
は
じ
め
に

「
え
ん
」
は
、
あ
る
美
的
価
値
を
表
す
語
と
し
て
平
安
期
以
降
の
歌
論
や
物

語
、
日
記
、
随
筆
等
の
文
芸
に
お
い
て
広
く
ま
た
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。

が
、
そ
の
際
特
に
道
徳
性
や
宗
教
性
と
結
び
つ
い
た
意
味
内
容
を
持
つ
こ
と
は

な
か
っ
た
。
こ
の
「
え
ん
」
に
道
徳
性
・
宗
教
性
を
付
与
し
た
と
さ
れ
る
の
が

心
敬
（
一
四
○
六
’
一
四
七
五
）
で
あ
る
。
心
敬
は
連
歌
道
の
中
心
に
「
え

ん
」
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
そ
の
「
え
ん
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

〉
（
》
Ｏ

●
●

①
え
ん
と
い
ふ
も
あ
な
か
ち
句
の
す
か
た
こ
と
葉
の
や
さ
は
象
は
な
め
き
た

る
に
は
あ
る
へ
か
ら
す
。
む
ね
の
う
ち
き
よ
く
、
人
間
の
色
欲
う
す
く
、

よ
る
つ
に
哀
ふ
か
く
、
物
こ
と
に
跡
な
き
事
を
お
も
ひ
し
め
、
人
の
な
さ

け
を
わ
す
れ
す
、
そ
の
人
の
お
ん
に
は
、
一
の
命
を
も
か
る
く
思
ひ
侍
ら

ん
人
の
む
ね
よ
り
出
た
る
句
な
る
へ
し
。

（
『
さ
Ｌ
め
ど
と
』
末
）

②
秀
逸
と
侍
れ
は
と
て
、
あ
な
か
ち
に
別
の
事
に
あ
ら
す
。
心
を
も
ほ
そ
く

●
●

え
ん
に
の
と
め
て
、
世
の
あ
は
れ
を
も
ふ
か
く
お
も
ひ
入
た
る
人
の
む
ね

の
内
よ
り
い
て
た
る
句
な
る
へ
し
。
さ
れ
は
一
宇
二
字
な
と
の
か
は
り
な

「
さ
シ
め
ど
と
」
に
お
け
る
う
え
ん
Ｌ
論
の
構
造

脆
吋
ノ
Ｏ

（
同
本
）

心
敬
に
依
れ
ば
、
「
え
ん
」
は
、
自
立
し
た
句
の
表
現
自
体
に
看
取
し
う
る

よ
う
な
現
わ
れ
た
仙
値
で
は
な
い
。
作
句
の
主
体
の
内
面
的
な
在
り
よ
う
や
思

惟
に
重
き
を
置
い
た
、
主
体
の
精
神
状
況
に
即
し
た
価
値
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
精
神
状
況
は
、
簡
約
す
れ
ば
澄
浄
な
境
位
で
あ
っ
た
。

こ
の
理
想
の
境
位
へ
の
到
達
に
は
心
地
修
行
（
観
心
修
行
）
が
不
可
欠
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

③
い
か
は
か
り
堪
能
利
根
の
好
士
も
、
心
地
の
修
行
を
ろ
そ
か
に
て
は
い
た

り
か
た
し
と
也
・
（
同
末
）

ま
た
晩
年
の
門
人
兼
載
宛
の
書
簡
に
は
、

④
こ
の
好
士
（
宗
舸
法
師
）
も
偏
に
俗
人
に
侍
れ
ば
、
胸
の
う
ち
丈
夫
に
て

弓
馬
兵
杖
の
世
俗
に
日
夜
そ
だ
ち
侍
て
、
更
に
世
間
の
無
常
遷
変
、
仏
法

の
方
の
学
問
修
行
の
心
ざ
し
、
一
塵
も
な
く
欠
け
侍
る
故
に
や
、
手
練
り

の
み
に
て
、
句
共
に
面
影
・
余
情
・
不
便
の
方
侍
ら
ず
哉
。

（
『
所
々
返
答
』
）

無
常
の
理
を
観
じ
仏
行
に
精
励
す
る
こ
と
の
不
可
欠
が
説
か
れ
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、
心
の
在
り
よ
う
と
関
わ
っ
て
「
え
ん
」
が
道
徳
性
・
宗
教
性
を
帯
び
た

菅
基
久
子

一

四



理
想
的
価
値
と
し
て
希
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
主
体
の
内
面
的
な
在
り
よ
う
を
問
う
と
共
に
道
徳
性
・
宗
教

性
を
付
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
心
敬
の
「
え
ん
」
は
先
行
の
「
え

ん
」
に
比
較
し
て
深
化
・
浄
化
を
遂
げ
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
つ

（
１
几
）

た
。

し
か
し
な
が
ら
、
連
歌
論
に
止
ま
ら
ず
広
く
実
作
の
自
註
に
わ
た
る
「
え

ん
」
の
用
例
の
全
て
に
道
徳
性
・
宗
教
性
と
の
結
合
が
見
受
け
ら
れ
る
訳
で
は

な
い
。
『
さ
上
め
ど
と
』
に
し
て
も
、
心
の
状
態
や
そ
の
反
映
を
言
う
場
合
の

「
え
ん
」
の
用
例
（
五
例
）
に
は
、
確
か
に
仏
道
修
行
や
精
神
の
清
浄
性
と
の

結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
の
用
例
の
「
ふ
る
ま
ゐ
の

え
ん
」
を
始
め
と
し
て
「
え
ん
」
の
用
例
の
全
て
に
道
徳
性
・
宗
教
性
と
の
結

合
が
見
受
け
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
さ
ら
に
連
歌
・
和
歌
の
自
註
に
は
、
道
徳

性
・
宗
教
性
と
の
確
か
な
結
合
が
認
め
ら
れ
る
「
え
ん
」
の
用
例
は
ず
っ
と
少

な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
心
敬
の
連
歌
論
に
お
い
て
、
道
徳
性
・
宗
教
性
と
の
結
合
の
認

め
ら
れ
る
「
え
ん
」
と
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
「
え
ん
」
と
は
ど
の
よ
う
な
連

関
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
心
の
状
態
や
そ
の
反
映
を
言
う

「
え
ん
」
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
「
え
ん
」
と
は
一
致
し
た
価
値
概
念
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
別
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
実
は
長
く
懸
案
と
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
心
敬
の
「
え
ん
」
の
研
究
は
主
と
し
て
宗
教
性
・
道
徳
性
の
明
ら
か
に

看
取
さ
れ
る
「
え
ん
」
つ
ま
り
心
の
状
態
や
そ
の
反
映
を
言
う
「
え
ん
」
の
用

例
の
分
析
・
考
察
に
限
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
木
藤
才
蔵
氏
が

異
論
を
唱
え
、
清
例
な
括
淡
と
し
た
心
の
状
態
に
限
ら
ず
に
「
え
ん
」
に
つ
い

（
○
必
）

て
の
論
究
を
行
な
っ
た
こ
と
が
注
目
に
価
す
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
傾
向
が

生
じ
た
の
は
、
心
敬
の
「
え
ん
」
の
特
質
を
追
求
す
る
際
に
、
特
別
に
道
徳
的

・
宗
教
的
な
「
え
ん
」
に
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

木
藤
氏
の
論
究
は
、
従
来
の
研
究
が
専
ら
冷
え
寂
び
氷
っ
た
も
の
と
関
係
づ
け

る
仕
方
で
、
ま
た
心
の
在
り
よ
う
と
直
接
関
わ
る
「
え
ん
」
の
用
例
を
偏
重
し

て
心
敬
の
「
え
ん
」
を
分
析
・
考
察
し
特
徴
づ
け
て
き
た
こ
と
へ
の
反
駁
で
あ

っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
と
は
言
え
、
「
え
ん
」
が
心
敬
の
連
歌
論
の
中
枢
に
置

か
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
え
ん
」
が
心
の
在
り
よ
う
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
「
冷
え
寂
び
た
も

の
」
と
決
し
て
無
関
係
で
な
い
こ
と
も
従
来
言
わ
れ
て
き
て
い
る
通
り
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
従
来
の
「
え
ん
」
研
究
は
特
に
そ
の
点
を
重
視
し
て
展
開
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
よ
う
に
、
心
敬
に
独
自
な
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
称
揚
さ
れ
て
き
た
明
ら
か
に
道
徳
的
・
宗
教
的
な
「
え
ん
」
の
用
例

だ
け
を
特
に
抽
出
し
て
考
察
し
た
の
で
は
、
心
敬
の
「
え
ん
」
論
は
な
お
判
然

と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
道
徳
性
・
宗
教
性
と
の
結
合
が
看
取
さ
れ
な

い
「
え
ん
」
の
用
例
で
あ
っ
て
も
、
心
敬
が
感
慨
を
持
っ
て
「
え
ん
」
と
記
し

て
い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
評
価
の
対
象
の
高
さ
は
無
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
宗
教
的
・
道
徳
的
な
「
え
ん
」
と
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
「
え

ん
」
と
は
ど
の
よ
う
な
連
関
関
係
に
あ
る
の
か
。
以
下
『
さ
上
め
ど
と
』
に
お

け
る
「
え
ん
」
の
用
例
に
分
析
・
考
察
を
加
え
、
当
書
に
お
け
る
心
敬
の
「
え

ん
」
論
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
承
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
『
さ
上
め
ど
と
』
の
「
え
ん
」
の
全
用
例
を
掲
げ
て
お

く
。
『
さ
上
め
ど
と
』
の
テ
キ
ス
ト
は
国
会
図
書
館
本
『
さ
坐
め
ど
と
』
（
湯

浅
清
『
心
敬
の
研
究
』
所
収
）
を
使
用
し
た
。
へ
）
内
の
数
字
は
引
用
頁
を

一
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示
す
。『

さ
生
め
ご
と
』
に
お
け
る
「
え
ん
」
の
用
例
二
○
例
中
、
「
縁
」
で
は
な

く
「
艶
」
に
あ
た
る
も
の
は
一
九
例
で
あ
る
。

●
●

①
ふ
る
ま
ゐ
の
え
ん
に
こ
と
葉
の
け
た
か
き
は
源
氏
狭
衣
也
。
（
四
四
七
）

●
●

②
（
万
葉
に
は
）
え
ん
な
る
奇
こ
よ
な
う
侍
と
い
へ
り
。
（
四
四
七
）

●
●

③
大
む
ね
え
ん
を
も
と
坐
す
、
奇
を
し
ら
さ
る
な
る
へ
し
、
と
も
い
へ
り
。

（
四
五
二
）

●
●

④
ほ
れ
た
か
に
、
え
ん
な
る
か
た
を
く
れ
て
お
ほ
え
侍
り
。
（
四
五
二
）

●
●

⑤
心
に
よ
し
あ
し
の
分
別
も
な
く
、
え
ん
に
は
つ
か
し
ぎ
道
と
も
し
ら
さ
ら

ん
と
も
か
ら
は
、
や
す
く
も
や
侍
ら
ん
。
（
四
五
五
）

●
●

⑥
心
を
も
ほ
そ
く
え
ん
に
の
と
め
て
、
世
の
あ
は
れ
を
も
ふ
か
く
お
も
ひ
入

た
る
人
の
む
ね
の
内
よ
り
い
て
た
る
句
な
る
へ
し
。

（
四
五
六
）

⑦
兼
好
法
師
か
云
、
月
花
を
は
目
に
て
の
承
見
る
も
の
か
は
、
雨
の
よ
に
思

ひ
あ
か
し
、
散
し
ほ
れ
た
る
木
陰
に
き
て
過
に
し
か
た
を
思
ふ
こ
そ
と
書

●
●

侍
る
、
え
ん
ふ
か
く
哉
。
（
四
五
七
）

●
●

⑧
す
か
た
を
か
さ
ら
て
心
に
え
ん
ふ
か
き
奇
。
（
四
五
九
）

●
●

ｇ
か
や
う
に
あ
は
れ
に
え
ん
ふ
か
き
こ
と
は
り
を
心
に
と
上
め
侍
る
好
士
あ

り
た
く
哉
。
（
四
六
四
）

●
●

⑩
七
草
な
と
は
二
葉
三
葉
雪
ま
よ
り
も
と
め
え
た
る
さ
ま
こ
そ
、
え
ん
に
侍

る
に
、
こ
れ
は
い
つ
れ
を
も
わ
か
す
む
し
り
と
り
た
る
、
無
下
に
侍
り
。

（
四
六
四
）

⑪
か
や
う
に
や
す
承
た
る
こ
と
葉
と
も
（
を
）
を
ぎ
侍
ら
ね
は
、
奇
に
た
け

●
●

な
く
、
大
や
う
に
、
え
ん
な
ら
す
。
（
四
六
九
）●

●

⑫
そ
の
年
の
す
ゑ
つ
か
た
は
、
真
下
満
広
な
と
そ
、
心
も
ほ
そ
く
詞
も
え
ん

に
、
其
世
に
は
な
ら
ふ
か
た
な
か
り
し
と
也
。
（
四
七
九
）

●
●

⑬
こ
れ
も
え
ん
に
さ
し
の
ひ
の
と
や
か
に
、
お
も
か
け
余
情
に
心
を
か
け
侍

れ
と
也
。
（
四
八
三
）

●
●

⑭
此
道
に
入
ら
む
輩
は
、
ま
つ
え
ん
を
む
ね
と
修
行
す
へ
ぎ
事
と
な
り
。

（
四
八
三
）

●

⑮
艶
と
い
ふ
も
あ
な
か
ち
句
の
す
か
た
こ
と
葉
の
や
さ
は
承
は
な
め
き
た
る

に
は
あ
る
へ
か
ら
す
。
（
四
八
三
）

●
●

⑯
心
の
え
ん
な
る
に
は
、
入
か
た
き
道
な
り
。
（
四
八
四
）

⑰
戴
安
道
は
雪
の
夜
の
月
に
、
千
里
の
舟
に
さ
ほ
を
さ
し
て
、
王
子
猷
を
尋

ね
侍
し
に
、
山
の
は
に
月
の
か
く
れ
侍
れ
は
、
興
に
乗
し
て
き
た
り
、
興

●
●

つ
き
て
帰
る
と
て
、
子
猷
か
門
よ
り
あ
は
す
し
て
か
へ
り
し
、
え
ん
ふ
か

く
哉
・
（
四
八
七
）

⑱
わ
れ
世
を
は
や
く
せ
し
か
は
、
寂
蓮
程
の
名
を
残
す
へ
ぎ
に
、
な
か
い
き

●
●

し
て
無
下
の
名
を
な
か
し
侍
る
と
、
つ
ね
に
な
げ
き
侍
し
と
、
え
ん
の
事

な
り
。
（
四
九
八
）

●

⑲
叉
艶
な
る
牙
仙
を
も
い
ひ
く
た
し
か
ろ
し
む
る
輩
世
に
お
ほ
く
ふ
え
侍

恥
叩
ノ
。

（
四
九
五
）

以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
ほ
ぼ
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

ａ
何
ら
か
の
言
動
に
対
す
る
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の①

⑦
⑩
⑰
⑱

ｂ
歌
句
自
体
の
価
値
を
言
い
表
し
て
い
る
も
の

②
③
④
⑪
⑫

Ｃ
心
の
状
態
ま
た
は
そ
の
反
映
を
言
い
表
し
て
い
る
も
の
⑥
⑧
⑬
⑮
⑯

ｄ
歌
道
の
あ
り
よ
う
を
示
し
た
も
の

⑤
⑭

ｅ
そ
の
他
⑨
⑲

一
一
ハ



本
節
で
は
『
さ
上
め
ど
と
』
の
「
え
ん
」
の
用
例
の
中
、
何
ら
か
の
言
動
に

対
す
る
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
え
ん
」
の
語
例
（
五
例
）
を
考
察
の
主
な

対
象
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
宗
教
性
・
道
徳
性
の
結
合
が
必
ず
し
も
見
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。

ま
ず
①
は
連
歌
稽
古
の
範
例
を
揚
げ
る
章
段
中
の
文
で
あ
る
。
こ
の
章
段
に

お
い
て
具
体
的
に
作
品
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
『
万
葉
集
』
『
古
今
集
』

『
伊
勢
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
等
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
『
源

氏
物
語
』
と
『
狭
衣
物
語
』
に
つ
い
て
は
特
に
右
の
よ
う
な
評
価
が
与
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
は
「
え
ん
」
の
用
例
の
多
い
ｌ
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
後
世
の

文
芸
の
「
え
ん
」
の
使
用
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
Ｉ
代
表
的
文
芸

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
『
狭
衣
物
語
』
に
は
「
え
ん
」
の
用
例
は
殆
ど
見
ら
れ

な
い
。
そ
れ
で
は
心
敬
は
両
物
語
の
ど
の
よ
う
な
点
を
「
え
ん
」
と
捉
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
連
歌
論
中
に
は
、
両
物
語
に
関
す
る
言
及
は
他
に
は
な
い

が
、
実
作
に
は
両
物
語
を
ふ
ま
え
た
も
の
が
あ
り
、
参
照
さ
れ
る
。
そ
の
中
か

掲
示
し
た
用
例
は
、
一
文
節
を
原
則
と
し
、
読
点
で
お
わ
る
ま
で
の
部
分
を

抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
前
後
の
文
脈
の
中
で
な
お
よ
く
検
討
す
べ

き
点
が
多
く
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
次
節
以
下
の
考
察
の
中
で
の
課
題
と
し
た

い
。
ま
た
、
次
節
以
下
で
は
ａ
ｌ
ｅ
の
用
例
の
分
析
・
考
察
を
順
次
行
な
う
の

で
あ
る
が
、
従
来
特
に
注
目
さ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
ｃ
・
ｄ
の
用
例

で
あ
っ
た
こ
と
を
予
め
明
記
し
て
お
き
た
い
。

１
ａ
の
用
例
の
分
析
・
考
察

ら
特
に
物
語
中
の
あ
る
行
為
に
惹
か
れ
た
詠
作
を
拾
い
出
し
て
承
る
と
、

君
か
あ
ふ
き
そ
を
ぎ
し
ま
上
な
る

し
つ
ゑ
て
も
汚
す
や
な
き
か
か
ら
と
ま
り

さ
衣
の
女
房
の
む
し
あ
け
の
か
ら
と
ま
り
と
い
へ
る
所
に
て
し
つ
承
う

せ
侍
る
時
あ
ふ
き
を
都
に
か
た
ゑ
に
と
て
を
く
り
侍
る
事
と
も
也
・
前

句
を
き
し
ま
坐
と
い
は
へ
な
き
か
入
ら
は
此
世
に
と
ま
れ
る
か
と
い
へ

恥
叩
／
○

（
「
岩
橋
上
」
）

お
も
ひ
い
つ
る
今
夜
そ
な
き
か
か
ら
と
ま
り
遠
き
扇
の
風
も
身
に
し
む

（
海
路
）

今
夜
と
は
此
沖
に
と
ま
り
侍
る
夜
さ
衣
の
女
房
の
む
か
し
こ
上
に
て
身

を
な
げ
し
事
と
も
お
も
ひ
あ
は
せ
し
ら
ぬ
世
の
あ
ふ
き
の
風
も
い
ま
さ

ら
身
に
と
を
る
心
ち
し
て
侍
る
と
也
。
（
「
岩
橋
下
」
）

さ
衣
の
女
都
よ
り
ま
と
ひ
い
て
上
む
し
あ
け
の
ほ
と
り
か
ら
と
ま
り
と

い
へ
る
う
み
に
て
舟
よ
り
身
を
な
け
侍
り
あ
ふ
き
を
か
た
ゑ
に
都
へ
を

く
り
侍
し
と
也
。
そ
の
跡
に
一
夜
と
ま
り
て
あ
は
れ
を
か
け
侍
は
也
・

こ
れ
ら
は
『
狭
衣
物
語
』
の
女
主
人
公
の
一
人
で
あ
る
女
君
が
狭
衣
へ
の
深

い
心
情
の
故
に
入
水
を
企
て
た
際
に
、
狭
衣
が
か
つ
て
所
有
し
て
い
た
扇
に
辞

世
の
句
を
残
し
我
が
形
見
と
し
た
故
事
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
入
水
事
件

と
そ
れ
を
彩
る
扇
の
存
在
と
は
、
と
も
に
狭
衣
に
対
す
る
女
君
の
思
い
の
深

さ
・
切
実
さ
、
そ
し
て
二
人
を
結
ぶ
縁
の
強
さ
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
心

敬
は
扇
ま
た
海
路
に
関
連
し
て
女
君
の
愛
に
殉
じ
よ
う
と
し
た
行
為
を
想
起

し
、
感
慨
を
抱
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

色
の
こ
す
か
さ
し
の
荻
の
か
れ
葉
哉

神
な
月
十
日
あ
ま
り
の
比
人
の
住
吉
法
楽
と
て
興
行
し
侍
れ
は
也
、
か
の
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す
ま
よ
り
の
か
へ
り
ま
う
し
に
住
吉
ま
う
て
し
神
楽
な
と
さ
せ
給
ひ
し
の

ち
比
し
も
感
情
ふ
か
く
松
の
は
け
し
き
は
か
り
う
ち
時
雨
な
と
し
侍
れ
は

神
楽
の
後
頭
中
将
か
な
て
給
へ
と
て
に
は
か
の
事
に
侍
れ
は
う
へ
の
袖
を

●
●
●
●
●

ほ
こ
る
は
し
荻
の
か
れ
枝
を
か
さ
し
て
ま
ひ
給
へ
る
え
ん
ふ
か
き
こ
と
を

思
ひ
い
た
し
て
申
侍
り
（
後
略
）
（
「
岩
橋
上
」
）

心
敬
が
頭
中
将
と
し
て
い
る
舞
人
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
依
れ
ば
「
わ
か

や
か
な
上
達
部
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
措
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
本
文

の
「
い
と
、
白
く
枯
れ
た
る
荻
を
、
高
や
か
に
か
さ
し
て
、
た
上
一
か
へ
り

（
○
○
）

舞
ひ
て
、
い
り
ぬ
る
は
、
い
と
お
も
し
ろ
く
、
飽
か
す
そ
有
け
る
（
若
紫
）
」

の
部
分
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
み
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
源
氏
物
語
」
の

「
い
と
お
も
し
ろ
く
、
飽
か
す
そ
有
け
る
」
と
い
う
評
価
は
、
舞
い
の
主
の
白

く
枯
れ
た
荻
を
か
ざ
し
て
舞
い
、
退
出
し
た
そ
の
様
が
興
趣
深
い
も
の
と
受
け

止
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
心
敬
は
当
然
そ
の
評
価
を
承
け
て
い
る
と

考
え
う
る
が
、
そ
の
舞
い
の
主
の
行
為
を
「
え
ん
ふ
か
き
こ
と
」
と
言
い
表
し

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
自
註
に
は
舞
っ
た
様
が
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い

る
が
、
実
作
に
お
い
て
は
よ
り
象
徴
的
に
そ
の
場
の
情
趣
が
示
し
表
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
か
ざ
し
は
、
舞
い
の
た
め
に
予
め
準
備
さ
れ
た
華
麗
な
造
花
で
は
な

い
。
そ
の
場
で
求
め
た
自
然
の
し
か
も
枯
れ
た
も
の
で
、
舞
い
の
か
ざ
し
と
し

て
は
、
非
常
に
色
あ
せ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
秋
も
深
い
こ

の
場
の
俄
か
な
舞
に
趣
を
添
え
た
の
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は

「
神
の
忌
垣
に
は
ふ
葛
も
、
色
変
り
て
、
松
の
下
紅
葉
な
と
、
お
と
に
の
ゑ

秋
を
聞
か
ぬ
顔
な
り
、
…
：
．
（
わ
か
や
か
な
る
上
達
部
は
）
匂
ひ
も
な
く
黒
き

上
の
ぎ
ぬ
に
、
蘇
芳
襲
の
、
葡
萄
染
の
袖
を
、
に
は
か
に
引
き
ほ
こ
ろ
は
し
た

（
４
４
）

る
に
、
く
れ
な
ゐ
深
き
柏
の
快
の
、
う
ち
し
く
れ
た
る
に
」
と
、
そ
の
場
の
色

彩
的
状
況
を
丹
念
に
描
写
し
て
い
る
。
一
見
し
て
解
る
よ
う
に
、
深
い
紅
・
紫

系
の
色
調
に
彩
ら
れ
て
お
り
、
秋
の
深
さ
を
色
彩
的
に
も
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お

か
な
い
。
こ
の
深
い
紅
・
紫
系
の
色
調
の
中
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
唯

一
点
「
い
と
、
白
く
枯
れ
た
る
荻
」
を
「
高
や
か
に
か
さ
」
す
こ
と
で
そ
の
場

の
情
趣
に
色
を
添
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
枯
れ
荻
の
色
彩
的
効
果

を
心
敬
は
大
い
に
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
が
「
色

の
こ
す
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
枯
れ
た
荻
に
色
と
呼
べ
る
よ
う
な
色
合
い
は

な
い
。
そ
れ
を
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
「
白
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
心

敬
は
そ
う
し
た
荻
の
無
色
性
が
か
え
っ
て
色
彩
効
果
を
発
揮
し
た
点
を
評
価
し

て
、
枯
れ
て
な
お
「
色
の
こ
す
」
と
捉
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
荻
の
か
さ
し
を
用
い
て
舞
っ
た
行
為
を
、
風
趣
を
重
ん
じ
る
と
と
も

に
深
く
解
し
て
い
る
と
見
て
「
え
ん
ふ
か
き
こ
と
」
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

次
に
⑦
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
兼
好
の
言
葉
は
、
彼
の
独

自
な
審
美
観
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
月
花
を
じ
か
に
見
る
こ
と
を

よ
し
と
し
て
完
全
美
と
直
接
対
時
出
来
な
い
の
を
嘆
く
鑑
賞
の
仕
方
が
通
例
で

あ
っ
た
の
を
、
転
倒
し
て
、
む
し
ろ
月
花
の
面
影
を
辿
る
所
に
こ
そ
月
花
へ
の

憧
慢
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
面
影
を
偶
ぷ
と
い
う
間
接
的

対
時
の
う
ち
に
景
物
と
の
本
質
的
な
出
合
い
が
あ
る
の
だ
と
す
る
審
美
観
で
あ

る
。
兼
好
の
こ
の
審
美
観
を
、
下
っ
て
本
居
宣
長
は
「
さ
か
し
ら
心
の
つ
く
り

（
目
Ｊ
）

風
流
」
で
あ
る
と
難
じ
た
の
で
あ
る
が
、
心
敬
は
全
面
的
に
肯
定
す
る
立
場

に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
最
後
の
「
え
ん
ふ
か
く
哉
」
の
一
語
で
あ

る
。
風
流
の
中
の
風
流
、
真
実
の
月
花
と
の
対
時
を
心
敬
は
兼
好
の
姿
勢
に
見

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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⑩
は
「
春
は
た
上
い
つ
れ
の
草
も
若
菜
哉
」
と
い
う
句
を
め
ぐ
る
評
釈
で
あ

る
。
句
意
か
ら
推
せ
ば
、
こ
の
句
の
作
者
が
捉
え
た
情
趣
は
す
べ
て
の
草
が
萌

え
出
る
春
の
息
吹
き
で
あ
り
、
ど
の
草
の
若
芽
に
も
春
を
感
じ
る
感
動
を
こ
の

よ
う
に
言
い
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
心
敬
は
「
無
下
」
と
最

低
の
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
敬
が
要
求
す
る
の
は
、
春
の
息
吹
き

を
早
春
の
一
瞬
の
う
ち
に
受
け
止
め
る
敏
感
さ
で
あ
る
。
心
敬
の
言
に
従
え

ば
、
残
雪
の
間
か
ら
や
っ
と
の
ぞ
い
た
芽
に
春
の
息
吹
き
を
感
じ
と
る
敏
感

さ
、
早
春
の
喜
び
を
早
春
に
ふ
さ
わ
し
く
微
か
に
表
現
す
る
敏
感
さ
で
あ
る
。

あ
ま
り
に
強
く
露
わ
に
そ
の
勢
い
を
言
い
表
わ
し
て
は
早
春
の
季
節
感
は
吹
き

飛
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

⑰
は
戴
安
道
の
風
流
な
行
動
を
め
ぐ
っ
て
の
所
感
で
あ
る
。
こ
の
例
話
の
登

場
人
物
の
立
場
は
実
は
反
対
で
あ
っ
て
、
尋
ね
よ
う
と
し
て
会
わ
ず
に
帰
っ
た

の
は
王
子
猷
の
方
な
の
で
あ
る
が
、
『
さ
上
め
ど
と
』
の
記
述
は
諸
本
い
ず
れ

も
戴
安
道
が
尋
ね
よ
う
と
し
た
主
体
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
『
さ
上
め
ど

と
』
の
記
述
に
従
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
戴
安
道
の
行
動
は
、
雪
の
夜
の
月
と
い
う
興
趣
に
誘
わ
れ
て
友
人
に

会
い
に
行
き
な
が
ら
、
月
が
隠
れ
た
時
点
で
踵
を
返
し
た
、
つ
ま
り
分
か
ち
合

う
興
趣
が
無
け
れ
ば
会
っ
て
も
無
意
味
で
あ
る
、
と
の
徹
底
し
た
風
流
の
意
識

に
則
っ
た
行
動
で
あ
る
。
心
敬
は
こ
の
並
外
れ
た
風
流
心
に
対
し
て
感
じ
る
所

大
で
あ
っ
た
と
見
え
、
実
作
に
も
次
の
よ
う
に
詠
承
表
し
て
い
る
。

さ
し
か
へ
る
を
舟
の
さ
ほ
の
み
し
か
く
も
あ
け
し
そ
お
し
ぎ
雪
の
夜
の
月

（
従
門
帰
恋
）

戴
安
道
か
子
猷
を
た
つ
ね
、
は
る
か
に
舟
に
ざ
ほ
さ
し
侍
る
に
、
雪
の

夜
の
月
す
て
に
山
の
は
に
か
く
れ
侍
れ
は
、
子
猷
に
あ
は
て
門
よ
り
む
な

し
く
か
へ
り
し
こ
と
の
、
え
ん
ふ
か
き
を
よ
せ
侍
り
、

こ
こ
で
も
戴
安
道
が
尋
ね
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
子
猷
に
会
う
こ
と
な
く
帰
っ
た
こ
と
は
、
訪
問
行
為
が
徒
労
で
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
返
せ
ば
戴
安
道
の
興
趣
を
重
ん
じ

る
こ
と
の
深
さ
、
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
『
芝
草
』
賊
文
に
は
戴
安
道
や

白
牙
が
「
こ
と
は
り
ふ
か
く
お
も
ひ
入
れ
た
る
好
士
・
さ
か
ゐ
に
入
た
る
友
」

（
侭
Ｕ
）

と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
真
理
を
洞
察
す
る
風
雅
の
人
物
ま
た
そ
れ
に
相
応
し

い
詩
境
に
到
っ
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え

る
な
ら
ば
、
心
敬
は
戴
安
道
の
興
趣
を
愛
す
る
上
で
の
真
蟄
な
態
度
に
「
え
ん

ふ
か
し
」
と
感
概
を
抱
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑱
は
そ
の
前
文
か
ら
引
用
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

昔
隆
信
定
長
と
て
歌
口
も
稽
古
も
勝
劣
な
き
名
を
え
し
人
も
、
隆
信
は
君

に
つ
か
へ
て
あ
さ
ゆ
ふ
い
と
ま
な
く
哉
、
定
長
は
か
し
ら
お
ろ
し
て
寂
蓮

（
を
）
（
に
）

法
師
と
名
を
か
へ
、
衣
に
墨
を
な
し
、
い
と
ま
あ
る
身
に
な
り
て
、
ひ
と

へ
に
此
道
を
の
み
工
夫
し
侍
る
程
に
、
年
半
よ
り
後
は
同
日
の
対
論
に
及

は
す
と
、
も
る
ノ
、
の
歌
仙
申
あ
ひ
は
ん
へ
り
。
隆
信
申
侍
と
也
・
わ
れ

世
を
は
や
く
せ
し
か
は
、
寂
蓮
程
の
名
を
残
す
へ
ぎ
に
、
な
か
い
き
し
て

無
下
の
名
を
な
か
し
侍
る
と
、
つ
ね
に
な
け
き
侍
し
と
、
え
ん
の
事
也
。

隆
信
は
歌
人
と
し
て
の
高
名
を
残
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
、
長
生
き

し
た
こ
と
を
後
悔
し
続
け
た
、
そ
れ
が
「
え
ん
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
隆
信
の
嘆
き
も
歌
道
へ
の
思
い
の
深
さ
・
切
実
さ
か
ら
来
て
い
る
も
の
で

あ
る
。以

上
の
用
例
の
検
討
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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本
節
で
は
『
さ
上
め
ど
と
」
の
「
え
ん
」
の
用
例
の
中
、
歌
句
自
体
の
価
値

を
言
い
表
わ
し
て
い
る
「
え
ん
」
の
語
例
（
五
例
）
を
考
察
の
主
な
対
象
と
す

ブ
（
》
Ｏ

（
”
Ｊ
）

心
敬
は
「
詞
は
心
の
つ
か
ひ
」
と
い
う
言
表
に
窺
え
る
よ
う
に
詞
を
主
体
の

心
の
反
映
と
し
て
捉
え
、
句
の
心
（
意
味
・
内
容
・
情
趣
）
を
も
主
体
の
心
の

在
り
よ
う
の
投
影
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
主
体
の
望
ま
し

い
在
り
ょ
う
が
つ
ね
に
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
心

地
修
行
」
す
な
わ
ち
観
心
行
に
よ
る
心
の
錬
磨
が
不
可
欠
の
要
行
と
し
て
説
か

れ
、
ま
た
修
行
に
よ
る
理
想
の
境
位
へ
の
到
達
が
力
説
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
心

敬
は
心
の
修
行
と
詞
の
修
行
と
を
二
分
し
た
単
な
る
詞
の
修
行
に
陥
っ
て
は
な

ら
な
い
と
戒
め
る
。

定
恵
の
意
句
そ
な
へ
さ
ら
ん
歌
仙
〈
、
ま
こ
と
の
先
達
た
る
へ
か
ら
さ
る

か
。
（
同
本
）

定
は
禅
定
、
恵
は
智
恵
を
意
味
す
る
。
主
体
の
境
位
を
反
映
し
た
歌
意
と
そ
れ

を
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
歌
句
と
を
相
兼
具
備
し
て
こ
そ
歌
人
と
し
て
確
固
と

し
た
位
地
に
立
ち
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
と
考
え
ら
れ
る
の
が
⑫
の
用

例
で
あ
る
。
理
想
の
心
と
並
列
さ
れ
る
真
下
満
広
の
詞
の
「
え
ん
」
は
、
詞
と

仙
心
敬
は
何
ら
か
の
言
動
に
対
す
る
評
価
と
し
て
「
え
ん
」
の
語
を
用
い
て

い
る
が
、
そ
の
場
合
宗
教
性
・
道
徳
性
は
特
に
評
価
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な

い
。

⑨
命
を
か
け
る
程
の
切
実
な
真
剣
な
態
度
や
真
蟄
で
鋭
敏
な
月
花
・
景
物
と

の
対
時
を
「
え
ん
」
と
捉
え
て
い
る
。

２
ｂ
の
用
例
の
分
析
・
考
察

心
の
相
兼
具
備
を
言
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
心
敬
は
、

未
得
人
句
参
、
至
得
人
意
参
。
句
は
教
、
意
は
理
也
、
教
権
理
実
と
い
へ

恥
叩
／
Ｏ

（
同
本
）

権
と
実
と
の
関
係
は
方
便
と
真
実
の
関
係
で
あ
る
。
心
敬
は
仏
教
の
権
実
観

に
基
づ
い
て
詞
と
心
す
な
わ
ち
句
と
意
と
を
教
文
と
真
理
に
准
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
教
文
は
真
理
を
体
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
真
理
そ
の
も
の

で
は
な
い
。
従
っ
て
真
理
の
追
求
な
い
ま
ま
に
文
句
の
修
得
に
懸
命
に
な
っ
て

も
真
理
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
心
敬
は
修
行
を
稽
古
の
後

の
さ
ら
な
る
段
階
と
し
て
据
え
て
お
り
、
よ
っ
て
修
行
以
前
の
稽
古
の
段
階
に

お
い
て
は
権
す
な
わ
ち
書
き
表
わ
さ
れ
た
も
の
を
方
便
と
し
て
真
実
を
学
ぶ
の

で
あ
る
と
の
稽
古
観
な
い
し
歌
句
観
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
右
の
よ
う
な
歌
・
句
・
詞
観
に
立
ち
な
が
ら
心
敬
は
「
え
ん
」
つ
ま
り

「
え
ん
な
る
歌
・
句
・
詞
」
を
理
想
と
し
て
い
た
。
②
に
は
『
万
葉
集
』
に
「
え

ん
な
る
歌
」
が
多
く
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
見
詞
が
洗
練
さ
れ
て

お
ら
ず
優
美
・
華
麗
に
欠
け
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
『
万
葉
集
」
の
歌
が
、

実
は
真
実
を
内
包
し
た
「
え
ん
」
な
歌
で
あ
り
、
稽
古
の
模
範
と
し
て
も
重
視

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
心
敬
の
『
万
葉
集
』
観
を
呈
示
し
た
部
分
で
あ
る
。

次
に
④
は
定
家
の
言
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
ほ
れ
た
か
」
で
あ
る
こ

と
と
「
え
ん
」
で
あ
る
こ
と
と
が
対
照
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
定
家
の
言
に

委
託
さ
れ
た
歌
論
に
依
れ
ば
「
え
ん
」
が
理
想
で
あ
る
。
⑪
⑫
も
と
も
に
「
え

ん
」
な
歌
や
詞
を
理
想
と
し
て
い
る
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
理
想
と
さ
れ
て
い

る
歌
・
句
・
詞
の
「
え
ん
」
の
根
底
に
は
、
心
（
主
体
の
心
）
の
「
え
ん
」
が

在
り
、
つ
ね
に
そ
の
心
の
「
え
ん
」
が
庶
幾
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ

う
。
そ
の
具
体
的
な
在
り
よ
う
に
つ
い
て
は
次
節
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、

一

一

○



本
節
で
は
『
さ
上
め
ど
と
』
の
「
え
ん
」
の
用
例
の
中
、
心
の
状
態
ま
た
は

そ
の
表
出
を
言
い
表
し
て
い
る
「
え
ん
」
の
語
例
（
五
例
）
を
考
察
の
主
な
対

象
と
す
る
。

ま
ず
⑥
は
、
す
ぐ
れ
た
句
と
は
ど
の
よ
う
な
句
か
と
い
う
問
題
に
関
し
た
も

の
で
あ
る
。
⑥
の
文
を
含
む
部
分
を
掲
げ
る
と
、

●

秀
句
と
侍
れ
は
と
て
あ
な
か
ち
に
別
の
事
に
あ
ら
す
。
心
を
も
ほ
そ
く
え

●ん
に
の
と
め
て
、
世
の
あ
は
れ
を
も
ふ
か
く
お
も
ひ
入
た
る
人
の
む
ね
の

内
よ
り
い
て
た
る
句
な
る
へ
し
。
さ
れ
は
一
字
二
字
な
と
の
か
は
り
な

り
。
し
な
た
け
、
や
せ
さ
む
く
、
ら
う
ｊ
、
し
く
、
い
は
い
心
の
に
ほ
ひ

の
あ
る
は
、
閑
人
の
口
よ
り
い
つ
る
物
な
り
。

す
ぐ
れ
た
句
、
つ
ま
り
「
し
な
た
け
、
や
せ
さ
む
く
、
ら
う
ｊ
、
し
く
、
い

は
い
心
の
に
ほ
ひ
の
あ
る
」
句
を
詠
承
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
「
閑
人
」
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
閑
人
」
と
い
う
語
は
、
『
さ
上
め
ど
と
』
に
示

さ
れ
た
理
想
の
作
者
像
の
、
最
も
簡
潔
な
言
い
表
し
で
あ
る
。
そ
の
「
閑
人
」

本
節
で
は
歌
意
と
関
わ
っ
て
心
敬
が
真
実
性
を
重
視
し
、
真
実
へ
の
到
達
を
希

求
し
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
き
た
い
。
ま
た
若
干
の
注
意
を
要
す
る

③
の
用
例
に
つ
い
て
や
や
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
③
の
場
合
の
「
え

ん
」
は
「
華
艶
」
を
意
味
し
、
紀
貫
之
が
理
想
と
し
て
い
た
「
絶
艶
」
に
乖
離

（
○
０
）

す
る
「
艶
の
亜
流
」
で
あ
る
。
心
敬
が
理
想
と
し
て
い
た
の
は
「
真
実
の
艶
」

と
も
言
う
べ
き
「
絶
艶
」
に
相
当
し
よ
う
。
従
っ
て
、
③
の
「
え
ん
」
の
用
例

に
限
っ
て
は
、
特
に
他
の
「
え
ん
」
と
は
語
義
を
異
に
す
る
と
考
え
て
よ
い
と

思
う
。

３
ｃ
の
用
例
の
分
析
・
考
察

の
在
り
ょ
う
が
「
心
を
も
細
く
え
ん
に
の
と
め
て
、
世
の
哀
れ
を
も
深
く
思
い

入
た
る
」
と
い
う
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
「
閑
人
」
像
に
つ
い
て

は
、
他
に
も
例
え
ば
俗
世
を
離
脱
し
た
所
に
明
悟
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
章
段

（
『
さ
上
め
ど
と
」
四
九
一
頁
）
の
末
尾
に
「
秀
句
は
閑
家
の
人
の
心
よ
り
い
つ

な
と
い
へ
り
」
の
一
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
俗
世
を
離
脱
し
た
静

寂
な
環
境
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
心
境
に
あ
る
人
物
と
理
解
で
き
よ
う
。

ま
た
「
閑
人
」
の
具
体
的
な
在
り
よ
う
に
関
し
て
は
次
の
記
述
が
参
考
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

ひ
と
へ
に
名
を
お
も
ひ
、
身
の
さ
か
へ
を
望
も
侍
る
へ
し
。
叉
さ
か
ゐ
に

い
れ
る
に
つ
け
て
、
閑
居
幽
栖
を
こ
の
承
、
心
を
す
ま
す
人
も
あ
る
也
。

名
利
や
栄
誉
等
の
対
極
に
閑
居
幽
栖
そ
し
て
心
を
す
ま
す
こ
と
が
置
か
れ
て

い
る
。
歌
道
の
修
行
や
熟
達
の
向
こ
う
に
現
世
に
お
い
て
掴
ゑ
う
る
栄
達
を
見

る
者
は
少
な
く
な
い
。
が
、
そ
れ
は
環
境
・
心
境
の
澄
浄
を
望
む
べ
く
も
な

い
。
澄
浄
の
希
求
は
「
さ
か
ゐ
に
い
れ
る
に
つ
け
」
て
な
さ
れ
る
と
い
う
。

「
境
」
は
「
大
悟
発
明
不
可
説
の
ざ
か
ゐ
」
「
真
実
の
さ
か
ゐ
」
（
『
さ
上
め
ど

と
』
）
な
ど
と
言
わ
れ
る
到
達
得
悟
の
境
位
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
さ
か
ゐ
に

入
た
る
」
こ
と
の
解
説
と
し
て
「
至
極
の
後
」
「
仏
法
の
円
教
円
成
に
い
た
り
」

（
『
さ
上
め
ど
と
』
）
等
の
表
現
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
と

す
れ
ば
、
心
敬
は
澄
浄
な
心
境
・
環
境
に
在
る
人
物
を
理
想
と
し
て
お
り
、
歌

句
の
詠
作
に
携
る
上
で
も
そ
う
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
思
わ

れ
る
。さ

て
、
⑥
に
返
っ
て
考
え
て
承
る
と
、
理
想
の
閑
人
の
心
境
は
「
心
を
も
ほ

そ
く
え
ん
に
の
と
め
」
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
、
内
実
的
に
は
澄

浄
な
悟
境
と
言
い
得
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

一
一
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⑧
の
用
例
を
含
む
章
段
を
見
る
と
、
「
え
ん
」
及
び
そ
れ
に
類
す
る
概
念
群

と
そ
れ
ら
に
対
立
す
る
概
念
群
と
が
次
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

歌
連
歌
に
も
外
横
内
浄
外
浄
内
機
の
句
あ
る
へ
し
と
也
・
す
か
た
を
か
さ

●
●
●
●
●

ら
て
心
に
え
ん
ふ
か
き
奇
、

か
し
こ
ま
る
し
て
に
涙
の
か
坐
る
か
な
叉
い
つ
か
わ
と
お
も
ふ
わ
か
れ

に
西
行

に
な
ひ
も
つ
さ
う
き
の
い
れ
こ
町
あ
し
た
世
わ
た
る
道
を
承
る
そ
か
な

し
ぎ

慈
鎮

（
て
）

あ
さ
露
を
は
か
な
き
物
と
見
つ
る
ま
に
仏
の
あ
に
上
身
〈
成
に
け
り仲

実

此
等
外
機
内
浄
の
計
な
る
へ
し
。
た
と
へ
は
金
を
つ
上
り
に
つ
入
み
た
る

こ
と
し
。
上
は
つ
た
な
く
て
内
に
宝
あ
り
。
叉
す
か
た
の
よ
ろ
し
く
て
心

の
承
た
れ
た
る
奇
お
ほ
し
。

を
し
か
ら
ぬ
太
山
お
ろ
し
の
さ
莚
に
な
に
と
い
の
ち
の
い
く
ょ
ひ
と
り

ね
こ
の
た
く
ひ
外
浄
内
械
の
寄
、
数
を
し
ら
す
。
に
し
き
に
て
つ
た
な
き
も

の
を
つ
上
ゑ
た
る
な
る
へ
し
。

（
同
本
）

「
職
・
か
さ
る
・
乱
る
」
と
「
浄
・
え
ん
ふ
か
し
．
よ
ろ
し
」
が
明
ら
か
に

対
立
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
種
の
概
念
の
対
比
は
次
の
記
述

に
も
看
取
さ
れ
る
。

（
り
）

心
の
か
さ
り
た
る
と
も
か
ら
の
句
は
、
姿
こ
と
葉
や
さ
は
承
た
る
と
も
、

ま
こ
と
の
人
の
み
坐
よ
り
は
、
い
つ
は
り
の
み
な
る
へ
し
。
さ
れ
は
古
人

の
名
詞
自
讃
に
も
、
か
た
ち
を
か
さ
り
は
な
め
き
た
る
は
す
ぐ
な
く
哉
。

（
同
末
）

こ
の
記
述
に
よ
っ
て
さ
ら
に
「
真
・
偽
」
の
対
立
概
念
を
加
え
う
る
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
「
心
に
え
ん
ふ
か
き
歌
」
と
い
う
の
は
、
真
実
・
清
浄
を
本

質
と
し
そ
れ
を
体
現
し
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
前
提
と
し

て
不
可
分
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
が
、
詠
作
の
主
体
に
お
け
る
内
面
的
な
真
実

・
清
浄
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
前
節
で
の
考
察
と
重
な
る

も
の
で
も
あ
る
。

⑬
⑮
は
同
一
章
段
中
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
章
段
に
は
⑭
も
含
ま
れ
て
お

り
、
⑮
は
⑭
の
説
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
⑭
も
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

●
●

（
歌
略
）
こ
れ
も
え
ん
に
さ
し
の
ひ
の
と
や
か
に
、
お
も
か
け
余
情
に
心

●
●

を
か
け
侍
れ
と
也
。
此
道
に
入
ら
む
輩
は
、
ま
つ
え
ん
を
む
ね
と
修
行
す

●

へ
き
事
と
な
り
。
艶
と
い
ふ
も
あ
な
か
ち
句
の
す
か
た
こ
と
葉
の
や
さ
は

み
は
な
め
き
た
る
に
は
あ
る
へ
か
ら
す
。
む
ね
の
う
ち
き
よ
く
、
人
間
の

色
欲
う
す
く
、
よ
る
つ
に
哀
ふ
か
く
、
物
こ
と
に
跡
な
き
事
を
お
も
ひ
し

め
、
人
の
な
さ
け
を
わ
す
れ
す
、
そ
の
人
の
お
ん
に
は
、
一
の
命
を
も
か

る
く
思
ひ
侍
ら
ん
人
の
む
ね
よ
り
出
た
る
句
な
る
へ
し
。

「
え
ん
」
を
歌
道
の
中
枢
に
据
え
つ
つ
、
心
敬
は
「
え
ん
」
が
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
説
こ
う
と
す
る
。
「
え
ん
」
は
一
般
に
考
え
ら
れ
が
ち
な
句
の
上
に

現
わ
れ
た
表
現
上
の
優
美
・
華
麗
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
華
艶
」
は
例
え

ば
遍
照
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
ば
し
ば
歌
人
道
の
間
で
尊
重
さ
れ
追
求

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
『
古
今
集
』
序
に
お
い
て
批
難
さ

れ
た
。
今
ま
た
心
敬
も
こ
れ
を
去
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
心
敬
の
求
め
る
真

実
の
「
え
ん
」
は
望
ま
し
い
境
地
か
ら
生
ま
れ
る
句
で
あ
る
。
そ
の
境
地
は

「
む
ね
の
う
ち
」
以
下
の
部
分
に
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
煩
悩

を
去
っ
て
括
淡
と
し
た
、
清
浄
な
境
地
で
あ
り
、
静
か
に
森
羅
万
象
と
対
時
し

一
一
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無
常
の
理
を
観
じ
る
境
地
で
あ
る
。
「
よ
ろ
つ
に
哀
ふ
か
く
」
は
森
羅
万
象
と

の
詩
情
豊
か
な
対
時
を
意
味
し
よ
う
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
無
常
の
理
が
厳
然
と

し
て
在
り
、
そ
の
真
理
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
万
象
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
る

の
だ
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
文
中
そ
の
境

地
が
情
や
恩
に
対
す
る
応
答
と
も
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

さ
て
右
の
よ
う
な
境
地
の
露
呈
と
し
て
「
え
ん
」
句
が
措
定
さ
れ
て
い
る
訳

で
あ
る
が
、
「
え
ん
」
句
を
な
お
説
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
⑬
の
用
例

を
含
む
一
文
で
あ
る
。
「
え
ん
に
さ
し
の
ひ
の
と
や
か
に
」
は
境
地
の
理
想
的

な
在
り
よ
う
を
言
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
⑥
に
お
い
て
秀
逸
の
歌
句

を
生
ゑ
出
す
理
想
の
境
地
が
「
え
ん
に
の
と
め
」
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
と

符
合
す
る
。
「
の
ど
む
」
は
静
穏
で
平
ら
か
な
状
態
を
言
う
語
で
あ
り
、
恒
常

的
に
落
ち
着
い
た
感
を
伴
っ
て
い
る
。
従
っ
て
⑧
の
用
例
を
検
討
し
た
際
に
得

た
「
え
ん
」
の
語
義
「
清
浄
で
真
聿
否
と
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
心
敬
の

理
想
と
し
て
い
た
境
地
は
澄
浄
で
平
ら
か
な
到
達
境
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

確
か
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
境
地
に
在
っ
て
「
面
影
・
余
情
に
心
を

か
け
」
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
面
影
・
余
情
」
も
し
く
は
単
に
「
面
影
」
は
、
『
さ
坐
め
ど
と
』
を
通
じ

て
尊
重
さ
れ
、
歌
詠
の
際
の
重
大
要
素
と
し
て
高
掲
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
「
面
影
ぽ
か
り
を
詠
す
る
い
ゑ
し
き
至
極
」
「
秀
歌
を
胸
に
お
き

て
そ
の
面
影
余
情
を
句
こ
と
に
ふ
く
む
へ
き
」
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
心

敬
が
親
句
よ
り
も
疎
句
を
好
み
、
内
容
・
情
趣
を
言
い
尽
く
さ
な
い
所
に
こ
そ

歌
句
の
風
趣
が
豊
か
に
存
在
す
る
と
考
え
、
こ
れ
を
重
ん
じ
て
い
た
（
「
い
か

に
も
言
い
残
し
理
な
き
所
に
幽
玄
哀
は
あ
る
へ
し
」
（
『
さ
上
め
ど
と
』
）
な

ど
）
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
美
意
識
は
直
接
に
そ
の
も

の
を
言
い
表
わ
す
よ
り
も
「
面
影
」
を
尊
重
す
る
態
度
と
こ
そ
合
致
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
に
第
一
節
に
お
い
て
見
た
兼
好
の
月
花
と
の
対
時
方
法

に
対
す
る
評
価
と
も
符
合
す
る
。
心
敬
が
引
用
し
た
兼
好
の
言
「
（
月
を
）
雨

の
夜
お
も
ひ
あ
か
し
、
（
花
の
）
ち
り
し
ほ
れ
た
る
木
陰
に
き
て
過
に
し
か
た

を
お
も
ふ
」
は
、
ま
さ
に
「
面
影
」
の
尊
重
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
心
敬
は
「
面
影
」
に
心
を
向
け
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
お
り
、
そ
の
理
想

に
真
に
向
か
う
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ

「
面
影
」
を
求
め
て
や
ま
な
い
兼
好
の
言
が
「
艶
深
き
」
も
の
と
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
ま
た
「
面
影
」
に
心
を
か
け
る
境
地
と
し
て
「
え
ん
」
で
あ
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

⑯
の
用
例
も
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

古
人
の
幽
玄
体
と
と
り
を
け
る
は
心
を
最
用
に
せ
し
に
や
。
よ
の
つ
れ
の

●
●

好
士
の
心
え
侍
る
は
す
か
た
こ
と
葉
の
や
さ
は
承
た
る
也
。
心
の
え
ん
な

る
に
は
入
か
た
き
道
な
り
。
人
も
す
か
た
を
か
ひ
つ
く
ろ
へ
る
は
諸
人
の

事
也
。
心
を
お
さ
め
ぬ
る
は
一
人
な
る
へ
し
と
な
り
。

幽
玄
体
を
め
ぐ
る
論
議
で
あ
る
が
、
古
人
の
考
え
て
い
た
幽
玄
体
と
最
近
一

般
の
人
灸
が
理
解
し
て
い
た
も
の
と
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
論
点

で
あ
る
。
そ
の
相
違
は
「
心
の
え
ん
」
の
有
無
、
換
言
す
れ
ば
心
を
お
さ
め
え

て
い
る
か
否
か
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
「
え
ん
に
の
と

め
」
た
心
境
か
ら
生
ま
れ
た
句
で
あ
る
こ
と
が
最
要
な
の
で
あ
り
、
誰
で
も
が

心
が
け
る
表
面
上
の
優
美
・
華
麗
・
巧
妙
は
問
題
の
外
に
在
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
し
て
理
想
の
心
境
は
、
よ
り
狭
義
に
は
た
だ
「
え
ん
」
に
収
束
さ
れ
る
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
「
の
ど
む
」
は
も
ち
ろ
ん
「
え
ん
」
と
結
合
し
て
求
望
さ
れ

る
心
の
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
心
敬
の
理
想
と
し
た
心
境
の
本
質
は

一
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一
一
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本
節
で
は
『
さ
上
め
ど
と
』
の
「
え
ん
」
の
用
例
の
中
、
歌
道
の
あ
り
よ
う

を
示
し
た
も
の
（
二
例
）
・
そ
の
他
（
二
例
）
を
考
察
の
主
な
対
象
と
す
る
。

ま
ず
歌
道
の
あ
り
よ
う
を
示
し
た
用
例
⑤
⑭
で
あ
る
が
、
⑤
は
、
歌
道
を
安

易
に
考
え
、
歌
句
を
安
易
に
詠
作
し
て
、
思
案
す
る
こ
と
を
軽
視
す
る
風
潮
を

批
難
し
た
言
で
あ
る
。
心
敬
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（

な
）

道
に
心
さ
し
ふ
か
く
し
ゑ
こ
ほ
り
た
る
人
は
、
玉
の
ほ
か
に
光
を
尋
花
の

ほ
か
に
匂
ひ
を
も
と
む
る
ま
こ
と
の
道
な
る
へ
し
、
大
聖
文
殊
の
化
現
な

と
は
し
ら
す
、
や
す
ノ
、
と
は
い
か
て
い
て
ぎ
侍
ら
ん
。
心
に
よ
し
あ
し

●
●

の
分
別
も
な
く
え
ん
に
は
つ
か
し
き
道
と
も
し
ら
さ
ら
ん
と
も
か
ら
は
、

や
す
く
も
や
侍
ら
ん
。

「
え
ん
」
に
尽
き
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
二
節
及
び
三
節
の
分
析
・
考
察
か
ら
次
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

①
心
敬
は
「
え
ん
」
な
境
地
を
理
想
と
し
、
そ
の
境
地
の
露
呈
し
た
句
を
理

想
の
「
え
ん
」
な
歌
句
と
考
え
て
い
る
。

③
心
敬
の
理
想
と
す
る
「
え
ん
」
な
境
地
は
清
浄
で
真
実
な
境
位
で
あ
る
。

こ
の
「
え
ん
」
は
静
穏
な
状
態
を
言
い
表
わ
す
「
の
ど
む
」
と
結
合
し
て
も

求
望
さ
れ
て
い
る
。

⑧
心
敬
は
「
面
影
」
を
歌
句
の
詠
作
に
お
け
る
重
大
要
素
と
し
て
尊
重
し
て

い
る
が
、
こ
の
「
面
影
」
に
真
蟄
に
向
か
う
境
地
と
し
て
や
は
り
「
え
ん
」

が
望
ま
れ
て
い
る
。

④
心
敬
は
「
え
ん
」
を
歌
道
の
中
枢
に
据
え
て
い
る
が
、
そ
の
「
え
ん
」
は

括
淡
と
し
た
清
浄
な
境
地
か
ら
出
た
「
え
ん
」
な
句
で
あ
る
。

４
．
．
ｅ
の
用
例
の
分
析
・
考
察

貫
之
は
一
首
を
廿
日
に
詠
せ
し
と
な
り
。

宮
内
卿
は
血
を
は
き
て
毎
々
案
せ
し
。

公
任
卿
ほ
の
ノ
ー
、
の
詠
歌
を
は
三
と
せ
ま
て
あ
ん
し
て
、
も
と
つ
ぎ
侍

る
な
と
云
り
。

長
能
は
わ
か
歌
を
公
任
卿
に
難
せ
ら
れ
侍
て
、
其
座
よ
り
病
と
な
り
て

身
ま
か
り
ぬ
。

（
三
十
ち
）

も
ろ
こ
し
の
播
岳
と
や
ら
ん
は
詩
を
沈
思
し
て
三
十
の
う
ち
に
白
翁
と

な
る
。

仏
法
に
最
上
醍
醐
味
と
い
へ
る
、
い
か
に
も
ね
れ
る
心
を
い
ふ
な
る
へ

‐
‐
し
。

（
同
本
）

歌
句
の
詠
作
に
向
か
う
態
度
が
い
か
に
真
蟄
な
も
の
で
あ
る
か
が
熱
を
こ
め

て
語
ら
れ
て
い
る
。
安
易
な
詠
作
は
許
し
が
た
い
振
舞
い
で
あ
ろ
う
。
道
理
を

弁
え
ず
、
歌
道
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
者
は
安
易
に
詠
作
を
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
歌
道
は
、
類
な
き
真
実
追
求
の
道
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「
え
ん
」
は
、
真
蟄
な
真
実
追
求
の
意
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
風
流
・

優
美
・
上
品
」
等
の
語
で
置
き
換
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
例
挙
さ
れ
て
い
る
歌
人
達
の
詠
作
の
態
度
か
ら
考
え
て
も
、
こ
こ
で
は

命
が
け
の
真
蟄
な
あ
り
よ
う
を
指
し
て
「
え
ん
」
と
言
っ
て
い
る
と
見
て
よ
か

ろ
う
。⑭

は
前
節
に
お
い
て
⑬
⑮
と
合
わ
せ
て
分
析
・
考
察
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は

省
略
す
る
。

次
に
そ
の
他
の
用
例
⑨
⑲
で
あ
る
が
、
⑨
の
用
例
は
、
小
式
部
が
母
の
和
泉

式
部
に
先
立
っ
て
、
し
か
も
三
歳
に
な
っ
た
幼
い
娘
を
残
し
て
死
ん
だ
折
の
和

泉
式
部
の
詠
歌
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
に
え
ん
ふ
か
き
こ
と
は

一
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り
」
の
中
身
は
そ
の
前
文
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。

（
侍
し
）

け
に
も
わ
か
母
に
を
く
れ
侍
た
る
よ
り
は
小
式
部
か
わ
か
れ
は
切
に
か
な

し
く
侍
れ
は
、
わ
れ
よ
り
は
此
み
と
り
子
を
こ
そ
思
を
き
侍
ら
め
と
也
。

親
に
死
別
す
る
以
上
に
子
に
先
立
た
れ
る
の
は
辛
い
も
の
で
あ
る
。
代
わ
れ

る
も
の
な
ら
代
わ
っ
て
や
り
た
い
と
い
う
の
が
親
の
心
情
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
沈
痛
な
悲
哀
か
ら
、
さ
ら
に
ふ
み
こ
ん
で
帰
納
的
に
幼
子
に
対
す
る
娘
の

痛
切
な
思
い
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
あ
は
れ
に
え
ん
ふ
か
き
こ
と
は

り
」
と
心
敬
は
捉
え
た
。
娘
を
失
っ
た
悲
哀
と
幼
子
を
思
う
で
あ
ろ
う
娘
を
思

う
親
心
の
う
ち
に
、
真
実
な
心
情
を
見
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
和
泉
式
部
の

親
子
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
所
感
に
対
し
、
衷
心
真
実
そ
の
通
り
で
あ
る
と

共
鳴
し
た
の
で
あ
る
。

⑲
は
「
艶
な
る
歌
仙
」
に
相
対
す
る
存
在
と
し
て
後
続
文
に
「
道
の
外
道
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
説
明
す
る
例
と
し
て
「
鷹
」
と

「
烏
」
、
「
仏
」
と
「
五
千
上
慢
」
が
各
々
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

て
、
「
艶
な
る
歌
仙
」
を
歌
道
に
お
け
る
到
達
者
と
見
倣
せ
よ
う
。
と
す
れ

ば
、
こ
の
場
合
の
「
艶
」
も
、
澄
浄
な
境
地
に
到
達
し
た
意
、
そ
し
て
真
蟄
に

歌
道
に
向
か
う
意
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
四
節
の
考
察
か
ら
次
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

㈹
歌
道
の
あ
り
よ
う
を
め
ぐ
っ
て
は
、
歌
道
に
向
か
う
態
度
の
真
藝
さ
が

「
え
ん
」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

⑨
「
え
ん
」
は
歌
達
に
お
け
る
到
達
点
を
指
す
。
従
っ
て
「
え
ん
な
る
歌

仙
」
と
言
い
表
わ
さ
れ
る
歌
人
は
、
歌
道
に
携
わ
る
際
の
境
地
に
お
い
て
も

態
度
に
お
い
て
も
「
え
ん
」
な
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
澄

浄
な
境
位
に
在
っ
て
真
華
に
歌
詠
に
向
か
う
人
物
が
「
え
ん
」
で
あ
る
。

以
上
『
さ
上
め
ど
と
』
に
お
け
る
「
え
ん
」
の
全
用
例
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
宗
教
性
・
道
徳
性
の
有
無
に
関
係
な
く
①
切
実
・
真
剣
で
真
華
な

自
然
・
人
間
・
真
理
・
歌
句
と
の
対
時
を
「
え
ん
（
な
り
）
」
ま
た
は
「
え
ん

ふ
か
し
」
と
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
、
⑨
清
浄
な
括
淡
と
し
た
境
地
、
そ
れ
ゆ

え
に
①
の
対
時
が
可
能
な
境
地
を
「
え
ん
（
な
り
）
」
と
言
い
表
し
て
い
る
こ

と
、
⑧
⑨
の
境
地
か
ら
生
ま
れ
る
歌
句
を
「
え
ん
」
と
言
い
表
し
て
い
る
こ

と
等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
考
察
の
結
果
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
「
え
ん
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
つ
き
つ
め
れ
ば
「
真
」
で
あ
り

「
浄
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
真
・
浄
」
の
境
位
は
必
ず
し
も
仏
教
と
結
び
つ
い
て
の
ゑ
存
在
す
る

訳
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
『
さ
上
め
ど
と
』
（
末
）
の
後
半
部
、
「
念
々
歳

々
の
修
行
の
歌
人
」
が
「
九
牛
が
一
毛
」
ほ
ど
に
少
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る

部
分
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
心
敬
は
そ
の
少
な
い
存
在
の
実
例
と
し
て
「
楚

国
に
も
屈
原
ひ
と
り
こ
そ
さ
め
た
り
」
と
屈
原
を
挙
げ
て
い
る
。
汚
濁
と
隔
絶

し
た
高
潔
な
志
を
想
え
ば
、
屈
原
は
ま
さ
に
「
真
・
浄
」
の
体
現
者
と
言
え
よ

う
。
そ
し
て
心
敬
は
そ
こ
に
こ
そ
人
間
の
正
し
い
在
り
よ
う
ｌ
道
を
認
め
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
ま
ず
屈
原
の
例
と
併

せ
て
菩
薩
の
覚
位
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
仏
典
に
は
修
行
中
の
菩
薩

も
そ
の
多
く
は
二
乗
に
堕
ち
易
く
、
覚
位
に
到
る
者
は
一
、
二
人
に
過
ぎ
な
い

（
ｎ
ソ
）

と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
敬
は
到
達
点
を
菩
薩
の
悟
境
位
に
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
次
に
、
屈
原
に
つ
い
て
「
さ
め
た
り
」
と
そ
の
覚
醒
し
た
境
位

を
言
い
表
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
菩
薩
の
覚
位
と
の
等
質
視
と
見
倣
せ

お
わ
り
に

一

一

五



よ
う
。
こ
の
よ
う
な
境
位
の
等
質
視
は
、
「
え
ん
」
の
用
例
⑬
⑭
⑮
を
含
む

章
段
（
前
掲
）
に
お
い
て
も
看
取
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
報
恩
の
た
め
に
は
一
命

を
も
捨
て
よ
う
と
す
る
覚
悟
の
境
地
が
執
着
を
去
っ
て
真
理
と
対
時
す
る
澄
浄

な
境
位
に
准
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
心
敬
が
仏
道
の
到

達
点
で
あ
る
清
浄
心
を
普
遍
的
な
超
脱
の
境
位
と
等
質
視
し
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
よ
う
。

そ
れ
で
は
歌
道
の
実
践
に
際
し
て
、
理
想
の
境
位
Ⅱ
覚
悟
の
境
位
を
希
求
し

そ
こ
へ
到
達
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
具
体
的
方
法
が
可
能
な
の
か
。
『
さ

上
め
ど
と
』
に
は
「
心
地
修
行
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
課
題
に
対

す
る
答
え
を
心
敬
は
仏
行
に
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
歌
道
の
到
達
点
は
仏
道

の
到
達
点
で
も
あ
る
。
到
達
点
で
あ
る
「
真
・
浄
」
Ｉ
「
え
ん
」
を
徹
底
的
に

真
筆
に
目
指
す
心
の
練
磨
こ
そ
、
心
敬
の
願
求
し
た
歌
道
・
連
歌
道
で
あ
り
、

そ
の
中
で
こ
そ
彼
の
歌
道
仏
道
一
如
観
も
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

心
敬
が
『
さ
上
め
ど
と
』
の
中
で
真
の
歌
人
と
し
て
特
に
名
を
挙
げ
て
い
る

の
は
慈
鎮
と
西
行
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。
西
行
は
「
修
行
者
」
ま
た
「
閑
居
幽

栖
を
好
む
閑
人
」
と
し
て
、
ま
た
慈
鎮
は
天
台
の
重
鎮
と
し
て
、
共
に
心
敬
の

仏
道
歌
道
に
わ
た
る
善
き
先
輩
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

仏
行
を
離
れ
て
は
「
え
ん
」
の
境
位
も
「
え
ん
」
な
句
も
な
い
と
い
う
の
が

『
さ
上
め
ど
と
』
に
示
さ
れ
て
い
る
心
敬
の
「
え
ん
」
論
の
偽
ら
ざ
る
立
場
な

の
で
あ
る
。
実
践
方
法
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
仏
行
（
心
地
修
行
Ｉ
観
心
修
行
）

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
到
達
点
で
あ
る
「
真
・
浄
」
の
境
位
を
真
塑
に
望
み
、

真
蟄
さ
・
真
実
さ
・
浄
さ
（
そ
れ
ら
が
心
敬
の
「
え
ん
」
の
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
）
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
そ
れ
ら
の
故
に
よ
し
と
す
る
Ｉ
こ
の
よ
う
な

「
え
ん
」
の
意
識
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
「
え
ん
」
の
意
識
に
包

八
註
Ｖ

ま
れ
る
か
た
ち
で
心
敬
の
『
さ
上
め
ど
と
』
は
成
立
、
展
開
し
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

（
１
）
久
松
潜
一
「
幽
玄
の
妖
艶
化
と
平
淡
化
Ｉ
正
徹
・
心
敬
の
文
学
の
一
考

察
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
七
’
二
・
一
二
一
九
三
○
）
は
、
心
敬
の

理
想
の
境
地
を
「
幽
玄
」
に
求
め
、
心
敬
の
連
歌
論
の
う
ち
に
心
敬
以
前

の
幽
玄
の
妖
艶
化
と
は
対
照
的
な
幽
玄
の
平
淡
化
を
見
よ
う
と
す
る
。
そ

の
際
に
迷
と
煩
悩
を
去
っ
た
宗
教
的
境
地
Ｉ
幽
玄
に
通
じ
る
も
の
と
し
て

心
敬
の
「
え
ん
（
Ｉ
心
の
え
ん
こ
を
も
捉
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
え

ん
」
凹
体
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
岡
崎
義
恵

「
艶
と
妖
艶
」
（
『
美
の
伝
統
』
宝
文
館
一
九
六
九
）
は
、
心
敬
に
お
い

て
「
艶
」
と
「
幽
玄
」
と
が
合
流
し
、
ま
た
「
艶
」
と
「
あ
は
れ
」
「
ま

こ
と
」
が
区
別
し
難
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
「
究
寛
最
高
の
総
合
」
の

意
義
を
見
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
「
古
今
集
序
な
ど
で
実
と
対
立
す
る
華

と
し
て
、
又
気
力
な
ぎ
淫
雌
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
「
艶
」
は
、
殆
ど
完
全

に
そ
の
位
置
を
顛
倒
し
、
「
艶
」
こ
そ
そ
の
中
に
実
を
含
み
、
最
も
深
き

精
神
力
を
蔵
す
る
も
の
と
し
て
尊
ば
れ
る
に
至
っ
た
」
と
し
て
、
心
敬
の

「
艶
」
を
「
「
艶
」
を
全
く
人
格
的
魅
力
・
精
神
の
に
ほ
ひ
と
し
て
解
し

た
も
の
で
、
「
艶
」
の
浄
化
を
な
し
遂
げ
た
も
の
」
と
評
価
す
る
と
共
に

「
本
来
「
艶
」
の
持
っ
て
居
た
肉
体
性
・
官
能
性
を
喪
失
し
、
従
っ
て
叉

溌
刺
た
る
生
気
や
強
い
現
実
性
を
な
く
し
た
」
と
跡
づ
け
た
。
こ
れ
を
ふ

ま
え
つ
つ
石
津
純
道
「
心
敬
（
再
論
）
」
（
『
中
世
の
文
学
と
芸
道
』
至

文
堂
一
九
六
一
）
は
心
敬
の
「
え
ん
」
が
唯
美
的
な
も
の
で
は
な
く
宗

一
一
｛
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教
性
道
義
性
を
包
摂
す
る
精
神
的
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
２
）
木
藤
才
蔵
「
心
敬
の
連
歌
論
ｌ
そ
の
艶
を
中
心
に
１
４
（
『
国
語
と
国

文
学
』
二
一
’
一
二
一
九
四
四
）
は
、
心
敬
の
「
艶
」
に
は
「
姿
か
た

ち
の
や
さ
し
さ
と
云
ふ
様
な
通
俗
の
使
用
法
か
ら
彼
の
云
は
ゆ
る
心
の
艶

に
至
る
ま
で
幾
通
り
も
の
使
用
法
が
あ
る
」
こ
と
を
前
提
に
、
心
敬
の
用

い
た
あ
ら
ゆ
る
艶
に
つ
い
て
そ
の
意
義
用
法
を
一
応
調
査
し
た
上
で
心
敬

の
心
の
え
ん
を
理
解
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
、
『
さ
上
め
ど
と
』
『
芝
草
句

内
岩
橋
上
下
』
『
ひ
と
り
ご
と
』
『
所
々
返
答
』
等
の
用
例
を
挙
げ
て
こ

れ
に
検
討
を
加
え
、
心
敬
の
艶
は
王
朝
風
の
優
艶
を
意
味
し
、
心
の
え
ん

も
優
艶
を
基
調
と
す
る
こ
と
、
徹
底
し
た
優
美
の
追
求
の
結
果
と
し
て
冷

え
寂
び
た
寒
き
も
の
も
付
随
し
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
木

藤
論
文
は
そ
れ
以
前
の
論
究
に
勝
っ
て
心
敬
の
「
え
ん
」
の
様
々
な
用
例

を
広
く
考
察
の
対
象
と
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ

に
こ
そ
従
来
の
研
究
の
多
く
が
注
目
し
て
き
た
、
『
さ
入
め
ど
と
』
や

『
ひ
と
り
ご
と
』
に
看
取
さ
れ
る
心
敬
の
境
地
論
と
直
結
し
た
「
え
ん
」

論
の
展
開
を
も
、
そ
れ
以
外
の
用
例
か
ら
求
め
得
る
語
義
の
範
囲
内
で
帰

納
的
に
論
じ
捉
え
よ
う
と
し
た
感
が
あ
る
。
心
敬
の
「
え
ん
」
に
は
年
代

を
経
て
あ
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
と
の
指
摘
も
あ
り
（
湯
浅
清
『
心
敬
の

研
究
』
三
九
七
’
三
九
九
頁
）
、
心
敬
の
「
え
ん
」
の
位
相
を
総
体
的
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
著
作
間
に
見
ら
れ
る
微
妙
な
相
違
に
つ
い

て
も
徹
底
し
た
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
（
４
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
（
岩
波
書
店
）
に
依
る
。

（
５
）
『
玉
勝
間
』
巻
四
（
筑
摩
書
房
版
本
居
宣
長
全
集
一
’
一
四
四
頁
）

（
６
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
湯
浅
清
氏
も
「
こ
と
は
り
ふ
か
く
お
も
ひ
い
れ
た

八
付
記
Ｖ

『
さ
上
め
ど
と
』
の
テ
キ
ス
ト
は
国
会
図
書
館
本
（
湯
浅
清
『
心
敬
の
研
究
』

一
九
七
七
風
間
書
房
所
収
）
を
使
用
し
た
。
旧
字
は
一
部
新
字
に
改
め
た
。

（
東
北
大
学
助
手
）

る
」
点
を
考
慮
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
「
心
敬
の
語
彙
ｌ
そ
の
六
１
Ｊ

甲
子
園
短
大
紀
要
九
一
九
八
九
）
。

（
７
）
テ
キ
ス
ト
四
五
六
頁
。

（
８
）
『
古
今
集
』
序
に
お
い
て
実
の
な
い
花
の
艶
が
批
難
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
艶
は
、
花
実
相
兼
の
艶
（
絶
艶
）
と
区
別
さ
れ
る
華
艶
と
理

解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
国
詩
文
史
を
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
こ

の
点
を
照
射
し
た
梅
野
き
ゑ
子
氏
の
傾
聴
す
べ
き
論
考
（
『
え
ん
と
そ
の

周
辺
ｌ
平
安
文
学
の
美
的
語
彙
の
研
究
ｌ
』
第
一
章
笠
間
書
院

一
九
七
九
）
が
あ
る
。

（
９
）
「
大
品
に
云
く
、
恒
沙
の
菩
薩
大
心
を
発
す
に
、
若
し
一
若
し
二
菩
薩

位
に
入
り
多
く
は
二
乗
に
堕
つ
」
（
『
摩
訶
止
観
』
大
正
新
修
大
蔵
経
四

六
所
収
）

一
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