
心
敬
は
、
無
常
述
懐
を
基
盤
に
し
て
和
歌
・
連
歌
を
詠
み
、
無
常

の
理
を
周
囲
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
『
さ
、
め
ど

と
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
道
は
い
か
は
か
り
も
無
常
述
懐
を
心
こ
と
葉
の
も
と
、
し
て
、

あ
は
れ
ふ
か
く
は
か
な
き
事
を
い
ひ
か
は
し
、
い
か
な
る
ゑ
ひ

す
鬼
の
ま
す
ら
男
の
心
を
も
や
は
ら
け
、
は
か
な
き
此
世
の
こ

と
は
り
を
も
す
、
め
侍
へ
き
に
、
適
あ
へ
る
此
席
に
た
に
、
色

に
ふ
け
り
名
に
め
て
、
、
千
代
よ
ろ
つ
代
鶴
亀
な
と
い
ひ
あ
へ

ら
ん
は
、
う
た
て
し
く
や
。
か
く
い
は
ひ
侍
る
と
て
、
い
つ
れ

ｌ
無
常
述
懐
の
尊
重

心
敬
に
お
け
る
無
常
観
と
無
常
詠

の
人
か
百
と
せ
た
れ
の
人
か
千
と
せ
を
へ
た
る
。
昨
日
は
さ
か

へ
ぬ
る
も
今
日
は
お
と
ろ
へ
朝
に
見
し
も
ゆ
ふ
へ
に
は
煙
と
な

る
。
た
の
し
み
か
な
し
ひ
た
な
こ
、
こ
ろ
を
か
へ
す
よ
り
も
す

み
や
か
な
り
。
さ
れ
は
い
に
し
へ
の
歌
人
は
無
常
述
懐
を
の
み

宗
と
し
侍
り
。
（
『
さ
、
め
ど
と
』
末
）

「
か
く
い
は
ひ
侍
る
と
て
、
い
つ
れ
の
人
か
百
と
せ
た
れ
の
人
か
千

と
せ
を
へ
た
る
。
（
中
略
）
た
の
し
み
か
な
し
ひ
た
な
こ
、
こ
ろ
を
か

へ
す
よ
り
も
す
み
や
か
な
り
」
と
い
う
言
表
は
、
無
常
観
を
示
し
た

も
の
と
し
て
は
ご
く
一
般
的
な
見
解
と
言
っ
て
よ
い
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、
そ
れ
を
前
提
に
、
和
歌
・
連
歌
を
「
無
常
述
懐
の
わ
ざ
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
従
来
こ
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
心
敬

（
１
）

の
連
歌
論
は
無
常
観
に
立
脚
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の

菅
基
久
子
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こ
と
自
体
は
中
世
文
芸
で
あ
る
以
上
、
何
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
和
歌
・
連
歌
が
「
無
常
述
懐
」
の
わ
ざ
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
我
々
は
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

心
敬
は
歌
詠
と
無
常
観
と
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
考
え
て
い
た

の
か
。
彼
は
歌
詠
と
い
う
も
の
を
理
念
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
つ
つ

実
践
し
よ
う
と
し
、
ま
た
実
践
し
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
心
敬
の
仏
者
と
し
て
の
立
場
や
あ
り
よ
う
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
、
い
ま
だ
踏
み
込
ん
だ
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
和
歌
・
連
歌
を
敢
え
て
「
無
常
述
懐
」
の
わ
ざ
と
位
置

づ
け
る
心
敬
の
無
常
に
つ
い
て
の
記
述
を
連
歌
論
と
作
品
と
に
見
な

が
ら
、
い
っ
た
い
そ
こ
で
心
敬
が
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
を
探
り

た
い
と
思
う
。

心
敬
が
「
無
常
」
を
歌
の
主
題
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、

次
に
掲
げ
る
三
首
の
例
歌
の
主
題
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

は
『
さ
、
め
ど
と
』
中
の
、
指
合
嫌
物
と
い
っ
た
連
歌
の
格
式
の
不

必
要
性
を
論
じ
た
章
段
に
お
い
て
、
境
に
至
っ
た
達
人
の
、
格
式
を

無
視
し
た
、
優
美
な
ら
ざ
る
体
の
例
歌
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

マ
マ

歌
道
歌
に
も
外
横
内
浄
外
浄
内
稜
の
句
あ
る
へ
し
と
也
。
す
か

た
を
か
さ
ら
て
心
に
え
ん
ふ
か
き
歌

か
し
こ
ま
る
し
て
に
涙
の
か
、
る
か
な
又
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

み
る
そ
か
な
し
き

慈
鎮

あ
さ
露
を
は
か
な
き
物
と
見
つ
る
ま
に
仏
の
あ
に
、
身
は

成
に
け
り

仲
実

此
等
外
横
内
浄
の
歌
な
る
へ
し
。
た
と
へ
は
金
を
つ
、
り
に

つ
、
み
た
る
こ
と
し
。
上
は
つ
た
な
く
て
内
に
宝
あ
り
。

（
『
さ
、
め
ど
と
』
純
）

「
上
は
つ
た
な
く
て
内
に
宝
あ
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
の
三
首
は
、

各
々
「
再
会
の
可
能
性
を
確
認
で
き
な
い
別
れ
」
「
こ
の
世
の
生
活

に
明
け
暮
れ
て
い
る
有
り
様
に
対
す
る
嘆
き
」
「
朝
露
の
は
か
な
さ

を
嘆
息
し
て
い
る
間
に
出
会
う
身
近
な
死
」
を
主
題
と
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
、
現
世
の
は
か
な
さ
や
空
し
さ
を
心
か
ら
感
じ
と
っ
て
い

る
歌
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
現
世
の
無
常
を
観
照

し
た
歌
が
、
和
歌
の
常
識
を
無
視
し
た
、
優
美
な
ら
ざ
る
歌
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
内
浄
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
よ
し
と
さ
れ
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
「
無
常
」
を

詠
ん
だ
和
歌
・
連
歌
は
、
単
に
優
美
な
そ
れ
に
ま
さ
る
理
想
と
さ
れ

て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
無
常
」
が
詠
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
、
歌
の
価
値
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

右
の
例
歌
三
首
は
他
人
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
心
敬
自
身
の

作
品
に
お
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
こ
れ
ら
の
句
で
あ
る
。

桜
色
に
う
つ
る
ふ
春
の
青
葉
哉
（
『
芝
草
句
内
発
句
』
）

桜
色
に
下
葉
を
そ
め
よ
秋
の
露
（
同
前
）

こ
こ
で
桜
色
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
秋
の
紅
葉
で
あ
る
。

秋
の
紅
葉
と
春
の
桜
の
花
と
で
は
、
色
合
い
は
全
く
異
な
る
は
ず
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
敬
は
敢
え
て
秋
の
紅
葉
を
「
桜
色
」

と
詠
み
表
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
桜
色
」
の
用
法
１
１
実
際
に
桜
色

で
は
な
い
も
の
を
あ
え
て
「
桜
色
」
と
観
じ
、
「
桜
色
」
と
言
い
表

す
Ｉ
は
他
の
歌
人
や
連
歌
作
者
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
色
彩

感
覚
の
豊
か
さ
や
敏
感
さ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
「
桜
色
」
と

詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
の
紅
葉
の
薄
紅
の
色
合
い
を
や
わ
ら
か
く

表
現
し
て
い
る
に
加
え
て
、
春
の
桜
の
面
影
を
も
喚
起
し
て
い
る
点

に
注
目
し
た
い
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
季
の
移
り
変
わ
り

と
い
う
も
の
を
改
め
て
強
く
感
じ
さ
せ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
と

思
う
。
そ
の
際
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
う
つ
る
ふ
」

「
そ
む
」
と
い
っ
た
、
時
間
的
経
過
と
密
接
な
変
化
を
言
い
表
す
語

で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
触

れ
な
（
唾
）
０

２

花
の
句
に
お
け
る
無
常

つ
ま
り
、
心
敬
は
、
単
に
秋
の
紅
葉
の
色
合
い
に
目
を
向
け
て
い
る

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
時
間
の
流
れ
の
中
で
生
じ
る
変
化
を
捉

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
句
集
『
芝
草
』
の
連
歌
二
三
組
の
中
か
ら
、
花
を
詠
ん
で

い
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
。
付
け
句
の
上
の
数
字
は
、
一
三
二
番
中

の
順
番
を
表
す
。

2

は
し
る
き
、
す
も
鷹
に
の
か
れ
す

１
足
を
い
た
む
山
路
に
花
の
ち
る
を
見
て

句
の
心
は
世
の
中
の
無
常
の
な
に
の
う
へ
に
て
も
の
か
れ

え
ぬ
こ
と
を
申
侍
り
。
身
を
す
て
、
は
し
る
錐
い
の
ち
を

う
し
な
ひ
あ
し
を
や
す
め
て
の
と
や
か
に
み
る
花
も
跡
な

く
ち
り
う
せ
侍
れ
は
、
は
し
る
も
ゐ
た
る
も
の
か
れ
ぬ
こ

と
の
か
な
し
さ
を
句
に
対
し
侍
り
。
見
て
と
い
へ
る
は
観

し
た
る
心
な
り
。

お
ほ
つ
か
な
秋
も
や
ち
か
く
な
り
ぬ
ら
ん

こ
、
ろ
ほ
そ
し
な
花
お
つ
る
こ
ろ

此
句
春
な
か
ら
花
の
落
は
て
侍
る
比
は
心
ほ
そ
く
す
、
ろ

に
あ
ち
き
な
く
侍
れ
は
、
さ
て
は
秋
に
む
か
へ
る
か
と
也
・

花
は
底
な
る
池
の
は
ち
す
葉
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う
え
を
き
し
草
は
此
比
花
咲
て

Ⅲ
人
の
か
た
み
の
さ
く
ら
ち
る
か
け

植
を
き
し
草
も
さ
く
ら
も
な
き
跡
の
か
た
み
也
。
か
た
み

の
さ
く
ら
の
ち
れ
は
か
け
の
草
に
は
思
は
い
花
の
さ
け
る

と
い
へ
る
句
の
内
に
あ
は
れ
す
こ
し
侍
る
へ
く
哉
。
め
を

と
ち
む
れ
を
し
つ
め
て
こ
と
は
り
は
な
れ
て
見
侍
る
作
者

は
か
り
の
上
な
る
へ
し
。

ど
れ
を
見
て
も
、
盛
り
の
花
は
お
ろ
か
、
眼
前
に
咲
い
て
い
る
花
は

詠
ま
れ
て
い
な
い
。
花
は
そ
れ
こ
そ
和
歌
連
歌
に
詠
ま
れ
る
格
好
の

題
材
で
あ
る
が
、
心
敬
は
盛
り
の
花
で
は
な
く
、
散
る
花
あ
る
い
は

散
っ
て
し
ま
っ
た
花
に
目
を
向
け
て
い
る
。
目
の
前
の
花
の
美
し
さ

を
賞
翫
す
る
の
で
は
な
く
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
花
を
便
り
に
時
の
推

移
を
観
じ
、
亡
き
人
を
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
四

句
（
Ⅱ
。
Ｅ
・
訂
・
坐
も
、
や
は
り
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
積

極
的
に
無
常
が
詠
ま
れ
て
い
る
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
他
の
作
者

と
同
じ
景
物
を
詠
み
込
み
な
が
ら
、
そ
の
詠
み
方
は
か
な
り
独
自
で

９
春
ふ
か
き
さ
山
の
さ
く
ら
色
朽
て

春
の
く
れ
か
た
の
桜
の
花
は
み
な
底
に
ち
り
敷
て
朽
は
て

侍
る
に
蓮
葉
は
や
う
や
く
青
や
か
に
も
え
い
て
た
る
な
る

へ
し
。
前
の
は
ち
す
の
花
を
さ
く
ら
の
花
に
と
り
な
し
侍

る
は
か
り
な
り
。

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
無
常
を
前
面
に
押
し
出
し
た
表
現
に
は
、
無

常
を
積
極
的
に
詠
も
う
と
す
る
意
志
、
よ
り
言
え
ば
無
常
を
覚
え
続

け
よ
う
と
い
う
意
志
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
鐘
の
音
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
心
敬

は
無
常
の
象
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
鐘
を
詠
ん
で
い
る
。
鐘
の
音
が
無

常
を
象
徴
す
る
と
い
う
の
は
、
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
の
句
を
思
い

浮
か
べ
る
者
に
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

連
歌
の
世
界
で
は
、
鐘
の
イ
メ
ー
ジ
は
必
ず
し
も
無
常
と
結
び
つ
い

て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

鐘
の
用
例
に
つ
い
て
ま
ず
、
宗
醐
や
專
順
、
賢
盛
な
ど
、
心
敬
と

同
時
代
に
活
躍
し
た
い
わ
ゆ
る
連
歌
七
賢
の
う
ち
の
三
人
が
参
加
し

て
い
る
『
宝
徳
千
句
』
を
見
る
と
、
次
の
二
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
、
ろ
つ
く
し
は
我
ひ
と
り
か
は
宗
松

今
宵
ま
た
た
の
め
ぬ
鐘
を
聞
も
う
し
龍
忠

代
を
祈
る
つ
と
め
は
た
え
ぬ
寺
毎
に
賢
盛

鐘
な
り
雨
の
く
た
る
夕
暮
宗
側

（
４
）

（
宝
徳
四
年
『
宝
徳
千
句
』
）

第
一
組
は
、
「
こ
こ
ろ
つ
く
し
」
、
つ
ま
り
物
思
い
に
か
き
く
れ
て
い

３

鐘
の
音
に
お
け
る
無
常
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る
の
は
私
だ
け
な
の
か
と
い
う
前
句
に
、
今
夜
も
ま
た
あ
て
に
な
ら

な
い
あ
な
た
を
待
ち
な
が
ら
、
確
実
に
時
が
す
ぎ
て
行
く
の
を
鐘
の

音
で
知
る
の
は
何
と
も
つ
ら
い
と
い
う
付
句
で
あ
る
。
第
二
組
は
、

ど
こ
の
寺
で
も
安
穏
を
祈
祷
し
て
い
る
と
い
う
前
句
に
、
夕
方
を
告

げ
る
、
入
り
あ
い
の
鐘
が
鳴
る
と
い
う
付
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

鐘
は
何
よ
り
も
ま
ず
時
刻
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
寺
を
象

徴
す
る
存
在
で
あ
る
。
同
じ
く
宗
側
・
專
順
が
同
座
し
て
い
る
文
安

二
年
の
千
句
で
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

夕
こ
そ
忍
ふ
に
更
る
夜
も
つ
ら
し

玄
幸

か
く
て
ね
よ
と
の
か
ね
そ
物
う
き
聖
阿

お
も
ひ
ね
ざ
め
の
夢
そ
む
か
し
か

暁
に
か
き
ら
ぬ
か
ね
や
し
き
る
ら
ん

木
隠
は
中
ノ
‐
、
し
る
き
峯
の
寺

哀
を
か
ね
や
告
渡
る
ら
ん

雨
の
音
水
の
響
も
打
ま
き
れ

か
ね
き
く
夜
半
そ
心
す
み
ぬ
る

そ
の
寺
ノ
‐
～
の
法
の
い
と
な
み

明
わ
た
る
み
れ
も
麓
も
鐘
鳴
て

自
篤

（
５
）

正
信
（
『
文
安
千
句
』
）

〃盛
家

盛軒
家

良軒
珍

こ
こ
に
詠
ま
れ
て
い
る
鐘
の
音
も
、
主
と
し
て
寺
の
存
在
を
示
す
も

の
、
も
し
く
は
時
刻
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
「
お
も
ひ
れ

さ
め
の
夢
そ
む
か
し
」
と
い
う
の
は
人
を
想
い
な
が
ら
寝
て
見
た
そ

の
人
の
夢
も
、
さ
め
て
は
遠
い
思
い
出
で
し
か
な
い
と
い
う
句
、
そ

の
付
句
に
「
暁
に
か
き
ら
ぬ
か
ね
」
が
何
度
も
鳴
る
と
い
う
の
は
、

ね
さ
め
の
暁
か
ら
夕
方
へ
の
時
刻
の
転
化
と
思
わ
れ
る
。
「
雨
の
音
」

や
「
水
の
響
」
が
い
り
ま
じ
っ
て
聞
こ
え
る
と
い
う
の
は
、
人
里
の

喧
騒
を
離
れ
た
環
境
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
所
、
す
な
わ
ち
修
行

に
ふ
さ
わ
し
い
閑
静
な
と
こ
ろ
で
は
夜
の
鐘
の
音
も
そ
れ
を
聞
く
心

も
す
み
わ
た
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
哀
を
か
ね
や
告
渡
る
」
と
い

う
句
も
、
一
句
を
取
り
出
し
て
見
る
と
「
哀
」
の
意
味
内
容
が
拡
散

し
て
し
ま
う
が
、
前
句
の
「
峯
の
寺
」
と
関
連
づ
け
て
考
え
れ
ば
、

山
中
の
哀
れ
、
す
な
わ
ち
世
俗
と
隔
離
さ
れ
た
静
寂
の
世
界
を
俗
世

に
あ
っ
て
嘆
じ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
れ
よ
り
や
や
時
代
の
早
い
『
紫
野
千
句
』
で
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
。

夜
船
い
つ
く
の
浦
を
ゆ
く
ら
ん
救
済

か
ね
遠
き
そ
な
た
の
山
は
明
ぬ
る
に
周
阿

か
す
む
名
残
の
在
明
の
月

山
遠
き
旅
ね
の
里
の
鐘
聞
て

相全
阿誉
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谷
の
け
ふ
り
や
み
ね
か
す
む
ら
ん

寺
ノ
ー
の
夕
の
鐘
を
又
き
、
て

霞
て
や
今
日
の
夕
を
の
こ
す
ら
ん
崇
永

ふ
ら
ぬ
夜
た
に
月
の
し
ら
ゆ
き

霜
さ
ゆ
る
嵐
の
か
ね
の
声
ふ
け
て

花
み
て
や
夕
を
猶
も
お
し
む
ら
ん

け
ふ
の
名
残
の
い
り
あ
ひ
の
か
ね

あ
け
や
す
き
夜
を
た
に
侍
す
月
入
て

か
ね
の
音
こ
そ
な
を
も
春
な
れ

浦
か
す
む
な
に
は
の
月
の
夜
は
ふ
け
て
周
阿

こ
の
花
ち
り
ぬ
か
れ
の
一
声
救
済

夕
よ
り
な
を
か
す
む
あ
け
ほ
の
真
泊

月
の
こ
る
か
ね
や
お
ほ
ろ
に
き
こ
ゆ
ら
ん
全
誉

あ
け
暮
て
こ
そ
春
は
過
ぬ
れ
道
明

か
す
み
よ
り
い
つ
く
の
か
ね
の
き
こ
ゆ
ら
ん
春
松
丸

常成
智阿

春
松
丸

道
明

真周
泊阿

常円
智恵

（
６
）

其
方
は
か
り
の
入
あ
ひ
の
か
ね
有
長
（
『
紫
野
千
句
』
）

ほ
ぼ
一
○
○
句
に
一
句
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
数
の
上
で
は
比
較
的

多
い
と
言
え
る
。
が
、
鐘
の
音
の
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
が
春
の
霞
の
中
の
一
景
で
あ
る
。
明
け
方
の
鐘
・
夕
べ
の

鐘
な
ど
、
や
は
り
時
刻
と
か
か
わ
る
鐘
が
多
く
、
宗
教
的
に
は
寺
の

存
在
を
示
す
も
の
が
あ
る
だ
け
で
、
無
常
あ
る
い
は
無
常
観
と
結
び

つ
く
句
は
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
例
か
ら
読
み
取
れ
る
鐘
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
傾
向
は
、

筆
者
の
見
る
限
り
で
は
、
連
歌
作
品
に
は
一
般
的
な
傾
向
の
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
鐘
は
時
刻
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
、
寺
の
存
在
を

示
す
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ
の
時
刻
を
告
げ
知
ら
せ
る
と
い

う
主
た
る
役
目
の
ゆ
え
に
、
夕
べ
の
霞
や
明
け
方
の
別
れ
の
情
景
に

添
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
心
敬
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

お
し
む
か
ひ
な
く
つ
く
は
ね
の
春

暮
毎
の
命
に
か
す
め
鐘
の
声
（
『
心
玉
集
』
）

古
寺
は
松
や
あ
る
し
と
成
ぬ
ら
ん

人
な
き
か
ね
の
風
に
な
る
声

跡
さ
き
に
な
る
み
の
野
へ
の
旅
の
道

い
つ
れ
の
鐘
そ
宿
と
た
の
ま
ん

（
『
心
玉
集
』
）

（
『
心
玉
集
』
）

ICラ 心敬における無常観と無常詠



夢
よ
り
後
に
夜
こ
そ
あ
け
ぬ
れ

送
り
す
て
か
へ
る
野
も
せ
に
鐘
な
り
て

（
『
連
歌
百
句
付
』
天
理
図
書
館
本
）

「
お
し
む
か
ひ
な
く
つ
く
は
ね
の
春
」
は
過
ぎ
行
く
春
を
筑
波
の
春

の
情
景
に
か
け
て
惜
し
む
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

付
け
ら
れ
た
「
暮
毎
の
命
に
か
す
め
鐘
の
声
」
は
祇
園
精
舎
無
常
院

の
鐘
の
音
を
ふ
ま
え
た
句
と
言
え
よ
う
。
祇
園
精
舎
の
西
北
の
角
に

無
常
院
と
い
う
建
物
が
あ
っ
て
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
僧
を
収
容

し
て
い
た
と
い
う
が
、
瀕
死
の
と
き
、
鐘
が
な
っ
た
。
そ
の
音
は
、

「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
々
已
、
寂
滅
為
楽
」
と
い
う
音
だ

っ
た
と
言
わ
れ
る
。
「
病
僧
音
を
聞
き
て
、
苦
悩
即
ち
除
き
て
清
涼

の
楽
を
得
る
こ
と
三
禅
に
入
る
が
如
く
に
し
て
浄
土
に
垂
生
す
」

（
７
）

（
原
漢
文
）
と
経
典
に
あ
る
。
「
暮
毎
の
」
の
句
は
、
春
の
終
わ
り
を

命
の
終
わ
り
に
置
き
換
え
、
夕
べ
の
鐘
を
祇
園
精
舎
無
常
院
の
鐘
と

聞
い
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
「
暮
毎
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
時
々
刻
々

変
化
し
続
け
、
生
滅
を
繰
り
返
す
、
現
世
や
人
間
の
あ
り
方
が
捉
え

ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
出

来
事
に
対
す
る
嘆
息
で
は
な
い
。
推
移
し
続
け
る
現
象
世
界
そ
の
も

の
を
直
視
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
の
他
の
句
を
見
て
も
、

い
ず
れ
も
無
常
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
特
に
「
人
な
き
か
ね
の
風

に
な
る
声
」
は
、
凄
絶
と
言
っ
て
も
よ
い
。
つ
く
人
さ
え
も
い
な
い

の
だ
か
ら
、
そ
の
音
は
明
ら
か
に
通
常
の
つ
く
鐘
の
音
と
は
異
な
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鐘
の
音
Ｉ
心
敬
は
「
鐘
の
声
」
と
言

っ
て
い
る
が
Ｉ
の
捉
え
方
は
、
先
に
見
た
他
の
作
者
の
用
例
に
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
も

う
き
身
に
今
日
も
く
ら
す
は
か
な
さ

世
中
を
思
へ
は
鐘
の
ひ
、
き
に
て

此
世
の
幻
化
ま
ほ
ろ
し
の
き
た
り
し
か
た
さ
れ
る
所
も
し

ら
ぬ
は
さ
な
か
ら
鐘
よ
り
い
て
た
る
ひ
、
き
の
ゆ
く
ゑ
も

し
ら
ぬ
に
似
た
る
と
也
・
十
縁
生
六
嶮
経
な
と
の
心
を
一

句
の
う
ち
に
申
あ
ら
は
し
侍
る
也
。
（
『
芝
草
』
）

生
ま
れ
て
は
消
え
る
存
在
の
法
則
が
無
常
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ
、

鐘
の
響
き
に
瞼
え
ら
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
「
十
縁
生
六
瞼
経

な
と
の
心
」
を
言
い
表
し
た
と
し
て
い
る
が
、
「
十
縁
生
」
は
い
わ

ゆ
る
『
大
日
経
』
に
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
十
の
無
常
な
も
の
、
「
六
瞼
」

は
『
金
剛
般
若
経
』
に
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
六
つ
の
無
常
な
も
の
を

指
す
。
原
典
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

秘
密
主
若
真
言
門
修
菩
薩
行
諸
菩
薩
。
深
修
観
察
十
縁
生
句
。

当
於
真
言
行
通
達
作
証
。
云
何
為
十
。
謂
如
幻
。
陽
焔
。
夢
。

影
。
乾
閾
婆
城
。
響
。
水
月
。
浮
泡
。
虚
空
華
。
旋
火
輪
。

（
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
』
巻
ご

一
切
有
為
法
。
如
夢
幻
泡
影
。
如
露
亦
如
電
。
応
作
如
是
観
。

（
『
金
剛
般
若
経
』
）
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こ
の
よ
う
に
、
経
典
に
は
無
常
な
も
の
と
し
て
特
に
十
な
い
し
六
の

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
無
常
の
象
徴
を
、
心
敬
は

鐘
の
響
き
に
集
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
句
お
よ
び
自

注
も
同
様
の
例
で
あ
る
。

は
て
し
ら
ぬ
旅
を
お
も
へ
る
蟇
こ
と
に

き
の
ふ
の
鐘
や
人
の
世
の
中

こ
れ
も
万
法
の
し
は
し
も
と
、
ま
る
こ
と
の
な
き
を
昨
日

の
か
ね
の
こ
ゑ
の
こ
と
し
と
也
○
ま
こ
と
に
諸
法
は
昨
日

の
か
ね
の
こ
ゑ
の
こ
と
く
二
た
ひ
か
へ
る
事
侍
ら
す
哉
。

（
『
芝
草
』
）

う
つ
る
い
続
け
、
変
化
し
続
け
る
こ
の
世
界
の
実
相
が
は
っ
き
り
と

詠
ま
れ
て
い
る
。
以
上
の
連
歌
及
び
自
注
か
ら
、
心
敬
が
、
他
の
連

歌
作
者
た
ち
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
鐘
と
い
う
景
物
を
詠
ん
で
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
盤
に
確
固
と
し
た
無
常
観
が
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

無
常
に
つ
い
て
、
心
敬
は
『
さ
、
め
ど
と
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。仏

法
に
も
敗
壊
の
無
常
と
て
此
身
の
や
ふ
れ
う
せ
ん
事
を
は
二

乗
も
さ
と
り
し
り
侍
れ
と
も
、
念
々
の
無
常
と
て
物
こ
と
の
う

４
無
常
観
と
無
常
詠

マ
マ

ヘ
に
忘
れ
た
る
は
、
菩
薩
の
く
ら
ゐ
也
・
さ
れ
は
念
々
歳
々
の

修
行
の
歌
人
、
九
牛
が
一
毛
な
る
へ
く
哉
・
（
『
さ
、
め
ど
と
』
末
）

「
敗
壊
の
無
常
」
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
は
消
滅
し
て
し
ま
う
現
象

世
界
の
各
存
在
に
お
け
る
、
属
性
と
し
て
の
無
常
を
指
す
。
肉
体
の

有
限
性
や
消
滅
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
敗
壊
の
無
常
」
で
あ
り
、
そ

う
し
た
無
常
の
理
は
、
二
乗
す
な
わ
ち
小
乗
の
修
行
者
で
も
知
っ
て

い
る
と
い
う
。
「
念
々
の
無
常
」
と
い
う
の
は
、
一
瞬
一
瞬
ご
と
の

無
常
、
す
な
わ
ち
一
瞬
一
瞬
に
す
べ
て
が
消
滅
し
て
は
あ
ら
わ
れ
続

け
て
い
て
無
常
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
菩
薩
の
理
解
す

る
真
理
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
心
敬
は
、
現
象
世
界
を
捉
え
る
視

点
と
し
て
徹
底
し
た
無
常
観
を
持
っ
て
お
り
、
常
に
無
常
を
覚
え
て

忘
れ
な
い
作
者
を
菩
薩
位
の
作
者
と
し
て
理
想
視
し
て
い
た
。
こ
の

常
に
無
常
を
忘
れ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら
詠
歌
活
動
を
続

け
る
と
き
、
積
極
的
に
無
常
の
句
Ｉ
鐘
や
花
の
例
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
ｉ
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
心

敬
が
句
の
中
に
詠
ん
で
い
る
「
無
常
」
は
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
せ

ば
「
敗
壊
の
無
常
」
だ
が
、
そ
う
し
た
「
無
常
」
を
題
材
と
し
て
詠

み
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
求
め
る
「
念
々
の
無
常
」
の
実
践
、
す

な
わ
ち
菩
薩
道
の
実
践
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
も
無
常
を

嘆
息
す
る
歌
詠
で
は
な
く
、
無
常
を
直
視
す
る
歌
詠
と
し
て
。
そ
う

考
え
る
と
き
、
鐘
や
花
の
句
に
無
常
遷
変
の
相
や
人
の
死
が
繰
り
返

し
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
納
得
が
行
く
の
で
あ
る
。
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又
此
世
の
無
常
遷
変
の
こ
と
は
り
身
に
と
を
り
な
に
の
上
に
も

忘
さ
ら
ん
人
の
作
な
ら
て
は
ま
こ
と
に
は
感
情
あ
る
へ
か
ら
す
。

詞
は
心
の
つ
か
ひ
と
い
へ
り
。
け
に
も
只
今
き
え
侍
ら
ん
此
身

の
不
思
議
を
わ
す
れ
て
有
相
道
理
の
上
の
み
の
作
に
て
は
ひ
と

り
結
構
な
る
も
こ
と
は
り
な
ら
す
や
。
（
『
芝
草
』
）

こ
こ
で
も
心
敬
は
「
此
世
の
無
常
遷
変
の
こ
と
は
り
」
を
感
得
し
て

何
事
に
お
い
て
も
忘
れ
な
い
作
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
作
者
の
作
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
感
情
、
す
な
わ

ち
歌
の
情
趣
は
な
い
、
「
無
常
の
理
」
を
忘
れ
た
作
品
は
ど
ん
な
に

す
ば
ら
し
い
情
景
を
み
ご
と
に
詠
み
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
形

の
上
で
の
す
ば
ら
し
さ
に
過
ぎ
な
い
、
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
全
く
「
念
々
の
無
常
」
を
忘
れ
な
い
作
者
の
強
調
だ

ろ
毛
フ
。

も
ち
ろ
ん
、
「
念
々
の
無
常
」
を
忘
れ
な
い
と
言
っ
て
も
、
無
常

の
理
や
人
生
の
は
か
な
さ
、
死
と
い
っ
た
主
題
の
み
が
詠
ま
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
時
々
刻
々
変
化
す
る
自
然
界
の
様
相
も
彼
の
観
Ⅱ
歌

詠
の
対
象
と
な
る
。

心
敬
は
『
芝
草
内
岩
橋
』
の
賊
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

此
道
に
う
と
き
人
は
四
の
と
き
の
う
つ
り
ゆ
き
万
堺
の
上
に

色
営
さ
ま
／
、
の
え
ん
ふ
か
き
こ
と
わ
り
を
も
し
ら
す
た
、
壁

に
む
か
ひ
て
甕
を
か
ふ
り
て
一
生
を
を
く
れ
り
な
と
い
へ
り
。

い
か
は
か
り
の
権
者
学
生
な
と
、
て
か
し
こ
か
ま
し
き
人
も
歌

道
よ
り
見
れ
は
優
艶
の
か
た
を
く
れ
て
あ
さ
き
こ
と
の
み
お
ほ

し
と
也
。
柿
本
人
丸
云
、
此
国
に
む
ま
れ
て
此
道
を
し
ら
さ
ら

マ
マ

ん
は
空
と
ふ
烏
の
は
ね
な
く
水
に
す
め
る
魚
の
む
れ
な
き
か
こ

と
し
と
い
へ
り
。
（
『
芝
草
内
岩
橋
』
）

四
季
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
様
々
な
情
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
そ

の
す
ば
ら
し
さ
を
理
解
し
な
い
人
は
、
水
瓶
を
か
ぶ
っ
て
壁
に
向
か

っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
い
か
に
験
力
が
あ

ろ
う
と
、
知
識
が
あ
ろ
う
と
、
歌
道
に
心
を
そ
め
な
け
れ
ば
、
人
と

し
て
不
十
分
で
あ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
四
季
の
移
り
変
わ
り
と

そ
れ
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
る
様
々
な
情
景
に
目
を
と
め
る
こ
と
が
、

歌
道
の
本
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
歌
道

が
人
に
望
ま
れ
る
業
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
心
敬
の
無
常
観
の
立
場
と
あ
り
よ
う

を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
変
化
し
て
や
ま
な
い
美
し
い
自
然
界
に

対
す
る
観
Ⅱ
詠
こ
そ
は
、
ま
さ
に
無
常
観
に
立
っ
て
こ
そ
捉
え
う
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

さ
ら
に
世
間
の
無
常
遷
変
仏
法
の
か
た
の
学
文
修
行
の
心
さ
し

一
塵
も
な
く
か
け
侍
る
ゆ
へ
に
や
、
て
た
り
の
み
に
て
、
句
と

も
に
面
影
余
情
不
便
の
か
た
侍
ら
す
哉
。
（
『
所
々
返
答
』
）

こ
れ
は
心
敬
が
宗
殉
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
宗
胸
は
和
歌

は
正
徹
に
学
ん
で
お
り
心
敬
と
同
門
、
連
歌
で
は
宗
祇
の
師
に
あ
た
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り
、
宗
祇
以
前
の
連
歌
界
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
は
た
し
た
人
物

で
あ
る
。
宗
祇
の
連
歌
論
に
も
、
そ
の
作
品
が
模
範
と
し
て
も
っ
と

も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
敬
は
は
っ
き
り
と
批
判
し

て
い
る
。
無
常
観
と
仏
道
修
行
が
欠
け
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
が

そ
の
理
由
で
あ
る
。
仏
道
な
き
歌
道
Ｉ
こ
こ
で
は
、
無
常
観
と
学

問
修
行
を
宗
と
す
る
よ
う
な
仏
道
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
仏
道
な
き
歌
道
を
心
敬
が
い
か
に
批
判
し
て
い
た
か
が
よ

く
わ
か
る
。
引
用
文
中
に
見
ら
れ
る
「
面
影
余
情
不
便
」
は
、
心
敬

が
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
詩
的
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
的
価
値

に
つ
い
て
も
、
仏
教
的
世
界
観
の
延
長
線
上
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
心
敬
が
望
ん
で
い
た
歌
と
い
う
の
は
、
移
り
変
わ
る
世
界

を
直
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
直
視
し
う
る
眼
と

心
と
を
持
つ
作
者
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
詠
作
の
際
に
、
現

象
世
界
を
通
底
す
る
「
無
常
遷
変
の
理
」
を
忘
れ
な
い
眼
と
心
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
・

『
さ
、
め
ど
と
』
の
最
後
の
章
段
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

仏
法
を
修
行
し
て
ま
こ
と
の
仏
を
た
つ
ね
、
歌
道
を
工
夫
し
て

あ
き
ら
か
な
る
所
を
さ
と
ら
ん
に
も
、
い
か
な
る
か
た
ち
を
ま

こ
と
の
仏
、
い
つ
れ
の
姿
を
至
極
の
歌
連
歌
と
定
侍
ら
ん
は
お

ほ
つ
か
な
く
や
。
万
法
に
定
れ
る
姿
あ
る
へ
か
ら
す
。
た
、
時

に
よ
り
事
に
応
し
て
感
情
徳
を
あ
ら
は
す
な
る
へ
し
。
天
地
の

森
羅
万
象
を
現
し
法
身
の
如
来
の
無
量
無
辺
の
か
た
ち
に
変
し

た
ま
へ
る
こ
と
く
の
む
ね
の
う
ち
な
る
へ
し
。
こ
れ
を
等
流
の

身
の
仏
と
も
い
へ
り
。
そ
の
法
身
の
ほ
と
け
等
流
の
如
来
に
も

誠
の
さ
た
ま
れ
る
か
た
ち
あ
る
へ
か
ら
す
。
只
一
所
に
と
、
こ

ほ
ら
ぬ
作
者
の
み
正
見
な
る
へ
く
哉
・

ど
の
よ
う
な
姿
形
を
も
っ
て
ま
こ
と
の
仏
・
至
極
の
風
体
と
す
れ
ば

よ
い
の
か
、
と
い
う
問
に
対
し
て
「
ど
の
よ
う
な
存
在
に
も
定
ま
っ

た
姿
と
い
う
も
の
は
な
い
。
た
だ
時
に
よ
り
事
に
応
じ
て
感
情
が
徳

を
表
現
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
答
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
く
縁
〉

の
法
則
を
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
存
在
に
も
固
定

的
な
か
た
ち
と
い
う
も
の
は
な
く
、
時
々
刻
々
の
外
界
の
現
象
を
き

っ
か
け
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
感
情
は
そ
う
し
た
反
応
の
最
た
る
も

の
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
徳
が
そ
こ
に
お
い
て
表
さ
れ
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
徳
を
現
す
感
情
の
母
胎
で
あ
る
心
中
は
法
身
の
仏
、
そ
の

現
れ
は
等
流
身
の
仏
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
真
に
す

ぐ
れ
た
歌
と
い
う
の
は
、
歌
の
生
ま
れ
る
際
の
境
地
が
無
相
法
身
の

自
受
用
身
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
歌
が
言

葉
を
媒
介
と
し
て
表
現
さ
れ
た
と
き
、
無
相
法
身
の
他
受
用
身
な
い

し
変
化
身
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

言
語
を
媒
介
と
し
て
表
現
さ
れ
た
歌
は
、
歌
を
詠
ん
だ
主
体
の
心
中

を
す
で
に
離
れ
て
お
り
、
他
者
に
よ
っ
て
思
い
思
い
に
鑑
賞
さ
れ
う

る
。
し
た
が
っ
て
、
無
相
法
身
の
現
れ
た
も
の
で
あ
る
が
等
流
身
と

Io9 心敬における無常観と無常詠



呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

等
流
身
の
仏
と
い
う
の
は
法
身
が
変
化
す
る
中
で
も
特
に
、
仏
界

を
除
く
九
界
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
迷
い
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
世

界
に
応
じ
て
様
々
な
も
の
に
変
化
し
た
姿
を
言
う
。
た
だ
し
変
化
す

る
側
面
に
お
け
る
言
い
方
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
法
身
の
仏

で
も
あ
る
。
こ
の
法
身
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
等
流
身
に
お
い
て

も
、
固
有
の
か
た
ち
や
色
は
な
い
。
従
っ
て
、
か
た
ち
や
色
な
ど
の
、

感
覚
器
官
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
姿
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
仮

に
立
ち
現
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す

る
と
、
作
者
も
一
つ
の
決
ま
っ
た
所
を
求
め
た
り
し
な
い
わ
け
で
、

そ
う
い
う
作
者
だ
け
が
正
し
い
観
相
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
言
い

換
え
れ
ば
正
し
い
観
相
に
基
づ
い
た
歌
詠
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
至
極
の
歌
と
言
っ
て
も
特
定
の
形
体
が
あ
っ
て
そ
れ
を
指
す

わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
正
し
い
観
相
に
基
づ
い
て
、
そ
の
時
々

の
事
象
に
反
応
し
た
心
の
表
れ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
正
し
い
観
相
の
出
発
点
で
あ
る
心
が
法
身
仏
に
准
え
ら
れ
る
と
と

も
に
、
無
限
に
変
化
し
う
る
が
本
来
は
無
色
無
形
で
様
々
な
観
相
を

行
う
心
の
表
現
形
態
で
あ
る
歌
と
い
う
あ
り
よ
う
が
等
流
身
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
無
常
観
と
無
常
詠
も
、
そ
れ
が
理
想
と
か
至
極
と
か

い
う
の
で
は
な
く
て
、
無
常
の
事
象
や
そ
こ
に
存
在
す
る
無
常
の
理

に
向
か
う
と
き
に
当
然
行
わ
れ
る
観
相
の
結
果
の
、
歌
と
い
う
あ
り

以
上
、
心
敬
の
無
常
観
と
無
常
詠
を
見
て
き
た
。
観
相
に
基
づ
い

た
花
の
句
も
鐘
の
句
も
、
ま
さ
に
無
常
詠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

ら
に
限
ら
ず
、
常
に
和
歌
・
連
歌
を
詠
む
際
に
心
敬
が
目
指
し
て
い

た
の
は
、
菩
薩
の
「
念
々
の
無
常
」
の
境
位
で
あ
っ
た
。
作
品
に
多

く
身
や
世
の
無
常
・
景
物
の
無
常
と
い
っ
た
「
敗
壊
の
無
常
」
が
詠

ま
れ
て
い
る
の
は
、
「
敗
壊
の
無
常
」
に
文
学
的
価
値
を
見
い
だ
し
、

執
着
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
心
敬
の
無
常
を
詠
む
態
度

に
は
、
無
常
を
詠
む
こ
と
の
宗
教
的
哲
学
的
意
味
が
認
め
ら
れ
る
。

「
敗
壊
の
無
常
」
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
絶
え
ず
詠
み
続
け
る
こ
と
が

仏
者
で
あ
る
と
同
時
に
歌
人
で
あ
る
も
の
の
目
標
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
積
極
的
に
果
敢
に
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
態
度
こ
そ
が
「
念
々
の
無
常
」
を
知
る
菩
薩
の
道
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

四
季
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
様
々
に
変
化
す
る
そ
の
変
化
の
相
に

よ
う
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
心

敬
に
と
っ
て
、
和
歌
・
連
歌
の
道
が
な
ぜ
仏
者
に
と
っ
て
必
要
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
和
歌
・

連
歌
は
、
悟
り
の
境
地
を
迷
い
の
世
界
に
応
じ
た
姿
を
と
っ
て
表
現

し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に
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い
か
に
眼
を
向
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
重
ん
じ
る
心
敬
に
と
っ
て
、

様
々
な
立
ち
現
れ
を
捉
え
る
視
点
の
一
つ
が
無
常
観
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
当
然
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
四
季
折
々
の
情
景
の
中
に
無
常

の
相
を
観
じ
取
り
、
そ
の
実
践
の
わ
ざ
と
し
て
、
積
極
的
に
無
常
の

歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
無
常
観
に
立
っ

た
無
常
詠
が
菩
薩
の
行
す
な
わ
ち
菩
薩
道
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
こ

ろ
に
、
心
敬
の
歌
論
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
心
敬
の
和
歌
・
連
歌
に
対
す
る
捉
え
方
は
、
和
歌
・

連
歌
を
悟
り
を
開
く
た
め
の
手
だ
て
と
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ

ろ
う
。
和
歌
・
連
歌
を
詠
む
に
際
し
て
、
不
退
転
の
真
心
が
目
指
さ

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
単
に
無
常
を
題
材
と
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な

く
、
常
に
無
常
を
詠
む
こ
と
を
和
歌
・
連
歌
の
道
の
使
命
と
み
な
し
、

実
際
に
詠
み
続
け
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
無
住
の
真
心
に
う
つ
っ
て

は
消
え
、
消
え
て
は
う
つ
る
情
景
に
「
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
」
ほ

ど
に
即
し
な
が
ら
、
述
懐
を
続
け
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は
無
相
法

身
の
等
流
と
し
て
の
和
歌
・
連
歌
の
位
置
づ
け
が
あ
っ
た
。
心
敬
の

和
歌
・
連
歌
お
よ
び
連
歌
論
と
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
）
梅
澤
伊
勢
三
「
心
敬
に
お
け
る
歌
道
と
仏
道
」
（
『
文
芸
研
究
』

一
○
集
一
九
五
六
）
な
ど
。

（
２
）
「
か
し
こ
ま
る
」
の
歌
は
、
西
行
『
山
家
集
』
（
『
日
本
古
典
文

学
大
系
』
）
に
よ
れ
ば
、
「
畏
ま
る
四
手
に
な
み
だ
の
か
、
る
か
な
又

何
時
か
は
と
思
ふ
あ
は
れ
に
」
。
「
に
な
ひ
も
つ
」
の
歌
は
、
慈
鎮
『
拾

玉
集
』
（
『
国
歌
大
観
』
）
に
よ
れ
ば
、
「
に
な
ひ
も
つ
ざ
う
き
の
い
れ

こ
ま
ち
足
駄
よ
を
ゆ
く
み
ち
の
物
と
こ
そ
み
れ
」
。
「
あ
さ
露
を
」
の

歌
は
、
作
者
は
前
越
前
守
正
四
位
下
藤
原
仲
実
、
原
作
は
永
久
四
年

十
二
月
二
十
日
「
堀
川
両
度
百
首
」
雑
三
十
首
老
人
「
朝
露
を
久

し
き
物
と
思
ふ
ょ
に
仏
の
兄
に
い
か
て
な
り
け
ん
」
（
『
大
日
本
史
料
』

第
三
篇
之
十
八
）

（
３
）
拙
稿
「
心
敬
美
観
の
感
覚
的
側
面
の
構
造
」
（
『
日
本
思
想
史
学
』

一
八
号
一
九
八
六
）

（
４
）
続
群
書
類
従
一
七
上
巻
第
四
七
四

（
５
）
同
四
七
三

（
６
）
同
四
七
二

（
７
）
「
病
僧
気
将
大
漸
。
是
金
毘
命
口
説
無
常
苦
空
無
我
。
手
挙
白

払
鍾
即
自
鴫
。
音
中
亦
説
諸
行
無
常
是
生
減
法
。
生
滅
々
已
寂
滅
為

楽
。
病
僧
聞
音
苦
悩
即
除
得
清
涼
楽
。
如
入
三
禅
垂
生
浄
土
・
」

（
『
祇
恒
寺
図
経
』
）

（
宮
城
学
院
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）
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