
れ
の
例
も
、
葉
を
す
べ
て
落
と
し
た
冬
場
の
落
葉
樹
の
様
を
表
現
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
中
で
も
、『
竹
林
抄
』
の
能
阿
の
句
は
、『
老
い
の

す
さ
み
』
で
「
落
葉
し
は
て
て
、
宿
の
か
よ
ひ
も
古
み
ち
と
な
り
て
、
枯
木

の
中
に
滝
の
す
さ
ま
じ
く
落
ち
た
る
さ
ま
」
と
注
さ
れ
る）

41
（

。『「
春
は
ま
た
」

宗
祇
独
吟
何
船
百
韻
』
第
八
句
の
「
冷
じ
」
と
あ
わ
せ
見
れ
ば
、「
木
は
枯

れ
て
」
と
い
う
情
景
が
与
え
る
荒
れ
果
て
た
印
象
が
は
っ
き
り
す
る
。『
園

塵
第
二
』
に
は
「
明
が
た
の
霜
の
夜
が
ら
す
立
う
か
れ
／
枯
木
に
み
れ
ば
月

も
す
さ
ま
じ
」（
冬
・
四
四
六
／
四
四
七
）
と
い
う
、
枯
木
寒
鴉
の
景
も
あ

り
、「
枯
木
」
に
や
は
り
「
す
さ
ま
じ
」
と
い
う
語
句
が
導
か
れ
、「
冬
枯
れ

の
す
さ
ま
じ
げ
な
る
山
里
に
月
の
す
む
こ
そ
あ
は
れ
な
り
け
れ
」（
玉
葉

集
・
冬
・
九
〇
四
・
西
行
）
の
影
響
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
敬
が
用

い
た
「
木
は
枯
れ
て
」
と
い
う
語
句
は
、
ひ
ど
く
寒
々
と
し
た
冬
の
物
寂
し

さ
、「
す
さ
ま
じ
き
」
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
落
葉
百
韻
』
第
五
一
句
に
お
い
て
、
心
敬

の
用
い
た
語
句
は
、「
す
ご
し
」「
さ
び
し
」「
す
さ
ま
じ
」
と
い
っ
た
言
葉

で
形
容
さ
れ
る
荒
涼
た
る
状
況
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
う
し

た
詞
の
重
な
り
に
よ
っ
て
、
西
行
歌
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
さ
ら
に
と
ぎ
す
ま

さ
れ
、
深
ま
っ
て
い
く
。
鳥
が
い
な
く
な
る
、
木
が
枯
れ
る
と
い
っ
た
語
句

が
表
現
し
て
い
る
過
ぎ
去
っ
た
時
の
流
れ
も
、
本
歌
の
面
影
を
背
後
に
持
つ

こ
と
で
感
じ
ら
れ
、
西
行
歌
の
持
つ
寂
し
さ
を
さ
ら
に
強
め
て
伝
え
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
心
敬
は
、
本
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
段
と
強
く
句
に
示
す

た
め
に
、
時
の
経
過
を
詠
み
込
ん
で
、
新
た
な
景
に
こ
ま
を
す
す
め
た
の
で

あ
っ
た
。

六

　

二
条
派
の
主
要
な
歌
論
書
『
愚
問
賢
注
』
や
『
井
蛙
抄
』
は
、
本
歌
取
の

技
法
の
整
理
に
意
を
用
い
た
。
例
え
ば
『
愚
問
賢
注
』
は
、「
本
哥
の
詞
を

あ
ら
ぬ
も
の
に
と
り
な
し
て
上
下
に
置
け
り
」「
本
哥
の
心
を
と
り
て
風
情

を
か
へ
た
る
哥
」「
本
哥
に
贈
答
し
た
る
躰
」「
本
哥
の
心
に
な
り
か
へ
り

て
、
し
か
も
本
哥
を
へ
つ
ら
は
ず
し
て
、
あ
た
ら
し
き
心
を
よ
め
る
躰
」

「
た
ゞ
詞
一
を
と
り
た
る
哥
」
と
分
類
し
て
い
る
。
だ
が
、
心
敬
は
、
先
に

見
た
よ
う
に
『
愚
問
賢
注
』
の
文
言
を
正
確
に
引
用
し
て
お
ら
ず
、『
愚
問

賢
注
』
に
全
く
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
二
条
派
の
よ
う
に
類
型
化
さ
れ
た
本

歌
取
の
方
法
に
従
い
、
本
歌
取
を
な
す
の
は
心
敬
の
望
む
所
で
は
な
か
っ

た
。『
心
敬
法
印
庭
訓
』
に
記
さ
れ
た
、
本
歌
取
に
対
す
る
発
言
を
見
て

も
、「
を
の
づ
か
ら
よ
く
寄
り
来
た
る
所
に
て
は
よ
ろ
し
」
と
消
極
的
で
あ



一
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心
敬
と
本
歌
取

る
。
心
敬
は
、
結
果
的
に
本
歌
取
と
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
心
敬
流

の
本
歌
取
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
宗
祇
は
連
歌
論
書
で
積
極
的
に
弟
子
に
本
歌
取
を
指
導

し
、
初
期
の
連
歌
論
『
長
六
文
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
を
述
べ

る）
42
（

。
一
、
本
歌
取
様
之
事

　
　
　

 

く
や
し
く
ぞ
汲
初
て
け
る
浅
け
れ
ば
袖
の
み
ぬ
る
る
山
の
井
の

水

此
歌
を
と
り
て
付
候
は
ん
に
、
浅
け
れ
ば
に
は
山
の
井
、
又
袖
ぬ
る
る

に
山
の
井
を
く
む
（
な
ど
は
、）
能
心
に
あ
ひ
候
。
く
や
し
き
と
云
句

に
山
の
井
難
付
候
哉
。
其
故
は
、
此
歌
は
恋
の
心
に
て
し
た
て
た
る
歌

に
て
候
間
、
く
や
し
き
は
恋
に
よ
り
た
る
詞
に
候
間
、
山
の
井
は
相
違

候
。

宗
祇
は
、
歌
意
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
、
正
し
く
寄
り
合
う
詞
を
付
け
ろ
と

言
い
、
付
け
方
の
細
部
を
教
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
祇
と
心
敬
と

の
態
度
の
違
い
は
、
や
は
り
宗
祇
と
心
敬
の
古
畑
の
句
の
相
違
に
つ
な
が
っ

て
こ
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
心
敬
は
「
も
な
し
」
と
い
う
語
句
を
頻
用
し
て
い
る
こ
と
が
、

先
学
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が）

43
（

、
彼
の
句
は
、
こ
の
語
句
が
示
す
様

な
消
失
の
思
い
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
句
境
に
深
み
が
増
し
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
付
合
に
お
い
て
「
風
」
を
素
材
と
す
る
句
を

多
く
詠
み
込
む
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り）

44
（

、
そ
の
心
敬
の
手
法
に
は
、
今
で

は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
物
た
ち
の
不
在
に
対
す
る
、
愛
惜
の
念
の
こ
も
っ

た
時
の
流
れ
を
、
空
白
の
場
を
満
た
す
「
風
」
の
存
在
で
示
す
と
い
う
句
作

り
の
技
法
を
含
ん
で
い
た
と
言
え
る）

45
（

。
そ
う
し
た
試
み
同
様
、
古
畑
山
の
付

句
も
、
本
歌
か
ら
時
が
流
れ
た
後
の
状
況
を
句
に
す
る
こ
と
で
、
本
歌
と
句

の
間
に
連
続
す
る
も
は
や
か
え
ら
ぬ
時
間
の
流
れ
を
感
じ
取
ら
せ
、『
心
敬

法
印
庭
訓
』
の
言
う
「
そ
の
歌
の
面
影
う
か
ぶ
は
い
か
に
も
お
も
し
ろ
し
」

と
い
う
状
況
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。「
古
畑
山
」
の
句
の
本
歌
取
は
、
本

歌
か
ら
心
敬
が
読
み
取
っ
た
心
情
、
西
行
歌
の
眼
目
で
あ
る
「
す
ご
し
」
と

い
う
状
況
を
い
か
に
十
全
に
と
ら
え
う
る
か
と
い
う
、
心
敬
の
思
い
の
か
か

っ
た
手
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

　

※
論
中
に
引
用
し
た
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、『
草
根
集
』
は
『
新
編

私
家
集
大
成
』
に
よ
っ
た
。
心
敬
関
係
の
連
歌
論
書
は
、
中
世
の
文
学
『
連
歌
論

集
三
』（
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。
ま
た
、
資
料
引
用
の
際
に
は
、

必
要
に
応
じ
、
清
濁
、
句
読
点
を
私
に
付
し
、
表
記
を
改
め
た
場
合
が
あ
る
。

（
１
）『
落
葉
百
韻
』
の
引
用
は
『
連
歌
貴
重
文
献
集
成　

第
四
集
』（
昭
和
五
五
・
勉

誠
社
）
所
収
本
能
寺
本
に
よ
り
、
私
に
清
濁
を
付
し
漢
字
を
当
て
て
い
る
。
ま
た

稿
者
は
奥
田
勲
氏
と
共
に
「
本
能
寺
蔵
『
落
葉
百
韻
』
訳
注
（
一
）
付
．『
落
葉

百
韻
』
翻
刻
及
び
解
説
」（
平
成
二
二
・『
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
国
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一
六

語
国
文
学
科
編
第
一
号
』）
で
百
韻
の
翻
刻
と
解
説
を
な
し
、「
本
能
寺
蔵
『
落
葉

百
韻
』
訳
注
（
三
）
付
．『
落
葉
百
韻
』
調
査
記
録
」（
平
成
二
三
・『
愛
知
県
立

大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
国
語
国
文
学
科
編
第
二
号
』）
に
て
、
第
五
〇
句
ま
で

の
訳
注
を
な
し
て
い
る
。

（
２
）
引
用
は
中
世
の
文
学
『
連
歌
論
集
一
』（
昭
和
六
〇
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
３
）
引
用
は
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集　

五
』（
昭
和
五
九
）
所
収
鶴
見
大
学
藏
本

に
よ
る
。
な
お
、
書
陵
部
本
『
三
島
千
句
注
』（
金
子
金
治
郎
『
連
歌
古
注
釈
の

研
究
』（
昭
和
四
九
・
角
川
書
店
）
所
収
）
は
、
三
折
表
第
三
句
に
「
〽
古
畑
の

岨
の
た
つ
木
に
ゐ
る
は
と
の
友
よ
ぶ
こ
ゑ
の
す
ご
き
夕
ぐ
れ
、
と
云
哥
の
心
也
。」

と
注
し
て
い
る
。

（
４
）
引
用
は
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
昭
和
五
五
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
５
）
引
用
は
『
新
古
今
集
古
注
集
成　

中
世
古
注
編
１
』（
平
成
九
・
笠
間
書
院
）

に
よ
る
。

（
６
）
引
用
は
『
新
古
今
集
古
注
集
成　

中
世
古
注
編
１
』（
平
成
九
・
笠
間
書
院
）

に
よ
る
。

（
７
）
黒
田
日
出
男
「
中
世
の
「
畠
」
と
「
畑
」」（『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』（
昭

和
五
九
・
校
倉
書
房
）
所
収
）。

（
８
）
野
本
寛
一
『
焼
畑
民
俗
文
化
論
』（
昭
和
五
九
・
雄
山
閣
出
版
）。

（
９
）
松
岡
心
平
「
西
行
の
「
ふ
る
は
た
」
の
歌
」（
平
成
二
・
日
本
古
典
文
学
会
会

報N
o.115

）。

（
10
）（
８
）
書
参
照
。

（
11
）
引
用
は
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集　

二
』（
昭
和
五
五
）
所
収
東
大
寺
図
書
館

本
に
よ
る
。

（
12
）
引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
11
『
七
賢
時
代
連
歌
句
集
』（
昭
和
五
〇
・
角
川
書

店
）
に
よ
る
。

（
13
）
引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
５
『
心
敬
作
品
集
』（
昭
和
四
七
・
角
川
書
店
）
に

よ
る
。

（
14
）
引
用
は
『
連
歌
百
韻
集
』（
昭
和
五
〇
・
汲
古
書
院
）
所
収
静
嘉
堂
文
庫
蔵
連

歌
集
書
本
に
よ
る
。
た
だ
、
こ
の
付
合
は
「
鳩
ふ
く
声
の
近
き
古
畑
／
は
か
り
な

く
ま
す
え
の
鷹
を
手
に
居
て
（
周
阿
）」
で
あ
り
、
西
行
歌
の
イ
メ
ー
ジ
で
付
け

て
い
く
も
の
で
は
な
い
。

（
15
）
引
用
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
12
『
宗
祇
句
集
』（
昭
和
五
二
・
角
川
書
店
）
所
収

金
子
金
治
郎
氏
蔵
本
に
よ
る
。

（
16
）
引
用
は
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集　

五
』（
昭
和
五
九
）
所
収
静
嘉
堂
文
庫
本

に
よ
る
。

（
17
）
引
用
は
『
歌
論
歌
学
集
成　

第
十
巻
』（
平
成
一
一
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
18
）『
愚
問
賢
注
』
に
お
い
て
、
頓
阿
が
、
心
敬
が
頓
阿
の
言
葉
と
す
る
意
見
を
非

難
す
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
連
歌
論
集
三
』
所
収
『
所
々
返
答
』『
私
用
抄
』

当
該
箇
所
の
頭
注
（
木
藤
才
蔵
氏
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
ソ
ウ
ル
大
学
藏
『
愚
問
賢
注
聞
書
』、
中
京
大
学
藏
『
愚
問
賢
注
抄
出
』
は
、

「
或
云
」
に
関
し
「
冷
泉
家
意
地
を
い
へ
り
」
と
注
す
る
。（
鈴
木
元
『
室
町
の

歌
学
と
連
歌
』（
平
成
九
・
新
典
社
）
第
四
章
、
翻
刻
）

（
20
）
木
藤
才
蔵
『
さ
さ
め
ご
と
の
研
究
』（
平
成
二
・
臨
川
書
店
）
第
三
部
５
「
定

家
関
係
の
歌
論
書
の
影
響
」
に
「
桐
火
桶
に
依
っ
て
記
し
た
可
能
性
の
相
当
強
い

も
の
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
21
）
引
用
は
中
世
の
文
学
『
歌
論
集
一
』（
昭
和
四
六
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
22
）
例
え
ば
、『
さ
さ
め
ご
と
』
に
は
、
二
条
派
の
尊
崇
す
る
『
詠
歌
大
概
』
か
ら

の
引
用
が
見
ら
れ
な
い
（
注
（
20
）
書
第
三
部
４
「
依
拠
し
た
歌
論
書
に
つ
い

て
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
）。

（
23
）
引
用
は
、
中
世
の
文
学
『
歌
論
集
一
』（
昭
和
四
六
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

注
（
20
）
書
第
三
部
５
「
定
家
関
係
の
歌
論
書
の
影
響
」
に
『
毎
月
抄
』
か
ら
の

引
用
と
の
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
和
歌
の
時
代
区
分
に
お
い
て
心
敬
の
言
う
「
上

古
」
は
、
万
葉
集
の
時
代
の
み
な
ら
ず
、
本
文
中
に
引
用
し
た
『
岩
橋
跋
文
』

『
所
々
返
答
』
第
三
状
で
の
用
法
か
ら
、
堀
河
百
首
の
時
代
ま
で
も
含
む
広
範
な

時
代
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
24
）
引
用
は
『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
三
』（
昭
和
三
九
・
風
間
書
房
）
に
よ
る
。
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（
25
）
注
（
20
）
書
に
指
摘
が
あ
る
。

（
26
）
引
用
は
『
歌
論
歌
学
集
成　

第
十
巻
』（
平
成
一
一
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
27
）
心
敬
は
、『
所
々
返
答
』
第
一
状
、
第
三
状
、『
ひ
と
り
ご
と
』
で
、
俊
成
に
よ

る
俊
頼
批
判
の
逸
話
を
語
っ
て
お
り
、
俊
成
の
口
を
借
り
て
、
俊
頼
の
詠
作
態
度

は
心
敬
の
め
ざ
す
句
作
態
度
と
相
違
す
る
こ
と
を
強
く
述
べ
て
い
る
。

（
28
）
引
用
は
『
歌
論
歌
学
集
成　

第
十
巻
』（
平
成
一
一
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
29
）
引
用
は
『
歌
論
歌
学
集
成　

第
十
一
巻
』（
平
成
一
三
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ

る
。

（
30
）
梅
野
き
み
子
「『
す
ご
し
』
考　
　

平
安
朝
の
用
例
を
め
ぐ
っ
て　
　

」（『
平

安
文
学
研
究
』
46
号
・
一
九
七
一
・
六
）
参
照
。
後
に
「
す
ご
し
」
関
係
の
諸
論

文
を
ま
と
め
て
同
氏
『
え
ん
と
そ
の
周
辺
平
安
文
学
の
美

的
語
彙
の
研
究
』（
昭
和
五
四
・
笠
間
書
院
）

所
収
。

（
31
）
引
用
は
『
未
刊
国
文
古
注
釈
大
系
第
十
一
冊
』（
昭
和
一
一
・
帝
国
教
育
会
出

版
部
）
に
よ
る
。

（
32
）
引
用
は
図
書
寮
叢
刊
『
看
聞
日
記
紙
背
文
書
・
別
記
』（
昭
和
四
〇
・
養
徳
社
）

に
よ
る
。

（
33
）
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
林
抄
』（
平
成
三
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
34
）『
新
古
今
集
古
注
集
成　

中
世
古
注
編
１
』（
平
成
九
・
笠
間
書
院
）
所
収
解
説

参
照
。

（
35
）
引
用
は
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集　

二
』（
昭
和
五
五
）
所
収
静
嘉
堂
文
庫
本

に
よ
る
。

（
36
）
引
用
は
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集　

三
』（
昭
和
五
六
）
所
収
小
松
天
満
宮
蔵

本
に
よ
る
。

（
37
）
引
用
は
『
連
歌
貴
重
文
献
集
成　

第
五
集
』（
昭
和
五
四
・
勉
誠
社
）
所
収
本

能
寺
本
に
よ
る
。

（
38
）「
春
は
ま
た
」
百
韻
の
引
用
は
、『
連
歌
百
韻
集
』（
昭
和
五
〇
・
汲
古
書
院
）

に
よ
る
。

（
39
）『
川
越
千
句
』
の
引
用
は
、
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集　

五
』（
昭
和
五
九
）
に

よ
る
。

（
40
）『
園
塵
第
二
』
の
引
用
は
続
群
書
類
従
本
に
よ
る
。

（
41
）
引
用
は
中
世
の
文
学
『
連
歌
論
集
二
』（
昭
和
五
七
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
42
）
引
用
は
中
世
の
文
学
『
連
歌
論
集
二
』（
昭
和
五
七
・
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
43
）
荒
木
良
雄
『
心
敬
』（
昭
和
二
三
・
創
元
社
）、
湯
浅
清
『
心
敬
の
研
究
』（
昭

和
五
二
・
風
間
書
房
）、
山
根
清
隆
『
心
敬
の
表
現
論
』（
昭
和
五
八
・
桜
楓
社
）

な
ど
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）
金
子
金
治
郎
『
新
撰
菟
玖
波
集
の
研
究
』（
昭
和
四
四
・
風
間
書
房
）
第
三
編

第
五
章
二
「
風
素
材
句
の
付
合
」
に
言
及
が
あ
る
。

（
45
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
「
心
敬
の
詩
学　
　

『
寛
正
六
年
正
月
十
五
日
何
人

百
韻
』
の
宗
祇
付
句
評
か
ら　
　

」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
九
巻
第
三
号
掲
載

予
定
）
を
用
意
し
た
。

※
本
論
は
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
心
敬
の
文
学
作
品
に
お
け
る
創
造
と
新
撰
菟
玖

波
文
学
圏
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
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・
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県
立
大
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授
）


