
心
敬
の
連
歌
論
の
中
心
理
念
が
「
え
ん
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
繰

り
返
す
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
「
え
ん
」
に
つ
い
て
は
、
心
敬
の
主
著
『
さ

上
め
ど
と
』
に
詳
し
い
。
筆
者
は
か
つ
て
『
さ
上
め
ど
と
』
の
「
え
ん
」
の
全

用
例
に
つ
い
て
分
析
・
考
察
を
加
え
た
。
そ
こ
で
得
た
結
論
を
簡
略
に
述
べ
る

と
、
当
該
書
に
お
け
る
心
敬
の
「
え
ん
」
の
意
味
内
容
は
、
究
極
的
に
は
「
真
。

（
１
）

浄
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
え
ん
Ⅱ
真
・
浄
」
に
到
達
す
る
た
め
の
実
践

的
方
法
と
し
て
は
専
ら
仏
道
修
行
（
観
心
修
行
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、

彼
の
希
求
し
た
歌
道
・
連
歌
道
は
、
心
の
錬
磨
を
手
段
と
し
て
「
え
ん
」
を
徹

底
的
に
真
筆
に
目
指
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
え
ん
」
理
解
は
、
実
作
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
発

揮
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
歌
・
連
歌
道
と
仏
道
と
を
理
論
的
に
融
合
さ
せ

た
と
い
う
点
で
評
価
を
受
け
て
き
た
心
敬
だ
が
、
そ
の
実
践
面
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
な
現
象
な
い
し
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
の
か
が
問
わ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
え
ん
」
で
あ
る
景
物
と
し
て
氷
と
月
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
掲
の
「
さ
上
め
ど
と
』
の
「
え
ん
」
の
用
例

は
じ
め
に 月

と
氷
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
ー
心
敬
の
「
え
ん
」
Ｉ

は
、
何
ら
か
の
言
動
に
対
す
る
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
・
歌
句
自

体
の
価
値
を
言
い
表
し
て
い
る
も
の
・
心
の
状
態
ま
た
は
そ
の
表
出
を
言
い
表

し
て
い
る
も
の
・
歌
道
の
あ
り
よ
う
を
示
し
た
も
の
等
に
類
別
さ
れ
る
。
そ
れ

ら
の
中
に
は
、
特
定
の
景
物
を
指
し
て
「
え
ん
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
例
は
全

く
看
取
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
さ
上
め
ど
と
』
か
ら
五
～
七
年
後
の
成
立

と
目
さ
れ
て
い
る
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
は
、
そ
れ
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
氷
と
月
で
あ
る
。

氷
を
「
え
ん
」
の
最
勝
と
し
て
挙
げ
た
心
敬
の
美
意
識
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
様
々
な
論
考
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
集
約
す
れ
ば
、
氷
に
象
徴
的

（
２
）

に
示
さ
れ
る
「
冷
艶
」
が
心
敬
の
「
え
ん
」
の
中
心
で
あ
っ
た
と
み
な
す
立
場
、

及
び
氷
さ
え
も
「
え
ん
Ⅱ
優
美
」
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
と
こ
ろ
に
心
敬
の
美

意
識
の
鋭
さ
が
あ
る
と
見
て
、
心
敬
の
「
え
ん
」
も
や
は
り
王
朝
風
の
「
優
艶
」

（
３
）

で
あ
っ
た
と
す
る
立
場
の
、
二
つ
の
見
解
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
両
者
の
間
に
こ

れ
ま
で
歩
象
寄
り
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
両
者
と
異
な
っ
た
新
し
い
見
解
も

提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
も
た
ら
し
て
い
る
原
因
と
考
え
ら

れ
る
の
は
、
従
来
の
論
争
の
焦
点
が
つ
ね
に
氷
に
集
中
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
際
に
氷
の
属
性
が
、
「
色
や
熱
を
去
っ
た
、
白
く
、
透
き
通
っ
た
、
冷

菅

八
八

基
久
子



た
い
も
の
」
と
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
が
心
敬
の
「
え
ん
」
の
特
徴
と
み
な
さ
れ
て

き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
え
ん
」
と
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
景
物

は
独
り
氷
に
限
ら
な
い
。
従
っ
て
、
単
に
氷
と
「
え
ん
」
と
の
関
係
を
独
立
さ

せ
て
論
じ
て
も
、
心
敬
の
「
え
ん
」
論
の
構
造
、
中
で
も
特
に
心
敬
の
「
え
ん
」

の
理
念
が
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
根
拠
の
も
と
に
シ
ン
ポ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う
点
は
明
ら
か
と
は
な
る
ま
い
。

心
敬
が
「
え
ん
」
と
言
い
表
し
た
景
物
、
氷
と
月
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
が

な
ぜ
「
え
ん
」
と
の
評
価
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
を
思
想
史
的
な
観
点
か
ら

追
究
し
、
心
敬
の
「
え
ん
」
の
実
体
に
迫
り
た
い
。

一
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
水
の
「
え
ん
」

（
許
澤
水
三
千
ｌ
満
）

許
潭
水
三
子
と
て
、
一
期
の
間
水
の
詩
は
か
り
を
作
り
し
と
也
。
け
に
も

（
心
も
延
や
か
に
満
）

水
程
感
情
深
く
清
涼
な
る
物
な
し
。
春
の
水
と
い
へ
は
、
い
も
の
ひ
ら
か

（
夏
幣
土
・
満
）

に
悌
も
う
か
ひ
て
、
な
に
と
な
く
不
便
也
。
夏
、
清
水
の
本
泉
の
辺
、
又

（
ひ
え
寒
し
土
、
冷
寒
し
満
）
（
冷
蛍
牛
満
）
（
水
土
、

ひ
ら
さ
む
し
。
秋
の
水
と
き
け
は
、
心
も
冷
莨
清
蛍
た
り
。
又
こ
ほ
り

氷
満
）
（
あ
し
た
う
す
氷
ふ
り
た
る
士
、
あ
し
た
薄

は
か
り
え
ん
な
る
は
な
し
。
苅
田
の
原
な
と
の
朝
う
す
こ
ほ
り
、
ふ
り
た

氷
た
る
満
）
（
な
と
に
土
・
満
）
（
こ
り
た
る
土
、
こ
ほ

る
ひ
は
た
の
軒
な
と
の
つ
ら
上
枯
野
の
草
木
な
と
露
霜
の
と
ち
た
る
風

り
た
る
満
）

情
、
お
も
し
ろ
く
も
艶
に
も
侍
ら
す
や
。

「
氷
は
か
り
え
ん
な
る
は
な
し
」
の
一
文
か
ら
、
心
敬
が
氷
に
想
い
を
寄
せ
、

氷
を
「
え
ん
」
の
中
の
「
え
ん
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
言
い
換
え
れ
ば
氷
以
外
に
も
「
え
ん
」
と
捉
え
ら
れ
る
景
物
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
実
際
に
、
「
氷
は
か
り
え
ん
な
る
は
な
し
」
の
記
述

も
、
水
に
つ
い
て
の
賛
嘆
の
中
で
な
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
氷
と
「
え
ん
」

と
の
関
係
も
水
の
属
性
と
「
え
ん
」
と
の
関
係
の
中
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
資
料
の
後
続
部
分
で
、
心
敬
は
月
を
「
え
ん
」
で
あ
る
と

（
４
）

し
て
い
る
。
従
来
「
え
ん
」
の
最
勝
と
し
て
氷
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

氷
だ
け
が
注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
心
敬
の
実
作
を
見
る
と
、
氷
を

詠
ん
だ
も
の
と
月
を
詠
ん
だ
も
の
と
で
は
、
数
の
上
で
比
較
に
な
ら
な
い
程
月

の
歌
句
が
多
い
。
さ
ら
に
心
敬
は
連
歌
論
に
お
い
て
「
心
の
え
ん
」
を
説
い
て

い
る
が
、
実
作
に
お
い
て
心
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
景
物
は
、
専
ら
「
水
」

と
「
月
」
で
あ
る
。
そ
し
て
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
、
氷
と
月
以
外
に
「
え

ん
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
景
物
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
水
」
と
「
氷
」
と
「
月
」
の
共
通
の
特
質

を
捉
え
、
こ
れ
と
「
え
ん
」
の
質
的
な
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
我

々
に
と
っ
て
早
急
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
「
月
の
え
ん
」

と
「
水
の
え
ん
」
を
理
解
せ
ず
に
「
氷
の
え
ん
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
「
氷
」
観
の
前
提
と
な
っ
て
い

る
「
水
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
析
を
行
い
、
次
節
以
下
の
考
察
の
前
提
と
し
た
い
。

先
に
掲
げ
た
記
述
は
『
ひ
と
り
ご
と
』
（
湯
浅
清
『
心
敬
の
研
究
校
文
篇
』

一
九
八
六
風
間
書
房
所
収
）
よ
り
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
心
敬
の
水

に
対
す
る
捉
え
方
が
端
的
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
水
を
深
い
感
動
の
対
象
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
の
記
述
は
、
心
敬
の
詩
的
世
界
の
実
像
を
我
々
に
示
し
つ

つ
、
渭
涼
な
水
の
世
界
へ
と
我
々
を
誘
い
込
む
。
誘
引
力
の
強
さ
は
、
そ
の
ま

ま
心
敬
の
水
に
対
す
る
憧
慢
の
強
さ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
心
敬

八
九



の
水
へ
の
憧
慢
に
は
当
然
な
が
ら
思
想
的
な
背
景
の
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

こ
れ
ま
で
に
も
、
許
潭
の
水
の
詩
を
通
じ
て
用
語
や
水
の
情
趣
等
の
点
で
幾
つ

か
学
び
得
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
湯
浅
情
『
心
敬
の

研
究
』
一
九
七
七
風
間
書
房
、
一
九
四
～
一
九
六
頁
）
。
し
か
し
や
心
敬

の
記
述
に
彼
の
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
窺
う
限
り
で
は
、
許
潭
に
依
ら
ず
、
独
自
な

詩
的
把
握
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
心
敬
自
身
が
水
と
の

出
会
い
の
中
で
得
た
実
感
と
天
台
教
学
を
主
と
し
た
仏
教
思
想
に
基
づ
く
水
観

と
が
在
る
と
考
え
ら
れ
る
。

心
敬
の
抱
い
て
い
た
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
豊
富
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
の
記
述
の
中
で
心
敬
が
水
の
様
態
を
四
季
に
従
っ
て

捉
え
、
挙
げ
て
い
た
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
水
そ
れ
自
体
の
性
質
は
不
変

で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
様
態
の
水
が
、
他
の
景
物
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、

融
合
し
て
、
ど
の
よ
う
な
情
景
や
情
趣
を
醸
し
出
す
か
は
多
様
で
あ
る
。
し
か

し
、
連
歌
論
や
歌
句
に
言
い
示
さ
れ
て
い
る
そ
う
し
た
多
様
な
詩
的
現
れ
は
、

い
ず
れ
も
心
敬
の
水
の
イ
メ
ー
ジ
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
ど
の
よ
う
な

水
の
根
本
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
ら
を
通
底
し
て
い
た
の
か
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
清
涼
」
の
語
で
あ
る
。
心
敬
は
水
こ
そ
が
「
感

情
深
く
清
涼
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
（
『
ひ
と
り
ご
と
』
）
。
従
来
、
こ
の
点

に
注
視
し
た
論
究
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
で
水
の
持
つ
冷
涼
感
が
重
視
さ
れ
、

そ
れ
と
関
わ
っ
て
、
実
作
に
お
い
て
水
や
水
を
含
め
た
情
景
が
「
青
し
」
と
、

冷
涼
感
・
爽
快
感
を
伴
っ
た
色
彩
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
考

（
ロ
○
）

察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
敬
に
は
例
え

ば

水
青
し
し
け
る
木
の
ま
の
ふ
も
と
河
（
『
芝
草
句
内
発
句
』
）

雨
あ
を
し
五
月
の
雲
の
む
ら
柏
（
『
吾
妻
下
向
発
句
草
』
）

露
青
き
草
葉
か
う
へ
に
か
れ
や
ら
て
（
『
吾
妻
辺
云
捨
』
）

の
よ
う
に
、
露
や
雨
を
含
め
た
水
が
「
青
し
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
、

青
さ
が
水
と
連
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
水
そ
れ
自
体
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
水
が
単
独
で
「
青
し
」

と
詠
ま
れ
て
い
る
例
は
な
い
の
で
あ
る
（
青
以
外
の
有
色
相
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
る
）
。
「
青
し
」
の
用
例
に
お
い
て
、
「
青
し
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

柳
・
山
松
・
む
ら
柏
等
の
樹
木
や
草
の
他
、
草
木
に
添
っ
て
登
場
す
る
嵐
・
風

・
雪
・
露
・
雨
・
水
、
そ
れ
に
と
も
し
火
で
あ
る
。
と
も
し
火
は
、
実
際
に
青

白
い
炎
な
の
か
、
暗
が
り
の
か
細
い
炎
が
弱
々
し
く
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
、
赤

々
と
で
は
な
く
青
く
見
え
る
の
か
、
一
概
に
は
断
定
で
き
な
い
。
ま
た
「
青
燈
」

の
語
が
漢
籍
の
影
響
に
よ
り
常
用
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
具

体
的
な
青
さ
に
依
ら
な
い
青
の
イ
メ
ー
ジ
が
と
も
し
火
に
は
一
般
的
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
と
も
し
火
以
外
の
「
青
し
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
景
物
は
、
景
物
そ
れ
自
体
が
青
い
も
の
で
あ
る
か
、
青
い

も
の
と
共
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ど
こ
に
も
「
青
さ
」
を
伴
わ
な
い
情
景
や
景
物
が
「
青
し
」
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
例
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
青
い
情
景
を
詠
ん
だ
歌
句
に
、
青
さ
と
清
涼
感
・

爽
快
感
の
結
合
を
認
め
、
さ
ら
に
水
を
伴
っ
た
青
い
情
景
を
詠
ん
だ
歌
句
に
、

青
さ
と
水
の
感
覚
的
結
合
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
水
が
そ
の
ま

ま
青
い
も
の
で
あ
る
と
の
水
の
性
質
・
イ
メ
ー
ジ
の
規
定
は
成
り
立
た
な
い
で

あ
ろ
う
。
結
局
、
水
は
あ
く
ま
で
も
無
色
の
景
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
詠
ま
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
無
色
透
明
と
い
う
性
質
が
清
ら
か
さ
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
合
し
や
す
い
こ

九
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と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
心
の
清
浄
を
象
徴
し
う
る
の
も
そ
の
性
質
ゆ
え
で
あ

る
。
心
敬
も
水
に
言
及
す
る
際
に
「
清
涼
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

「
清
涼
」
の
語
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
仏
教
用
語
と
し
て
は
「
清
浄
」
と
同
じ

く
「
汚
れ
を
去
っ
て
清
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
の
謂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
「
冷

た
さ
」
で
は
な
く
「
清
ら
か
さ
」
を
、
し
か
も
仏
教
的
な
「
清
浄
」
を
意
味
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
心
敬
に
は

な
か
れ
き
て
あ
つ
ま
に
す
坐
し
法
の
水
（
『
吾
妻
下
向
発
句
草
』
）

の
よ
う
に
、
清
浄
な
仏
法
の
健
在
を
意
味
す
る
「
水
涼
し
」
の
語
例
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
無
色
透
明
と
い
う
水
の
本
来
的
な
属
性
は

清
ら
か
さ
に
こ
そ
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
言
い
示
し
た
言

表
が
「
清
涼
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
清
涼
」
の
語
に
よ

っ
て
言
い
表
さ
れ
る
水
の
属
性
が
「
清
浄
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
さ
上
め
ど

と
』
に
看
取
さ
れ
る
「
え
ん
」
の
意
味
内
容
と
も
符
合
す
る
。

二
月
の
「
え
ん
」

月
を
詠
ん
だ
句
の
中
に
次
の
よ
う
も
の
が
あ
る
。

か
す
む
な
よ
も
と
の
さ
と
り
の
胸
の
月

（
『
心
玉
集
』
）

本
覚
の
比
嚥
で
あ
る
月
に
つ
い
て
「
か
す
む
な
」
と
詠
象
表
し
て
い
る
。
ま
た

月
き
ょ
き
心
を
か
た
る
月
も
か
な
（
『
心
玉
集
拾
遺
』
）

の
よ
う
に
清
ら
か
さ
を
媒
体
と
し
て
直
接
心
と
月
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
例
も

あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
に
お
い
て
は
、
月
の
清
ら
か
さ
が
心
の
清
ら
か
さ
の
置
き

換
え
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
月
の
属
性
と
し
て
「
清
浄
」
が
注
目
さ

れ
る
。

そ
も
そ
も
月
の
清
浄
を
心
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
仏
教
害
に
お

い
て
は
か
な
り
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
仏
教
的
観
点
か
ら
月
の
清
浄
を
詠

む
こ
と
は
心
敬
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
釈
教
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
が
確
立
さ
れ

（
６
）

る
の
と
前
後
し
て
一
般
的
に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
連
理
秘
抄
』
や
「
無

言
抄
』
に
は
、
詠
題
の
一
つ
と
し
て
「
心
の
月
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
い
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
『
新
撰
莵
玖
波
集
』
そ
の
他
の
和
歌
集
・
連
歌
集
に
も
、

月
の
清
浄
や
月
の
清
浄
に
瞼
え
た
心
の
清
浄
を
詠
ん
だ
歌
句
が
多
い
。
そ
れ
ら

を
見
る
と
、
月
の
属
性
と
し
て
仏
教
的
清
浄
が
か
な
り
の
程
度
に
意
識
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
和
歌
・
連
歌
の
世
界
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ょ

浜
、
ノ
○

尤
も
、
月
と
清
ら
か
さ
の
イ
メ
ー
ジ
の
結
合
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
仏
教

思
想
に
独
自
と
は
限
ら
な
い
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
来
澄
ん
だ

月
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
月
の
清
明
さ
は
愛
惜
そ
し
て
歌
詠
の
対
象
と
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
場
合
、
月
の
清
ら
か
さ
は
、
必
ず
し
も
宗
教
的
意
味
を
持
た
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば

雨
晴
れ
て
清
く
照
り
た
る
こ
の
月
夜
ま
た
さ
ら
に
し
て
雲
な
棚
引
き

（
大
伴
家
持
『
万
葉
集
』
）

秋
風
に
た
な
び
く
雲
の
絶
え
間
よ
り
も
れ
い
つ
る
月
の
影
の
さ
や
け
さ

（
藤
原
顕
輔
『
新
古
今
和
歌
集
』
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
月
の
清
明
さ
は
、
や
は
り
宗
教
的

な
意
味
と
結
び
つ
き
や
す
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
釈
教
歌
だ
け
で
な
く
神

祇
歌
に
も
、
月
と
清
明
さ
と
の
結
合
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
心
の
在
り
よ
う
と
関
わ
っ
て
月
の
清

ら
か
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
的
月
観
に
基
づ
い
た
歌
句
に
限
ら
れ
て
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い
る
よ
う
で
あ
る
。
心
敬
を
始
め
、
汚
れ
の
な
い
清
ら
か
な
心
Ⅱ
自
性
清
浄
心

の
象
徴
と
し
て
月
を
詠
ん
だ
歌
句
に
お
い
て
は
、
月
の
清
浄
は
直
ち
に
心
の
清

浄
に
連
結
し
て
お
り
、
月
の
存
在
が
心
と
い
う
も
の
の
存
在
を
無
視
し
て
論
じ

ら
れ
る
こ
と
も
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
決
し
て
な
い
。
一
方
、
仏
教
的
意
味
を
持

た
な
い
場
合
、
月
の
清
ら
か
さ
は
月
自
体
の
清
明
さ
を
表
し
て
お
り
、
月
と
対

塒
す
る
主
体
の
存
在
及
び
そ
の
心
の
在
り
ょ
う
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
心
の
在
り
よ
う
と
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
る
場
合
の
月
の
清
ら
か
さ
は
、

仏
教
思
想
に
根
ざ
し
た
仏
教
的
清
浄
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
、
心
敬
の
月
の
歌
句
に
お
い
て
も
、
心
の
在
り
よ
う
と
関
わ
っ
て
詠
ま

れ
て
い
る
月
に
つ
い
て
は
、
そ
の
属
性
は
仏
教
的
清
浄
で
あ
る
と
考
え
て
差
し

支
え
あ
る
ま
い
。
が
、
単
に
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
月
の
場
合
、
そ
の
属

性
は
仏
教
的
清
浄
と
断
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
月
と
「
え
ん
」
と

清
浄
と
の
連
関
関
係
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
解

決
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
次
の
記
述
で
あ
る
。

き
け
は
む
な
し
き
床
の
ま
つ
風

夜
も
す
か
ら
お
き
ゐ
る
月
に
め
を
と
ち
て

月
に
う
そ
ふ
き
侍
る
人
の
目
を
と
ち
て
む
か
へ
る
は
い
さ
上
か
ほ
い
な

く
哉
。
さ
れ
と
も
ま
こ
と
に
思
ひ
い
れ
侍
ら
ん
人
は
め
を
と
ち
て
む
な

し
き
事
を
思
ひ
合
せ
侍
る
へ
く
哉
・
古
人
も
月
花
を
は
目
に
て
の
象
み

る
物
か
は
と
い
へ
り
。
（
『
岩
橋
上
』
）

心
敬
は
形
象
と
し
て
の
月
で
は
な
く
真
理
と
し
て
の
月
に
向
か
う
歌
人
を
真
の

歌
人
と
し
て
掲
げ
る
。
彼
は
も
は
や
肉
眼
に
よ
る
把
捉
を
要
し
な
い
。
「
さ
上

め
ど
と
』
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
心
敬
は
連
歌
道
に
お
い
て
仏
眼
を
庶
幾
し
、

（
７
）

仏
眼
に
よ
る
把
捉
こ
そ
が
真
の
把
捉
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
自
注
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
歌
人
像
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
真
の
歌

人
で
あ
る
作
中
人
物
は
、
心
と
眼
の
清
浄
を
得
て
お
り
、
月
を
た
だ
愛
惜
す
る

の
で
は
な
く
、
真
理
の
象
徴
と
し
て
観
ず
る
の
で
あ
る
。

真
の
歌
人
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
述
も
参
照
さ
れ
る
。

ま
こ
と
の
歌
仙
に
は
利
も
徳
も
な
く
、
仏
の
維
摩
居
士
を
説
た
ま
う
こ
と

く
な
る
も
あ
る
へ
く
哉
。

（
中
略
）

手
不
執
巻
、
常
読
此
経
。
口
無
言
声
、
遍
調
衆
典
。

君
子
憂
道
、
小
人
憂
貧
。

此
等
の
人
は
、
心
水
の
月
に
む
か
ひ
、
歌
林
の
花
に
あ
そ
ふ
と
い
へ
り
。

（
『
さ
上
め
ど
と
』
末
）

「
利
も
徳
も
な
い
」
と
は
、
『
維
摩
詰
所
説
経
』
中
の
維
摩
の
言
か
ら
、
出

（
８
）

家
の
在
り
よ
う
を
言
い
示
し
た
も
の
と
み
な
せ
よ
う
。

利
無
く
功
徳
無
き
是
を
出
家
と
為
す
。
有
為
の
法
は
利
有
り
、
功
徳
有
り

と
謂
ふ
く
し
。
夫
れ
出
家
と
は
無
為
の
法
の
為
に
す
。
無
為
の
法
の
中
に

は
利
無
く
功
徳
無
し
。
（
中
略
）
衆
魔
を
降
伏
し
、
五
道
を
度
し
、
五
眼

を
浄
め
、
五
力
を
得
、
五
根
を
立
て
て
、
彼
を
悩
ま
さ
ず
、
衆
の
雑
悪
を

離
れ
、
諸
の
外
道
を
催
き
、
仮
名
を
超
越
し
、
瀕
泥
を
出
で
、
繋
著
な
く
、

我
所
無
く
所
受
無
く
、
擾
乱
無
く
、
内
に
喜
を
懐
き
、
彼
意
を
護
り
、
禅

定
に
随
ひ
て
衆
過
を
離
る
。
若
し
是
の
如
く
ん
ぱ
、
是
れ
真
の
出
家
な
り
。

（
『
維
摩
詰
所
説
経
』
）

「
五
眼
を
浄
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
の
出
家
者
は
肉
眼
・
天
眼
・
法
眼
・
慧

眼
・
仏
眼
を
具
有
し
、
肉
眼
に
依
る
認
識
力
を
越
え
た
眼
力
を
持
っ
て
い
る
と

言
う
。
こ
の
文
に
依
り
な
が
ら
心
敬
の
歌
人
論
を
理
解
す
る
な
ら
、
心
敬
は
真

九
二



の
歌
仙
と
真
の
出
家
と
を
等
質
視
し
て
お
り
、
彼
ら
を
観
想
修
行
を
実
践
す
る

（
心
水
の
月
に
む
か
う
）
者
と
考
え
て
い
た
と
み
な
せ
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
心
敬
の
理
想
の
歌
人
像
は
、
真
理
の
象
徴
と
し
て
の
月

の
清
浄
と
そ
れ
を
理
解
し
う
る
主
体
の
清
浄
と
を
前
提
に
し
て
い
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
真
の
歌
人
を
鷹
や
仏
に
准
え
て
捉
え
た

又
艶
な
る
歌
仙
を
も
い
ひ
く
た
し
か
ろ
し
む
る
輩
世
に
お
ほ
く
み
え
侍

り
。
道
の
外
道
な
る
哉
。

（
中
略
）

鷹
は
か
し
こ
け
れ
と
も
烏
に
わ
ら
わ
る
塁
と
也
。

仏
を
も
五
千
上
慢
は
あ
さ
む
き
た
て
ま
つ
り
て
莚
を
巻
て
た
ち
し
と

也
。
（
『
さ
上
め
ど
と
』
末
）

の
よ
う
な
記
述
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
出
家
者
に
等
し
い
真
の
歌
人
が
「
え

ん
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

こ
の
理
想
の
歌
人
像
に
お
け
る
「
清
浄
」
と
「
真
理
」
と
「
え
ん
」
と
の
関

係
図
式
を
そ
の
ま
ま
月
に
援
用
す
る
な
ら
、
清
浄
を
そ
の
属
性
と
す
る
月
が
そ

れ
ゆ
え
に
真
理
を
象
徴
し
、
「
え
ん
」
で
あ
る
と
価
値
づ
け
ら
れ
る
の
は
も
っ

と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
氷
の
「
え
ん
」

心
敬
が
氷
を
水
の
一
形
態
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
掲
げ
た
記
述
の

他
、
次
の
自
注
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

氷
は
水
よ
り
い
て
上
水
よ
り
寒
し
。
藍
は
あ
ゐ
よ
り
い
て
Ｌ
あ
ゐ
よ
り
あ

を
し
。
に
ほ
ひ
は
色
よ
り
え
ん
ふ
か
し
と
也
。
（
『
岩
橋
上
』
）

こ
れ
に
依
れ
ば
、
氷
は
水
と
同
じ
寒
さ
と
い
う
属
性
を
持
ち
、
そ
の
属
性
は

水
よ
り
も
氷
の
方
が
勝
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
先
掲
の
『
ひ
と
り
ご
と
』
か
ら

の
引
用
文
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

水
の
清
涼
、
そ
し
て
特
に
「
清
水
・
泉
・
秋
の
水
」
の
冷
涼
で
あ
る
。
冷
涼
が

美
的
価
値
と
し
て
覚
知
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
氷
が
水
に
勝
っ
て
、
最

も
冷
涼
を
示
現
す
る
景
物
と
さ
れ
る
の
は
、
ご
く
当
然
の
扱
い
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
そ
れ
で
は
、
氷
の
「
え
ん
」
は
冷
涼
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
。
従
来
の
、
心
敬
の
「
え
ん
」
を
「
冷
艶
」
と
み
な
す
立
場
の
根
拠
は
、

ま
さ
に
そ
こ
に
在
っ
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
心
敬
の
「
え
ん
」
の
意
味
す
る
も

の
を
冷
え
氷
っ
た
趣
で
あ
り
境
地
で
あ
る
と
理
解
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
節
に
も
述
べ
た
通
り
、
水
の
清
涼
は
水
の
冷
た
さ
を
指
す
の
で

は
な
く
、
澄
み
切
っ
た
様
を
言
う
と
考
え
ら
れ
る
。
水
の
属
性
は
単
な
る
冷
た

さ
で
は
な
く
無
色
透
明
な
水
質
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
仏
教
的
清
浄
を
象

徴
す
る
水
が
「
涼
し
」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

で
は
、
水
の
凍
っ
た
も
の
で
あ
り
、
水
と
同
質
で
あ
り
な
が
ら
程
度
と
し
て
は

水
に
勝
る
と
さ
れ
る
氷
は
、
水
以
上
に
清
浄
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

心
敬
の
作
品
中
の
氷
の
用
例
（
一
七
例
）
を
見
る
と
、
氷
が
直
接
に
清
浄
も

し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
語
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
細
か
く
見
て
行
く
と
、

①
水
の
変
化
物
で
あ
る
点
を
捉
え
た
も
の
．
：
九

②
凍
っ
た
状
態
を
特
に
言
っ
た
も
の
．
：
・
・
四

③
薄
く
割
れ
や
す
い
様
を
言
っ
た
も
の
：
：
一

④
月
と
等
質
視
し
た
も
の
．
：
：
：
：
：
二

⑤
そ
の
他
：
：
：
：
：
・
・
・
：
．
．
：
一

等
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
①
の
水
の
変
化
物
で
あ
る
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点
を
捉
え
た
用
例
の
う
ち
に
次
の
よ
う
な
記
述
の
存
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

水
よ
り
い
て
た
る
氷
の
こ
と
く
あ
さ
き
よ
り
ふ
か
き
に
う
つ
り
た
ま
へ

り
。
彼
ひ
か
り
や
ふ
し
わ
か
さ
り
け
ん
。
（
『
さ
上
め
ど
と
』
本
）

こ
の
記
述
、
及
び
④
の
月
と
等
質
視
し
た
用
例
の
看
取
さ
れ
る
点
は
、
氷
の
属

性
を
探
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

詩
歌
に
お
け
る
月
と
氷
の
詠
み
換
え
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
そ

の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
は
漢
籍
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
漢
籍
に
し
ば
し
ば
氷

が
清
ら
か
さ
の
象
徴
と
し
て
登
場
す
る
の
に
比
し
て
、
氷
の
清
ら
か
さ
が
和
歌

や
連
歌
に
う
た
わ
れ
て
い
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
従
っ
て
ゞ
心
敬
が
漢
籍
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
氷
の
喰
法
に
つ
な
が
る
と

は
言
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
月
と
氷
に
共
通
の
用
語
が
て
が
か
り
と
な
ろ
う
。

一
般
的
な
共
通
用
語
と
し
て
は
「
さ
ゆ
（
冴
・
西
）
」
が
あ
る
。
そ
の
意
味

内
容
は
、
主
と
し
て
「
冷
え
る
・
凍
る
・
光
が
冷
た
く
澄
む
様
・
光
や
音
が
澄

ん
だ
様
」
等
で
あ
る
。
「
さ
ゆ
」
の
用
例
は
多
い
の
で
、
こ
こ
で
一
々
挙
げ
る

こ
と
は
控
え
る
が
、
一
般
に
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
景
物
、
そ
れ
も
月
光
・

風
・
霜
・
氷
・
音
・
雲
等
の
色
合
い
の
殆
ど
な
い
も
の
が
「
さ
ゆ
」
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
寒
気
の
厳
し
さ
の
み
を
言
い
表
し
て
い
る
例
も
多
い
が
、

冷
や
や
か
さ
と
澄
ん
だ
様
と
が
合
わ
せ
詠
ま
れ
て
い
る
例
も
多
い
。
澄
ん
だ
様

は
冷
や
や
か
さ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
却
っ
て
清
澄
さ
の
度
合
い
を
高
め

て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
心
敬
に
「
さ
ゆ
」
の
用
例
が
比
較

（
９
）

的
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
代
わ
っ
て
「
寒
し
」
「
こ
ほ
る
」
の
用
例
が
目
立
つ
。

こ
れ
ら
の
三
言
表
の
関
係
に
つ
い
て
は

こ
と
の
葉
に
さ
む
き
色
そ
ふ
風
も
か
な

木
か
ら
し
は
さ
し
も
さ
え
こ
ほ
り
侍
れ
は
（
後
略
）
（
「
岩
橋
』
上
）

の
記
述
か
ら
、
「
寒
し
」
が
非
常
に
冴
え
凍
っ
た
意
の
言
表
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
「
寒
し
」
「
こ
ほ
る
」
「
さ
ゆ
」
が
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
意
識
的
に
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

『
芝
草
句
内
発
句
』
と
『
心
玉
集
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
三
言
表
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
景
物
を
見
る
と
、
「
寒
し
」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、

純
然
た
る
寒
気
の
他
に
風
・
水
・
河
音
・
水
音
・
滝
・
月
・
露
・
雪
・
雪
に
准

え
ら
れ
た
散
る
花
・
雁
か
ね
（
音
）
・
霜
髪
等
、
い
ず
れ
も
色
合
い
の
な
い
も

の
で
あ
る
。
「
こ
ほ
る
」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
風
・
水
・
清
水
・
水

音
・
月
・
雪
・
雪
野
の
草
・
に
ほ
ひ
等
、
こ
れ
ら
も
ま
た
色
合
い
を
持
た
な
い

も
の
で
あ
る
。
「
さ
ゆ
」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
白
雲
の
た
れ
こ
め
た

山
・
月
・
嵐
で
あ
る
。
対
象
景
物
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
月
以
外
は
皆

本
来
無
色
か
白
色
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
対
象
景
物
が
本
来
無
色
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
は
無
色
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
月
も
色
相
を
持
た
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
（
こ
の
こ
と
は
月
の
属
性
が
先
に
清
浄
で
あ
っ
た
こ
と
と
全
く

重
な
り
合
う
）
。
換
言
す
れ
ば
、
冷
た
さ
が
対
象
景
物
の
無
色
透
明
な
い
し
白

色
と
い
う
性
質
と
重
な
っ
た
複
合
的
性
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
白
色
が
他
の
色
相
と
異
な
り
無
色
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

実
作
の
用
例
に
よ
り
実
証
で
き
る
。
音
や
水
、
さ
ら
に
は
月
等
の
景
物
が
単
独

で
「
白
し
」
と
は
言
い
表
さ
れ
て
も
他
の
い
っ
さ
い
の
有
色
相
と
し
て
は
言
い

表
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
月
青
し
」
と
は
決
し
て
詠
ま

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
冷
た
さ
は
や
は
り
無
色
・
白
色
を
前
提
と
じ
て
捉
え

表
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
月
や
音
等
の
本
来
は
凍
ら
な
い
景
物
が

凍
る
と
捉
え
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
本
来
的
に
凍
る
性
質
の
も
の
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と
同
質
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
「
照
ら
す
」
の
語
に
着
目
し
て
氷
の
属
性
を
究
明
し
た
い
。
注
目
さ
れ

る
の
は
鏡
の
働
き
で
あ
る
。
月
と
水
の
清
浄
性
は
種
々
の
仏
教
書
に
言
及
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
し
ば
し
ば
水
中
の
月
が
鏡
の
働
き
に
職
え
ら
れ
て
い
る

の
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
鏡
の
働
き
は
心
の
本
性
や
状
態
を
言
い
示
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
鎌
倉
初
期
成
立
と
さ
れ
る
「
註
本
覚
讃
』
は
、
心
の
本
性
を

清
浄
と
し
た
上
で
そ
れ
を
月
と
鏡
と
に
喰
え
て
い
る
。

そ
こ
で
鏡
及
び
そ
の
働
き
に
注
目
し
て
心
敬
の
実
作
を
見
返
し
て
み
る
と

名
を
わ
か
は
ふ
た
夜
の
月
の
か
堅
み
哉
（
『
芝
草
句
内
発
句
』
）

日
や
う
つ
る
木
の
し
た
水
の
む
ら
氷
（
『
芝
草
句
内
発
句
』
『
心
玉
集
」
）

む
か
ひ
え
ぬ
し
は
す
の
月
の
か
上
永
か
な
（
同
前
）

雪
は
れ
て
鏡
を
か
け
ぬ
山
も
な
し

（
『
心
玉
集
』
）

情
ぎ
水
に
は
月
そ
う
つ
れ
る
（
同
前
）

水
の
月
手
に
と
る
は
か
り
影
ふ
け
て
（
同
前
）

鏡
に
喰
え
ら
れ
、
ま
た
鏡
の
働
き
を
し
て
い
る
の
は
、
月
で
あ
り
水
で
あ
り
氷

な
の
で
あ
る
。
「
雪
は
れ
て
」
の
句
の
「
鏡
」
が
雪
で
あ
る
こ
と
は
、
自
注
「
宇

治
巻
に
山
は
き
ら
め
き
て
か
些
承
を
か
け
た
る
こ
と
く
な
と
雪
を
申
侍
れ
は
也

（
『
岩
橋
』
上
）
」
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
句
の
場
合
、
雪
は
降
り
止

ん
で
既
に
表
面
が
平
面
状
化
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
氷
に
準
ず
る
も
の
と
考
え

て
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
鏡
に
嘘
え
ら
れ
る
景
物
は
主
に
月
と
水

と
氷
の
三
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
鏡
の
属
性
は
、
「
明
浄
」
す

な
わ
ち
「
清
浄
」
に
他
な
ら
な
い
。（

Ⅲ
）

中
道
の
明
鏡
は
本
と
諸
相
無
し
。

（
「
摩
訶
止
観
』
）

鏡
は
本
と
明
浄
な
り
。
（
中
略
）
想
を
心
鏡
の
明
に
繋
ぎ
て
、
煩
悩
の
客

（
Ⅱ
）

塵
を
払
う
べ
し
。

（
『
観
心
略
要
集
』
）

明
鏡
で
あ
り
明
像
で
あ
る
た
め
に
は
、
鏡
は
澄
み
切
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
そ
の
本
性
の
故
に
心
の
本
来
的
な
在
り
よ
う
の
喰
え
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
心
敬
が
月
と
水
と
氷
と
を
同
質
の
も
の
と
捉
え
て

い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
共
通
の
特
質
は
清
浄
（
こ
れ
は
心
の

本
質
で
も
あ
る
）
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

仏
教
思
想
の
表
現
上
、
月
と
水
は
不
可
欠
な
景
物
で
あ
る
。
特
に
観
想
修
行

と
関
わ
っ
て
心
の
在
り
よ
う
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
月
と
水
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
、
両
者
の
属
性
が
清
浄
と
見
倣
さ
れ
る

こ
と
、
月
は
さ
ら
に
そ
の
円
満
な
形
象
に
よ
り
心
の
円
満
具
足
を
表
し
う
る
こ

と
、
ま
た
水
は
万
象
を
映
じ
、
清
濁
が
あ
り
、
波
浪
を
起
こ
す
こ
と
等
の
特
徴

に
よ
り
心
の
様
々
な
側
面
を
表
し
う
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
噛

法
の
浸
透
ぶ
り
は
、
和
歌
・
連
歌
の
釈
教
歌
に
何
よ
り
も
月
と
水
が
詠
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
端
的
に
現
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
月
と
水
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
心
敬

の
月
と
水
の
清
浄
の
嚥
法
の
基
底
に
在
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

無
執
着
や
無
常
観
が
心
敬
の
連
歌
論
の
根
底
に
在
る
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
は
心
を
俗
執
か
ら
解
き
放
っ
て
本
来
在
る
べ
き
自
性
清
浄
心
に
到
達
し

た
こ
と
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
根
本
は
心
の
清
浄
に
こ
そ
在
る
。

心
敬
の
述
作
に
は
「
心
を
の
ど
め
艶
に
し
て
」
「
心
を
も
細
く
艶
に
の
ど
め

て
」
「
え
ん
に
さ
し
の
び
の
ど
や
か
に
し
て
」
（
以
上
『
さ
Ｌ
め
ど
と
』
）
等
、

心
の
理
想
の
在
り
よ
う
と
し
て
「
え
ん
」
と
「
の
ど
む
（
の
ど
や
か
）
」
の
結

お
わ
り
に
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（
腿
）

合
し
た
形
が
見
ら
れ
る
。
「
の
ど
む
」
は
落
ち
着
い
た
静
穏
な
状
態
を
指
す
語
で

あ
り
、
実
作
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
水
の
状
態
を
言
い
表
し
て
い
る
。

な
か
る
上
水
の
色
の
長
閑
さ
（
『
心
玉
集
』
）

春
の
水
の
こ
ゑ
の
と
や
か
に
更
た
る
風
情
の
象
な
り
、
（
後
略
）（

『
連
歌
百
句
付
』
）

類
似
の
用
語
例
と
し
て
は
「
の
び
ら
か
」
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

春
の
水
と
い
へ
は
、
い
も
の
ひ
ら
か
に
悌
も
う
か
ひ
て
何
と
な
く
不
便
也
。

（
『
ひ
と
り
ご
と
』
）

静
穏
は
清
浄
と
は
明
ら
か
に
別
物
で
あ
る
。
が
、
抵
触
し
合
う
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
片
や
様
態
を
片
や
本
質
を
示
し
て
、
融
合
し
た
状
態
を
共
に
言
い
表
し

合
う
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
「
の
ど
む
（
の
ど
や
か
・
の
び
ら
か
。
の

び
や
か
）
」
は
語
感
と
し
て
春
の
温
暖
な
感
じ
を
伴
っ
て
い
る
。
用
例
を
見
て

も
、
一
般
に
も
心
敬
に
お
い
て
も
春
の
情
景
を
踏
ま
え
た
も
の
が
普
通
で
あ
る
。

も
し
そ
う
な
ら
ば
、
心
敬
の
「
え
ん
」
が
冷
例
な
趣
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ

る
「
冷
艶
」
論
で
は
、
「
え
ん
」
と
「
の
ど
む
」
と
が
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な

ろ
う
。
の
ど
や
か
で
し
か
も
澄
ん
だ
春
の
水
や
心
は
「
え
ん
」
と
は
言
え
な
い

と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
結
局
「
え
ん
」
や
「
の
ど
む
」
に

漂
う
冷
た
さ
や
暖
か
さ
は
、
付
随
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
本
質
そ
の
も
の
で
は

な
い
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
心
敬
が
冷
た
さ
を
清
浄
に
結
び
つ
け
て
好
ん
で

い
た
に
せ
よ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
心
敬
の
理
想
と
し
た
「
え
ん
」
な
心
の
本
質

は
ど
こ
ま
で
も
清
浄
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
心
の
清
浄
が
、

仏
教
思
想
を
拠
り
所
と
し
つ
つ
、
美
的
理
念
と
し
て
確
信
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
心
敬
の
「
え
ん
」
の
特
徴
が
在
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
え

ん
」
を
象
徴
す
る
も
の
が
月
で
あ
り
氷
な
の
で
あ
る
。

心
敬
が
先
達
と
し
て
敬
慕
し
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
西
行
に
も
、
景
物

を
心
の
究
極
的
な
在
り
よ
う
（
す
な
わ
ち
仏
心
）
の
象
徴
と
し
て
い
る
の
が
見

ら
れ
る
。
西
行
の
場
合
、
仏
心
が
有
す
る
二
側
面
、
す
な
わ
ち
自
性
清
浄
心
と

（
卿
）

利
益
衆
生
の
慈
悲
心
の
両
側
面
が
形
象
化
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に

言
う
と
、
満
月
が
円
満
な
悟
り
を
、
散
る
花
が
衆
生
に
降
り
注
ぐ
仏
の
慈
愛
を

象
徴
す
る
、
と
の
景
物
の
シ
ン
ポ
ラ
イ
ズ
が
看
取
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
心
敬
の
場
合
に
は
、
利
益
衆
生
の
慈
悲
心
は
そ
れ
程
問
題
に
さ
れ

て
い
な
い
。
専
ら
自
性
清
浄
心
が
重
要
視
さ
れ
、
仏
道
・
歌
道
の
修
行
の
目
的

ま
た
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
心
の
性
質
や
様
態
を
喰
え

る
景
物
、
清
浄
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
登
場
す
る
景
物
は
専
ら
月
・
水
・
氷
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
心
敬
の
傾
向
は
、
『
さ
上
め
ど
と
』
末
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

智
慧
門
重
視
・
慈
悲
門
軽
視
の
思
想
傾
向
と
重
な
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
１
）
拙
稿
「
『
さ
Ｌ
め
ど
と
』
に
お
け
る
「
え
ん
」
論
の
構
造
」
（
『
日
本
思

想
史
学
』
二
二
一
九
九
○
）

（
２
）
心
敬
の
「
え
ん
」
を
「
冷
え
寂
び
た
境
地
に
到
達
し
た
所
に
あ
ら
わ
れ

る
閑
静
そ
し
て
清
寂
な
趣
」
と
捉
え
て
、
「
え
ん
」
を
何
ら
か
の
表
現
に

よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
が
、
こ
の
立
場
に
立
つ
研
究
者
の
目
的
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
人
格
的
魅
力
・
精
神
の
に
ほ
ひ
」
（
岡

崎
義
恵
「
艶
と
妖
艶
」
『
美
の
伝
統
』
宝
文
館
出
版
二
七
八
頁
）
と

の
「
え
ん
」
解
釈
、
ま
た
そ
れ
を
承
け
た
「
精
神
的
・
人
格
的
な
非
唯
美

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

註
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堂
所
収
）
と
の
「
え
ん
」
規
定
は
な
お
暖
昧
で
あ
り
抽
象
的
で
あ
る
。
ま

た
「
え
ん
」
を
閑
寂
清
高
な
美
的
価
値
と
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
「
幽
玄
・
あ

は
れ
。
ま
こ
と
」
等
の
概
念
と
の
合
流
・
融
合
が
指
摘
さ
れ
て
も
い
る
。

そ
れ
ら
は
な
る
ほ
ど
「
え
ん
」
を
あ
る
角
度
か
ら
言
い
表
し
た
も
の
で
は

あ
ろ
う
。
が
、
「
え
ん
」
を
明
瞭
に
捉
え
説
明
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。

さ
ら
に
こ
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
に
お
い
て
は
、
「
え
ん
」
の
到
達

点
を
「
冷
え
寂
び
た
境
地
」
と
し
な
が
ら
、
「
冷
え
寂
び
る
」
あ
る
い
は

「
冷
え
氷
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
他
に
心
敬
の
「
氷
は

か
り
え
ん
な
る
は
な
し
」
に
依
り
な
が
ら
心
敬
の
「
え
ん
」
が
「
冷
え
寂

び
た
氷
の
艶
」
で
あ
る
と
の
見
方
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

心
敬
が
氷
を
「
え
ん
」
の
最
勝
と
し
て
掲
げ
た
、
そ
の
理
由
を
め
ぐ
っ

て
、
唐
木
順
三
氏
は
、
氷
の
持
つ
冷
た
さ
・
白
さ
・
透
明
さ
等
の
具
体
的

な
属
性
と
「
え
ん
」
の
究
極
の
境
地
と
の
間
の
密
接
な
関
連
に
着
目
し
た

（
『
日
本
人
の
心
の
歴
史
』
上
筑
摩
書
房
一
九
六
八
）
。
そ
し
て
「
幽

居
閑
居
」
や
「
執
着
心
を
去
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
立
ち
到
る
境
地
が
「
心

の
艶
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
「
心
の
艶
」
の
状
態
か
ら
色
世
界
に
目
を

向
け
る
と
き
、
色
世
界
の
色
も
ま
た
濾
過
さ
れ
て
、
冷
え
寂
び
た
清
い
も

の
に
な
る
。
従
っ
て
氷
が
「
え
ん
」
の
具
現
と
し
て
最
勝
と
捉
え
ら
れ
る
、

と
説
明
し
た
。
氷
と
「
え
ん
」
の
関
係
は
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
つ
く

し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
氷
は
単
に
色
や
熱
を
取
り
去
っ
た
も
の
な
の

か
、
ま
た
氷
Ⅱ
「
え
ん
」
な
ら
ば
、
そ
の
「
え
ん
」
の
意
味
内
容
は
何
な

の
か
、
と
い
っ
た
問
題
点
は
残
存
し
た
ま
ま
で
あ
る
（
補
注
参
照
）
。

岡
崎
義
恵
氏
は
、
「
優
雅
で
清
高
な
心
境
を
艶
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
」
と

し
て
心
敬
の
「
え
ん
」
を
「
清
艶
・
冷
艶
」
と
捉
え
た
。
そ
し
て
そ
の
精

神
性
の
高
さ
を
指
し
て
「
艶
の
浄
化
」
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
こ
の
評
価

は
、
心
敬
の
「
え
ん
」
の
本
質
に
か
な
り
の
程
度
に
迫
っ
た
も
の
と
言
え

よ
う
。
し
か
も
そ
れ
に
先
行
す
る
美
意
識
と
し
て
鴨
長
明
の
美
的
価
値
観

を
捉
え
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
え
ん
」
と
「
幽
玄
」
の
合

流
・
「
え
ん
」
と
「
あ
は
れ
。
ま
こ
と
」
と
の
融
合
が
認
め
ら
れ
る
と
も

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
え
ん
」
と
他
の
概
念
と
の
関
係
構
造
図
式
は
な

お
明
瞭
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
「
え
ん
」
自
体
の
意
味
内
容
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
の
追
究
は
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
諸
見
解
は
、
主
と
し
て
心
敬
の
連
歌
論
に
説
か
れ
て
い
る
「
え

ん
」
な
い
し
「
心
の
え
ん
」
の
記
述
に
基
づ
く
。

（
補
注
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
湯
浅
氏
の
「
冷
え
」
の
研
究
が
あ

る
（
「
心
敬
の
研
究
」
）
。
湯
浅
氏
は
「
氷
及
び
水
」
と
「
冷
え
」
と
の

関
連
が
「
心
」
と
「
水
」
の
等
質
視
に
よ
り
「
心
」
と
「
冷
え
」
と
の

関
連
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
「
冷
え
」
が
「
清

ん
だ
心
の
底
に
つ
い
て
の
質
的
な
美
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
」
と
指
摘
し
た
。
氷
の
属
性
で
あ
る
「
冷
え
」
と
心
の
清
澄
な
状
態

と
の
関
係
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
湯

浅
氏
の
場
合
、
「
え
ん
」
と
の
関
連
を
離
れ
て
「
冷
え
」
を
考
察
し
て

い
る
た
め
、
「
え
ん
」
論
の
課
題
を
直
接
解
決
す
る
も
の
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、
湯
浅
氏
に
お
い
て
は
、
「
心
の
質
的
な
美
し
さ
」
の

根
本
理
念
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
が
残
念
で
あ
る
。

（
３
）
木
藤
才
蔵
氏
は
、
心
敬
の
連
歌
論
だ
け
で
な
く
実
作
の
用
例
及
び
自
注

を
通
じ
て
、
よ
り
全
体
的
に
心
敬
の
「
え
ん
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
木

九
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藤
説
の
特
徴
は
、
「
え
ん
」
を
「
優
美
」
と
概
念
規
定
し
た
こ
と
、
そ
し

て
冷
え
寂
び
た
も
の
と
の
関
連
を
認
め
つ
つ
、
心
敬
の
「
え
ん
」
を
「
冷

艶
」
と
は
認
め
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
木
藤
氏
は
、
心
敬
の
「
え
ん
」

を
「
氷
の
艶
」
と
見
倣
す
の
は
速
断
に
過
ぎ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

（
に
も
‐
土
・
満
）
（
見
侍
ら
さ
ら
ん
‐

（
４
）
け
に
も
い
か
な
る
岩
木
の
心
に
か
月
を
艶
に
露
を
は
か
な
く
見
侍
ら
さ

土
、
見
ば
へ
ら
ん
‐
満
）

ら
ん
。

（
５
）
「
青
」
の
用
例
に
特
に
感
覚
的
で
独
特
な
表
現
が
多
い
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
岡
見
正
雄
氏
（
「
心
敬
覚
書
ｌ
青
と
景
曲
と
見
ぬ
悌
」
、
「
国
語

国
文
』
一
九
四
五
・
九
）
、
荒
木
良
雄
氏
（
『
心
敬
』
第
五
章
創
文
社
）
、

岡
本
彦
一
氏
（
『
心
敬
の
世
界
』
第
二
章
桜
楓
社
）
等
に
よ
っ
て
早
く

か
ら
注
目
さ
れ
て
。
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
従
来
「
ひ
え
さ
む
く

こ
ほ
り
た
る
も
の
」
が
心
敬
の
追
究
し
た
美
で
あ
っ
た
と
し
て
そ
れ
と
「
青

い
世
界
」
と
「
え
ん
」
と
を
関
連
づ
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
再
三

な
さ
れ
て
き
た
。
特
に
「
や
せ
さ
む
く
ひ
え
こ
ほ
り
た
る
も
の
」
と
「
青
」

と
の
関
連
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
は
荒
木
良
雄
氏
（
前
掲
書
）
と
岡
本
彦

一
氏
（
前
掲
書
）
で
あ
る
。

生
田
勝
彦
氏
は
発
句
に
お
け
る
「
青
し
」
の
意
識
的
な
使
用
法
に
着
目

し
た
「
心
敬
の
発
句
に
お
け
る
作
意
ｌ
『
青
し
』
の
世
界
」
（
『
文
芸
研
究
』

一
○
二
集
一
九
八
三
）
に
お
い
て
、
前
掲
の
荒
木
・
岡
本
両
氏
の
所
説

は
定
説
化
し
て
い
る
が
、
な
お
観
念
的
で
あ
る
と
し
て
、
「
青
い
世
界
と

や
せ
さ
む
く
ひ
え
こ
ほ
り
た
る
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
証
も
な

く
、
心
敬
内
部
に
お
け
る
体
系
化
も
な
か
っ
た
」
と
論
駁
し
た
。
筆
者
は

か
つ
て
「
青
さ
」
と
「
寒
さ
」
と
が
共
に
水
と
関
わ
る
価
値
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
点
に
注
目
し
、
心
敬
が
有
色
相
と
無
色
相
と
を
区
別
し
て
い

た
事
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
青
い
景
物
と
合
体
し
て
青
い
情
景
を
呈
す

る
に
至
っ
て
い
る
水
は
清
浄
な
水
の
有
色
相
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し

た
（
「
色
世
界
と
『
眼
』
ｌ
心
敬
の
連
歌
の
根
底
に
あ
る
も
の
ｌ
」
『
日

本
思
想
史
研
究
』
二
○
一
九
八
八
）
が
、
本
論
で
も
触
れ
た
よ
う
に
「
白

し
」
と
捉
え
表
さ
れ
て
い
る
景
物
は
、
い
ず
れ
も
色
合
い
を
持
た
な
い
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。
実
作
に
白
い
情
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
を
見

る
と
、
秋
・
冬
の
色
合
い
の
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
情
景
が
主
で
あ
る
。

一
方
、
「
青
し
」
と
捉
え
表
さ
れ
て
い
る
景
物
な
い
し
情
景
は
、
色
合
い

を
明
瞭
に
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
実
作
に
青
い
情
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い

る
も
の
を
見
る
と
、
春
・
夏
の
緑
を
捉
え
た
爽
快
感
を
基
調
と
し
た
情
景

が
主
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
心
敬
と
し
て
は
、
冷
涼
感
を
そ
の
度
合
い
に

応
じ
て
色
彩
的
に
捉
え
、
詠
み
表
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

（
６
）
た
だ
し
、
釈
迦
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
例
が
、
心
の
象
徴
と
し

て
詠
ま
れ
て
い
る
例
に
先
立
っ
て
見
ら
れ
る
。

（
７
）
詳
し
く
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
こ
の
箇
所
を
め
ぐ
っ
て
は
、
鈴
木
久
氏
が
「
仏
の
維
摩
居
士
を
」
で
は

な
く
「
維
摩
居
士
の
羅
候
羅
を
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
心
敬
の
筆

頭
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
さ
Ｌ
め
ど
と
密
勘
」
Ⅲ
『
福
島
大
学

学
芸
学
部
論
集
』
一
五
’
二
一
九
六
三
）
。

（
９
）
『
芝
草
句
内
発
句
』
と
「
心
玉
集
』
だ
け
を
見
て
も
、
「
冴
ゆ
」
は
三
例
、

「
寒
し
（
寒
け
し
）
」
は
二
二
例
（
重
複
は
数
え
な
い
）
、
「
こ
ほ
る
（
同

意
の
「
む
す
ふ
」
を
含
む
）
」
は
一
四
例
（
重
複
は
数
え
な
い
）
で
あ
る
。
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（
Ⅲ
）
中
道
明
鏡
本
無
諸
相
、
無
相
而
相
者
研
醜
由
彼
、
多
少
任
縁
。
（
巻
七

下
、
大
正
新
修
大
蔵
経
四
五
九
七
中
）
，

（
Ⅱ
）
鏡
本
明
浄
。
（
中
略
）
繋
想
於
心
鏡
明
。
而
可
払
煩
悩
客
塵
。
（
大
日
本

仏
教
全
書
一
三
一
七
四
頁
）

（
胆
）
「
え
ん
」
と
「
の
ど
む
」
の
結
合
の
早
い
例
は
『
徒
然
草
』
に
看
取
さ

れ
る
。
た
だ
し
『
徒
然
草
』
の
場
合
は
空
の
様
態
を
言
っ
た
も
の
で
、
心

の
状
態
に
関
連
し
た
例
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
え
ん
」
の
使
用
度
の
高

い
紫
式
部
が
、
『
源
氏
物
語
』
や
「
紫
式
部
日
記
』
の
中
で
「
え
ん
」
で

あ
る
女
性
や
「
え
ん
」
を
重
ん
じ
る
女
性
と
の
ど
や
か
な
女
性
と
を
対
照

的
に
据
え
て
お
り
、
「
え
ん
」
と
「
の
ど
む
（
の
ど
や
か
）
」
を
決
し
て
結

合
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
『
徒
然
草
』
の
結
合
例
は
注

目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
心
敬
に
お
け
る
結
合
の
理
想
化
は
い
っ
そ

う
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
旧
）
詳
し
く
は
拙
稿
「
西
行
に
お
け
る
「
花
」
の
位
相
」
（
『
日
本
思
想
史
研

究
』
二
四
一
九
九
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
東
北
大
学
助
手
）

九
九


