
公
卿

加
味
し
て
、
こ
の
頃
左
大
臣
で
あ
っ
た
人
は
補
任
に
よ
り
実
頼
が
天

暦
元
年
四
月
廿
六
日
か
ら
康
保
四
年
十
二
月
十
三
日
左
大
臣
と
な
る

正
云
う
の
を
見
お
事
が
出
来
る
の
で
乙
の
間
に
交
際
が
あ
っ
た
も
の

と
解
し
た
い
。

相
思
に
関
し
て
本
家
集
で
、

ゴ
一
条
の
お
ほ
び
ま
う
ち
君
の
賀
権
中
納
言
の
つ
か
う
ま
つ
れ
る
拝

風
の
絵
に
花
見
て
帰
る
所
〔
二

O
七
六
七
〕

の
歌
は
詞
花
集
で
「
三
条
太
政
大
臣
賀
の

l
l」
と
ゐ
り
風
雅
集
で

「
康
義
公
費
志
け
る

l
l」
に
よ
り
て
詞
書
に
表
記
さ
れ
た
人
物
が

同
一
人
と
思
わ
れ
る
。
諸
資
料
に
よ
れ
ば
頼
忠
の
誼
が
廉
義
公
、
号

が
一
二
条
太
政
大
臣
と
云
う
の
が
分
っ
た
。
で
は
頼
忠
の
こ
の
時
の
賀

は
何
才
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
官
名
の
表
記
の
低
い
と
考
え
ら
れ
る
本

家
集
の
詞
書
か
ら
考
え
る
と
、
大
臣
と
な
っ
た
の
は
天
時
二
年
十
一

月
二
日
任
右
大
臣
一
路
以
后
と
な
る
だ
ろ
う
。
天
時
四
年
に
五
十
を

迎
え
る
利
忠
は
一
簡
に
よ
れ
ば
乙
の
年
五
月
に
「
資
五
十
算
」
と
云

う
記
事
が
見
え
て
い
る
の
で
こ
の
五
十
の
賀
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え

4

－、‘ハ》

み
j
l
u師

輔
の
本
家
集
に
関
係
す
る
歌
は
、

坊
城
の
右
の
お
ば
ひ
殿
の
五
十
賀
中
宮
し
給
ふ
、
村
上
先
帝
の
め

一
し
た
る
〔
一
一

O
八
二
五
〕

の
一
首
で
あ
る
。
坊
域
の
右
D
大
臣
と
は
諸
資
料
と
も
師
輔
で
ゐ

る
。
乙
白
人
の
五
十
と
云
う
の
は
駒
山
一
で
天
徳
元
年
で
あ
る
。
こ
の

年
正
月
十
四
日
に
賀
を
行
つ
た
記
事
が
山
一
一
議
一
蹴
等
に
見
え
て
い
る

の
で
こ
の
時
の
歌
詠
で
ゐ
る
事
は
充
分
う
な
守
つ
け
よ
う
。

師
輔
の
子
で
兼
通
に
つ
い
て
は
、

堀
川
中
納
言
の
韻
の
ふ
た
ぎ
の
所
め
し
た
り
け
る
に
〔
ニ

O
八
八

七〕

が
見
え
る
。
間
ん
に
よ
れ
ば
兼
通
は
「
堀
川
股
」
と
号
し
て
い
た
。

差
禁
中
納
言
で
あ
っ
た
の
は
献
酬
で
天
禄
三
年
二
月
廿
九
日
か
ら

同
年
十
一
月
廿
七
日
ま
で
で
、
そ
の
聞
の
歌
詠
と
思
わ
れ
る
。

以
上
家
集
を
基
礎
資
料
と
し
て
中
務
の
伝
記
の
考
察
を
歌
の
制
作

年
時
か
ら
併
せ
て
な
が
め
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。

註
・
引
削
歌
は
国
歌
大
観
及
び
続
国
歌
大
観
の
呑
号
の
み
で
掲
げ

た。

幻
往
庵
記
と
嵯
峨
日
記

衛

藤

芙

美

代

芭
蕉
は
武
士
の
出
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
世
界
を
捨
て
〉
庶
民
と

共
に
生
活
を
し
た
。
芭
蕉
自
身
僧
形
で
あ
っ
た
が
、
隠
者
、
漂
泊
者

の
生
活
を
し
て
い
た
。
そ
れ
で
芭
蕉
を
一
般
に
自
然
の
詩
人
、
あ
る

い
は
閑
寂
の
詩
人
と
も
言
っ
て
い
る
。
然
し
、
そ
れ
と
同
時
に
芭
蕉



は
い
わ
ば
人
情
の
詩
人
で
で
も
ゐ
っ
た
。
そ
れ
は
芭
蕉
が
常
に
人
聞

を
、
生
活
を
、
人
生
を
考
え
て
い
る
人
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
芭
蕉

に
於
て
は
白
然
の
風
詠
も
、
歌
枕
へ
の
執
蒼
も
古
人
へ
の
追
慕
も
芭

蕉
の
生
活
態
度
の
重
要
な
一
商
で
ゐ
る
ζ

と
は
、
す
で
に
よ
く
認
め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
面
が
俳
文
「
幻
叫
庵

記
」
や
「
嵯
峨
日
記
」
に
も
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
骨
一
口
う
ま
で
も
な

い
。
そ
れ
故
に
芭
蕉
作
品
中
、
日
記
、
紀
行
を
除
い
て
最
も
傑
作
と

い
わ
れ
て
い
る
「
幻
性
庵
記
」
と
芭
蕉
唯
一
の
日
記
で
ゐ
る
「
嵯
峨

日
記
」
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
芭
蕉
の
か
く
さ
れ
た
一
部
分
で
も

指
摘
出
来
た
ら
と
忠
う
の
で
あ
る
。
先
ず
、
作
品
自
体
の
分
析
を
行

小
つ
〉
、
作
者
の
生
活
態
度
及
び
、
心
境
、
思
想
に
如
何
な
る
相
違

が
あ
る
か
‘
比
較
対
照
し
精
査
し
て
行
き
に
い
。
「
幻
住
府
記
」
と

「
嵯
峨
日
記
」
の
作
品
の
特
色
や
性
格
を
知
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の

作
品
が
草
庵
生
活
に
於
て
の
執
筆
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は

同
質
的
な
も
の
で
ゐ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
生
活
態

度
、
心
境
に
於
て
異
質
的
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て

行
き
た
い
。

（

一

）

「
幻
佐
庵
記
」
の
本
文
に
つ
い
て
は
所
伝
が
多
く
最
近
初
案
、
再

案
、
成
案
の
過
程
中
に
四
種
ゐ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
〉

に
取
上
げ
る
の
は
、
文
章
、
構
造
共
に
整
い
一
一
般
に
決
定
稿
と
注
れ

て
い
る
「
猿
蓑
」
所
収
の
も
の
で
本
文
引
用
及
び
書
簡
呑
号
は
、
日

本
古
典
文
学
大
系
羽
「
芭
蕉
文
集
」
皆
同
市
一
ト
柑
一
一
一
服
校
、
正
に
よ
る
Q

「
幻
住
庵
記
」
の
成
稿
年
共
は
「
芭
蕉
俳
文
集
」
（
阿
部
喜
三
男
著
）

所
収
真
跡
（
「
芭
蕉
附
録
」
所
収
）
に
よ
り
文
末
に
「
元
禄
三
仲
秋
日

芭
蕉
白
書
」
と
ゐ
り
ま
た
去
来
宛
芭
蕉
書
簡
制
な
ど
か
ら
考
証
し
て

元
禄
三
年
八
月
と
す
る

Q

元
禄
二
年
暮
春
、
当
時
必
才
の
芭
蕉
は
門

人
曽
良
を
随
加
え
て
、
前
後
六
カ
月
に
わ
た
る
東
北
へ
の
旅
に
出
て
同

年
九
月
奥
の
細
道
の
旅
を
終
え
た
が
、
な
お
中
間
、
四
国
首
九
州
へ

の
行
脚
を
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
奥
の
細
道
の
長

途
の
旅
の
疲
れ
と
健
康
の
衰
え
は
、
そ
の
行
脚
を
は
Y
ん
だ
。
当
時

の
彼
の
書
簡
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
し
き
り
に
「
残
生
」
の

言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
健
康
の
衰
え
を
感
じ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

ζ

う
し
て
や
む
な
く
元
禄
三
年
四
月
訂
才
で
門
人
的
翠
の
提
供
に
よ
る

幻
位
庵
に
入
庵
し
た
の
で
ゐ
っ
た
。
そ
し
て
半
年
も
住
ま
ず
し
て
、

同
年
八
月
彼
の
肉
体
の
不
調
等
で
幻
佐
庵
を
す
て
〉
、
粟
津
義
仲
寺

へ
移
っ
た
の
で
あ
る
。

「
暁
峨
日
記
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
元
禄
四
年
四
月
十
八
日
か

ら
、
同
年
五
月
四
日
ま
で
、
門
人
去
来
の
別
壁
、
嵯
峨
の
落
柿
舎
に

滞
在
し
て
い
た
実
聞
の
日
記
で
あ
る
。
芭
蕉
一
代
の
中
で
日
記
と
い

う
日
記
は
こ
の
「
嵯
峨
日
記
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
芭
蕉
が
当
時

日
記
を
つ
け
て
い
た
事
や
記
す
文
は
見
え
ず
、
「
嵯
峨
日
記
」
も
仔

細
に
こ
れ
を
見
れ
ば
、
芭
蕉
が
こ
れ
を
一
個
の
文
芸
作
品
と
し
て
完

成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
判
り
、
決
し
て
単

な
る
共
日
、
共
日
の
備
忘
的
目
録
の
偶
然
残
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

即
ち
、
芭
蕉
に
は
普
通
の
意
味
に
い
う
日
記
は
一
つ
も
伝
わ
っ
て
い
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な
い
の
で
あ
り
‘
純
粋
な
文
芸
作
品
と
し
て
の
意
図
を
も
っ
た
「
嵯

峨
日
記
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
「
嵯
峨
日

記
」
が
明
ら
か
に
文
芸
作
品
と
し
て
の
意
図
必
も
っ
て
書
か
れ
た
と

は
い
う
も
の
〉
、
作
者
が
意
識
し
て
書
い
た
筆
の
中
に
も
真
の
作
者

の
性
格
、
思
想
、
人
間
性
と
い
う
も
の
が
伺
え
る
と
思
う
し
、
叉
、

案
外
意
識
せ
ず
に
筆
を
す
べ
ら
し
た
所
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
、
そ
う
い
う
所
に
重
点
を
お
き
論
を
す
〉
め
た
い
。

（一一）

芭
蕉
の
作
品
を
読
み
感
得
出
来
る
こ
と
は
、
彼
の
作
口
聞
に
漢
土
の

影
響
左
、
ま
た
我
国
先
行
の
旅
の
詩
人
、
西
行
ゃ
、
長
明
、
宗
祇
、

心
敬
等
の
如
き
代
表
的
な
作
家
の
作
品
及
び
、
思
想
の
影
響
の
あ
る

ζ

と
で
あ
る
。

ζ

白
「
幻
杭
庵
記
」
も
去
来
宛
書
簡
叫
（
元
禄
三
年

七
・
八
月
頃
筆
）
に
「
長
明
方
丈
の
記
を
読
（
む
）
：
：
：
」
と
あ
り
芭

蕉
が
「
幻
住
庵
記
」
の
執
筆
に
あ
た
り
長
明
の
「
方
丈
記
」
を
胸
裏

に
持
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
ζ

で
「
方
丈
記
」

と
「
幻
住
府
記
」
を
対
比
し
つ
〉
ど
の
椋
度
の
影
響
、
暗
示
を
受
け

た
か
、
重
要
と
思
わ
れ
る
構
成
の
面
を
主
に
比
較
し
て
み
た
い
。
先

ず
、
入
庵
以
前
の
両
者
の
人
生
体
験
も
長
明
が
生
き
た
時
代
が
、
日

本
時
史
の
上
で
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
と
い
う
大
き
な
歴
史
の
転

換
期
に
生
き
、
そ
う
し
た
社
会
的
、
自
然
的
に
不
安
定
な
時
代
を
身

を
以
て
休
験
し
、
し
か
も
そ
の
生
涯
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
日
野
外
山
白

方
丈
庵
と
い
う
隠
遁
の
生
活
で
あ
り
、
波
澗
多
き
六
十
年
間
の
自
己

の
生
涯
の
悶
顕
で
あ
る
の
に
比
し
、
芭
蕉
の
そ
れ
は
、
青
年
時
代
か

ら
遊
蕩
気
味
の
あ
っ
た
こ
と
も
推
定
さ
れ
、
主
君
の
死
等
に
も
直
面

し
、
放
浪
難
苦
の
時
代
も
あ
っ
た
が
．
芭
蕉
の
生
き
た
寛
文
か
ら
元

禄
の
時
代
は
一
雪
一
口
で
言
え
ば
町
人
の
時
代
で
あ
り
、
戦
も
な
く
世
は

全
く
平
安
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
社
会
的
、
自
然
的
条
件
に
於
て
は
長

明
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
。
両
作
品
に
於
て
言
え
る
こ
と
は
、
短
編
で

は
あ
る
が
構
造
が
極
め
て
整
然
と
し
て
お
り
、
し
か
も
全
体
が
明
確

に
意
図
さ
れ
た
構
成
で
な
さ
れ
て
、
そ
の
主
題
も
「
方
丈
記
」
に
於

て
は
「
無
常
の
世
に
い
か
に
生
く
べ
き
か
の
人
生
記
録
」
で
あ
り
、

「
幻
住
麿
記
」
は
「
さ
び
を
愛
し
、
身
の
無
能
無
才
を
な
げ
き
な
が

ら
も
、
風
雅
一
す
じ
に
生
き
た
」
自
己
の
反
省
で
あ
る
。
構
成
に
於

て
は
、
両
作
品
共
、
五
段
に
分
け
る
乙
と
が
出
来
る
が
、
構
成
田
に

於
て
は
、
部
分
的
に
は
似
て
い
て
も
ほ
と
ん
ど
「
方
丈
記
」
の
手
法

は
模
倣
し
て
お
ら
ず
芭
蕉
は
彼
独
特
な
要
を
得
た
手
法
で
論
を
進
め

て
い
る
。
そ
こ
で
「
方
丈
記
」
の
前
半
の
天
変
地
異
に
関
す
る
項
は

略
し
、
重
要
と
思
わ
れ
る
庵
生
活
と
芭
蕉
の
「
幻
住
庵
記
」
を
比
較

し
、
そ
の
内
容
を
精
査
し
て
み
た
い
。
入
庵
当
初
の
年
令
及
び
、
草

庵
の
状
態
を
見
る
と
、
「
方
丈
記
」
に
於
て
は
、
「
六
十
の
露
消
え

が
た
に
及
び
」
て
で
あ
り
、
そ
の
心
境
も
「
い
は
Y
旅
人
D
一
夜
の

宿
を
つ
く
り
、
老
（
い
）
た
る
蚕
の
繭
を
営
む
が
如
し
」
で
あ
り
、

庵
の
あ
り
さ
ま
も
「
よ
D
つ
ね
に
も
似
ず
、
広
き
は
わ
ず
か
に
方

丈
、
高
さ
は
七
尺
が
う
ち
な
り
」
と
あ
り
、
「
幻
住
庵
記
」
に
於
て

は
「
五
十
年
や
〉
ち
か
き
身
」
で
入
庵
し
、
草
庵
の
有
様
も
「
根
笹

軒
を
か
乙
み
屋
ね
も
り
壁
落
て
狐
狸
ふ
し
ど
を
得
た
り
」
と
い
う
状
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態
で
、
そ
の
心
境
も
「
や
〉
病
身
人
に
倦
て
、
世
を
い
と
び
し
人
に

似
た
り
」
で
両
者
宍
晩
年
に
い
た
り
し
ば
し
の
老
後
の
住
居
、
そ
れ

も
位
問
普
通
の
家
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
簡
易
な
草
庵
住
い
で
ゐ

る
。
弐
に
草
庵
ぞ
囲
む
北
大
景
は
「
幻
住
府
記
」
は
「
つ
〉
じ
咲
残
り

山
藤
松
に
懸
て
：
・
小
田
に
早
苗
と
る
歌
、
蛍
飛
か
ふ
タ
聞
の
空
に

水
鶏
の
初
出
」
な
ど
「
美
景
物
と
し
て
た
ら
ず
と
云
事
な
し
）
で
ゐ

る
。
そ
れ
は
民
共
に
わ
た
る
旅
の
実
践
を
通
し
て
白
然
を
探
り
、
そ

の
美
に
酔
い
在
じ
て
い
こ
う
と
し
た
貞
享
期
の
風
狂
的
態
度
を
止
揚

し
て
、
今
、
こ
〉
に
求
道
苫
に
も
似
た
一
種
宗
教
態
度
を
以
て
自
然

の
水
速
の
生
命
に
帰
入
合
二
ヨ
る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
到
達
点
を
見
出

ハ
沖

1
〉

1

3
ん
と
し
つ

J

〉
ゐ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
「
方
丈
記
」
は
胞
の
問
問

の
同
季
折
々
の
情
趣
必
述
べ
「
春
は
藤
波
を
見
吋
？
：
・
：
支
は
、
郭
公

今
回
一
く
：
：
：
秋
は
ひ
ぐ
ら
し
の
戸
、
耳
に
満
て
り
：
・
冬
は
雪
を
ゐ

は
れ
ぷ
：
・
」
と
し
て
、
「
幻
住
庵
記
」
と
は
全
く
趣
を
具
に
し
、

乙
の
四
季
折
々
の
情
趣
を
描
い
た
と
こ
ろ
は
、
仏
教
徒
の
目
に
映
る

自
然
の
み
ご
と
な
描
写
と
い
え
る
。
そ
れ
は
自
然
愛
釘
の
心
と
修
道

者
の
心
が
閑
か
な
白
然
の
美
的
情
趣
へ
の
陶
酔
に
よ
っ
て
立
派
な
融

ハ
注

2
U

A
円
を
な
し
と
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
賂
で
の
生
活
状
態
は
、
幻
佐
曜
に
於
て
は
多
少
「
軒
端
茨
ゐ

ら
た
め
、
垣
ね
結
添
な
ど
し
た
」
け
れ
ど
も
家
の
円
部
は
「
一
炉
心

備
へ
」
と
い
う
杭
態
で
調
度
品
と
て
も
な
い
わ
び
た
生
活
で
ゐ
る
ω

乙
の
生
活
で
唯
一
の
者
り
と
い
え
ば
一
向
良
山
の
僧
正
か
ら
書
い
て
も

ら
っ
た
「
幻
杭
庵
」
の
矧
ぐ
ら
い
な
も
の
で
何
の
器
物
も
な
く
「
木

曽
の
檎
笠
、
越
の
背
斐
計
枕
の
上
の
桂
」
に
か
け
て
あ
る
と
い
う
賃

僧
の
山
荘
生
活
で
あ
る
。
「
方
丈
記
」
は
「
阿
掬
陀
の
絵
像
、
普

賢
、
法
花
経
」
を
置
き
「
和
歌
、
官
絃
、
往
生
要
集
」
や
、
「
琴
、

警
琶
」
。
守
立
て
＼
遁
世
者
と
し
で
の
閑
居
生
活
の
中
に
自
ら
否
定

し
去
っ
た
は
ず
の
俗
世
的
な
、
あ
る
い
は
貴
族
的
な
生
活
様
式
を
混

入
念
せ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
宗
教
的
な
立
場
か
ら
見
る
時
は
不
徹
底
な
こ
と
は
ま

ぬ
が
れ
持
な
い
。
裂
な
る
べ
ち
方
丈
庵
に
貴
族
的
な
教
委
を
保
持
し

続
け
て
い
た
事
は
長
明
が
芸
術
的
心
の
持
主
で
あ
り
、
仏
道
修
業
者

と
し
て
の
面
と
芸
術
家
と
し
て
の
固
と
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
相

応
す
る
の
で
ゐ
る
υ

や
が
て
そ
の
関
知
生
活
の
状
態
も
峰
に
登
り
、

故
旦
の
空
を
の
ぞ
み
す
で
に
捨
て
た
は
ず
白
部
を
但
し
み
「
蝉
歌
の

翁
が
ゐ
と
を
と
ぶ
ら
ひ
」
「
猿
丸
太
夫
が
基
」
や
訪
ね
た
り
で
修
道

生
活
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
は
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
ゐ
る
。
そ

の
結
果
「
山
中
の
景
気
尽
く
る
事
な
し
」
で
あ
る
。
今
ま
で
の
苦
し

か
っ
た
都
の
生
活
は
す
で
に
こ
〉
に
は
な
く
「
身
を
知
り
、
世
を
知

れ
〉
ば
願
は
ず
走
ら
、
ず
、
た
ゾ
し
づ
か
な
る
を
望
（
み
）
と
し
憂
へ

無
き
ぞ
楽
し
み
と
す
」
で
あ
り
、
方
丈
生
活
の
一
つ
の
結
論
と
も
い

え
る
ο

こ
の
関
屈
の
気
味
も
「
住
ま
ず
し
て
誰
か
さ
と
ら
む
」
と
自

信
を
も
っ
て
言
っ
て
い
る
。
都
の
生
活
と
こ
の
草
庵
生
活
を
比
較

し
、
こ
の
草
庵
生
活
が
よ
～
り
純
粋
に
貴
族
的
な
風
雅
世
界
を
享
受
出

来
る
そ
う
い
っ
た
楽
し
み
の
心
境
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
一

方
「
幻
柏
崎
記
」
は
人
間
嫌
い
を
し
て
入
庵
し
た
も
の
＼
さ
す
が
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に
そ
の
裏
に
は
常
に
人
恋
し
さ
、
泉
恋
し
さ
が
あ
っ
た
よ
う
で
み
の

る
。
た
と
え
ば
「
三
上
山
は
士
峯
の
悌
に
か
よ
ひ
て
、
武
蔵
野
の
占

き
栖
」
も
思
い
出
さ
れ
、
「
王
翁
、
除
佳
」
の
真
似
は
し
て
も
、
実

生
活
た
る
や
「
と
く
／
＼
の
雫
を
位
て
一
炉
の
備
へ
」
と
い
う
何
の

調
度
品
と
て
も
な
い
荒
涼
た
る
生
活
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
訪
れ
て
く

（

手

）

（

ゐ

υ

る
「
宮
守
の
翁
、
里
の
お
の
こ
」
と
「
い
の
し
し
の
稲
く
び
ゐ
ら

し
、
兎
の
一
足
畑
に
か
よ
ふ
な
ど
我
開
し
ら
ぬ
農
談
」
に
う
さ
を
慰
め

る
こ
と
は
ゐ
っ
て
も
、
夜
は
び
と
り
月
に
向
っ
て
冥
想
に
心
を
こ
ら

す
の
で
あ
る
。
幻
住
躍
で
の
生
活
は
仏
教
的
な
支
桂
を
捨
て
た
芭
駕

が
風
雅
に
生
き
よ
う
と
す
る
生
活
を
見
出
し
、
安
住
の
地
在
見
出
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
両
者
間
に
お
け
る
生
活
態
度

に
大
き
な
隔
た
り
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
最
後
に
人
生
、
処
世

観
に
つ
い
て
み
る
に
「
方
丈
記
」
は
今
ま
で
長
明
が
、
・
日
由
な
気
持

で
仏
徒
の
生
活
を
行
い
、
自
由
な
気
持
で
風
雅
に
親
し
む
事
が
出

来
、
い
わ
ば
孤
独
な
方
丈
庵
生
活
を
「
閑
尉
の
気
味
住
ま
ず
し
て
融

か
悟
ら
な
」
と
楽
し
く
安
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
そ
の

よ
う
な
風
雅
に
執
着
す
る
こ
と
自
体
が
往
生
の
障
害
と
な
る
こ
と
を

・
自
覚
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
「
今
‘
草
踏
を
愛
す
る
も
L
し
が
と

す
、
閑
寂
に
著
す
る
も
さ
は
り
な
る
べ
し
」
と
い
う
閑
屈
生
活
を
反

省
し
、

E
面
か
ら
対
決
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
閑
話
生
活
、
換
言
す

れ
ば
独
居
の
楽
し
み
は
、
長
明
に
と
っ
て
再
び
苦
悩
に
逆
転
す
る
の

で
あ
っ
た
。
つ
い
に
「
し
づ
か
な
る
暁
、
こ
の
こ
と
わ
り
を
思
ひ
っ

Y
け
て
：
：
：
す
が
た
は
聖
人
に
て
、
心
は
濁
り
に
染
め
り
」
と
以
下

強
烈
な
内
的
葛
藤
が
展
開
さ
れ
る
。
姿
は
出
家
で
ゐ
り
な
が
ら
内
心

ハ注

3
U

は
濁
世
へ
の
執
心
を
た
ち
、
さ
れ
ぬ
と
い
う
自
己
矛
盾
が
え
ぐ
り
出
さ

れ
、
そ
れ
は
避
け
て
と
お
る
事
の
出
来
な
い
内
心
へ
の
深
刻
な
問
責

E
な
り
彼
に
解
決
を
迫
る
の
で
ゐ
る

Q

こ
の
却
し
い
自
己
追
究
の
結

果
「
不
請
（
の
）
阿
掬
陀
仏
、
岡
三
編
中
（
し
）
て
や
み
ぬ
」
と
絶

句
す
る
と
こ
ろ
に
終
る
。
一
方
「
幻
住
暗
記
」
は
「
か
り
そ
め
に
入

し
山
の
や
が
て
出
じ
と
さ
へ
お
も
び
そ
み
ぬ
」
と
固
い
決
心
を
し
な

が
ら
も
「
か
く
い
へ
ば
と
て
、
び
た
ぶ
る
に
閑
寂
を
好
み
、
山
野
に

跡
を
か
く
さ
む
と
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
わ
ば
「
病
身
人
に
倦
て
、
世

を
い
と
ひ
し
人
に
似
た
り
」
と
そ
れ
は
俗
世
間
を
憂
し
と
す
る
の
で

み
つ
て
、
こ
う
い
う
閑
居
生
活
を
い
つ
ま
で
も
続
け
よ
う
と
す
る
の

で
は
な
い
。
こ
〉
で
芭
蕉
が
「
ひ
た
ぶ
る
に
関
寂
を
好
む
」
の
で
は

な
い
と
は
い
う
も
の
〉
、
こ
の
会
構
成
か
ら
し
て
さ
び
を
愛
す
る
と

い
う

l
老
年
的
性
格
と
し
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
ぬ
が
ー
そ
の
気
持

が
現
わ
れ
て
い
る
の
勺
ゐ
る
。
叉
、
白
諒
一
小
が
過
去
五
十
年
間
を
反
省

し
、
我
が
身
の
五
ら
な
い
失
敗
を
反
省
し
、
あ
る
時
は
「
仕
官
懸
命

の
地
」
を
得
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
武
士
の
出

で
ゐ
る
と
い
う
事
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
事
で
ゐ
る
が
、
彼
が
文
芸
に

よ
っ
て
身
を
立
て
る
べ
く
決
意
し
、
行
動
し
た
と
い
う
事
実
こ
そ
尊

い
も
の
で
あ
り
、
中
世
以
来
こ
〉
に
始
め
て
実
行
主
れ
た
の
で
ゐ

る
。
叉
、
あ
る
時
は
「
仏
能
川
室
ヘ
入
ら
む
と
せ
し
も
」
と
述
憎
し

て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
武
家
及
び
町
人
に
よ
っ
て
リ
ー
ド
さ
れ
る

封
建
社
会
と
訣
別
し
、
孤
独
と
窮
之
の
中
に
活
路
や
求
め
た
芭
蕉
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は
、
当
然
お
の
れ
の
内
な
る
人
間
性
と
も
対
決
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
世
に
そ
む
い
た
上
に
、
お
の
れ
の
情
欲
と
対
決
す
る
そ
の
困
難

さ
が
そ
の
よ
う
に
彼
を
仏
門
へ
い
、
ぎ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼

は
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
「
風
雲

に
身
を
せ
め
、
花
鳥
に
情
を
労
し
て
暫
く
生
涯
の
は
か
り
事
と
さ
へ

な
れ
ば
、
終
に
無
能
無
才
に
し
て
比
一
筋
に
つ
な
が
る
」
と
芭
蕉
が

身
の
無
能
無
才
を
な
げ
き
な
が
ら
も
、
向
、
ゃ
み
が
た
い
風
雅
に
生

き
、
人
生
の
道
必
見
出
す
に
至
っ
た
こ
と
は
、
俳
譜
に
生
き
る
こ
と

に
す
べ
て
を
賭
け
、
人
間
嫌
い
を
し
て
、
乞
食
同
然
の
行
脚
を
続

け
、
そ
の
生
活
の
中
に
自
然
を
追
求
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
求
道
者

的
実
践
の
結
果
だ
と
思
う
。
次
に
人
生
観
に
つ
い
て
み
る
に
一
賢
愚

．．．．．．． 

文
質
の
び
と
し
か
ら
ざ
る
も
、
い
づ
れ
か
幻
の
栖
な
ら
ず
や
」
と
い

う
こ
の
と
こ
ろ
に
芭
蕉
の
言
わ
ん
と
す
る
人
生
観
が
あ
る
の
だ
と
思

う
。
い
わ
ば
人
生
は
ど
こ
も
幻
の
栖
の
如
く
は
か
な
い
も
の
で
あ

る
。
彼
が
幻
住
躍
で
の
生
活
で
到
達
し
た
も
の
は
、
自
然
と
交
感
合

一
し
、
自
然
に
よ
っ
て
自
己
の
人
生
を
象
徴
す
る
と
い
っ
た
一
種
独

自
な
表
現
法
を
こ
〉
に
完
成
し
た
の
で
ゐ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
長
明
が
遁
世
者
と
し
て
の
閑
閉
店
生
活
に
徹
し
き
れ
ぬ
有
様
で

あ
っ
た
の
に
比
し
芭
蕉
の
そ
れ
は
さ
び
を
愛
し
寂
し
き
そ
の
も
の
〉

意
味
ぞ
生
か
し
て
い
る
事
が
感
得
出
来
、
風
雅
一
筋
に
生
き
て
来
た

芭
蕉
の
徹
底
し
た
生
活
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
方
丈
記
」
と
「
幻
住
庵
記
」
は
構
成
の
上
で
わ
ず
か
に
共
通
点
を

認
め
る
が
、
そ
の
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
生
活
態
度
や
人
生
観
に
至

つ
て
は
、
非
常
な
隔
た
り
が
ゐ
る
。
従
っ
て
両
者
の
関
係
は
比
較
的

に
外
部
商
に
わ
ず
か
の
影
響
左
受
け
、
そ
の
根
本
的
な
内
面
的
な
事

に
関
し
て
は
、
余
り
深
く
影
響
は
受
け
て
い
な
い
。
従
っ
て
「
幻
住

庵
記
」
は
彼
独
自
の
要
を
得
た
構
成
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出

来
る
。

国

「
嵯
情
日
記
」
は
「
幻
住
庵
記
」
の
よ
う
に
先
縦
の
文
学
を
心
に

も
っ
て
推
織
に
苦
心
を
要
し
た
作
品
で
は
な
い
。
こ
の
日
記
は
、
芭

蕉
が
思
う
ま
h

を
く
つ
ろ
い
だ
態
度
で
書
き
記
し
て
推
敵
ぞ
重
ね
た

と
い
う
だ
け
に
興
味
深
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
芭
焦
の

人
間
的
、
人
情
的
友
温
か
さ
を
感
ず
る
と
同
時
に
白
蕉
の
真
の
姿
を

見
出
す
事
が
出
来
る
。
こ
の
落
柿
令
は
、
去
来
の
提
供
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、
一
芭
蕉
が
入
庵
し
た
当
時
は
、
相
当
に
住
み
荒
し
て
い
た

ら
し
く
「
落
柿
合
ノ
記
」
に
は
、
「
五
月
雨
漏
尽
し
て
畳
障
子
か
び
く

さ
く
、
打
臥
処
も
い
と
不
自
由
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
幻

性
庵
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
ず
、
そ
の
昔
は
日
記
に
も
ゐ
る
如
く

「
彫
せ
し
梁
、
一
四
ル
畔
己
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
今
は
そ
れ
も
風
に
破

れ
、
雨
に
ぬ
れ
て
、
「
奇
石
怪
松
」
も
葎
の
下
に
か
く
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
芭
蕉
は
「
中
々
に
作
み
が
か
れ
た
る
昔
の
さ
ま
よ

り
、
今
の
あ
は
れ
な
る
さ
ま
こ
そ
心
と

v
ま
れ
」
と
い
い
、
こ
の
頚

破
し
た
家
ら
去
来
は
「
障
子
つ
Y
く
三
り
葎
引
か
な
ぐ
り
」
し
て
暫
く

住
民
に
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
生
活
に
必
要
な
調
度
品
等
も
幻
刊
庵

で
の
「
一
炉
の
備
」
と
い
う
簡
易
な
も
の
で
は
な
く
、
乙
の
落
柿
合

-14 -



で
は
、
「
抗
一
、
硯
、
文
庫
、
白
氏
集
、
本
朝
一
人
一
首
、
世
継
物

語
、
源
氏
物
語
、
土
佐
日
記
：
：
」
を
置
き
「

5
7
fの
菓
子
：

・
：
名
酒
一
査
盃
を
添
」
え
「
夜
の
会
、
調
菜
の
物
共
：
・
：
乏
し
か
ら

ず
」
と
芭
蕉
自
身
「
我
貧
賎
を
わ
す
れ
て
清
閑
ニ
楽
」
と
い
っ
て
い

る
の
も
彼
に
し
て
み
れ
ば
最
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
叉
、
こ
の
日
記

を
読
み
感
得
出
来
る
と
と
は
、
庵
生
一
活
に
於
て
非
常
に
門
人
達
と
の

交
際
が
烈
し
く
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ゐ
る
。
乙
れ
は
幻
快
庵
で

時
た
ま
村
人
達
と
の
由
民
談
で
過
す
生
活
と
は
少
し
違
っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
叉
、
興
味
が
わ
け
ば
句
を
作
り
、
天
気
の
良
い
日
に
は
附

近
の
寺
院
に
詣
で
〉
、
名
所
旧
跡
を
廻
っ
た
り
し
て
古
を
懐
し
む
と

い
っ
た
具
合
に
庵
の
生
活
は
淋
し
い
と
一
＝
守
ノ
よ
り
は
、
む
し
ろ
賑
や

か
で
さ
え
あ
っ
た

Q

し
か
し
時
た
ま
「
人
不
来
、
終
日
得
閑
」
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
叉
「
昼
伏
た
れ
ば
、
夜
も
寝
ら
れ
ぬ
」
時
も
あ

り
、
そ
う
い
う
時
は
「
幻
住
庵
」
で
書
き
捨
℃
た
「
反
古
を
苓
出
し

て
清
書
」
す
る
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
こ
の
日
記
で
注
意
す
べ
き
は
、

廿
二
日
と
廿
八
日
の
条
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
廿
二
日
の
条
必
見
円
心
と
芭

蕉
の
閑
屈
生
活
に
つ
い
て
の
考
え
が
伺
え
る
。
本
文
を
引
用
し
て
み

岬

O
L」「

け
ふ
は
人
も
な
く
、
さ
び
し
主
ま
〉
に
む
だ
書
し
て
め
そ
ぷ

0

4
4
れ
こ
と
ば
、
喪
に
居
る
者
は
悲
を
あ
る
じ
と
し
、
酒
令
飲
も
の
は

楽
ゆ
そ
あ
る
じ
と
す
。
「
会
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
」
と
同
上

人
の
よ
み
侍
る
は
、
さ
び
し
さ
を
あ
る
じ
な
る
べ
し
。
古
人
、
よ
め

4
0

、

山
里
に
乙
は
叉
誰
ぞ
よ
ぶ
乙
烏
独
す
ま
hu
と
お
も
ひ
し
も
の
を

砂
住
民
山
小
ザ
い
い
ろ
き
は
な
い
ο

長
暗
隠
士
の
日
、
「
容
は
半
日

の
閑
を
得
れ
ば
、
ゐ
る
じ
は
半
日
の
閑
を
う
し
な
ふ
」
と
。
素
堂

比
一
言
葉
を
常
に
あ
は
れ
ぷ
。
予
も
叉
、

う
き
我
を
き
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り

と
は
あ
る
寺
に
独
居
て
一
五
し
旬
、
な
り
：
：
：
」

．．．．．．．．．．．． 

こ
L

で
重
要
な
こ
と
は
「
独
性
ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
」
と
い

う
一
言
葉
で
あ
る
。
芭
蕉
は
西
行
や
長
晴
子
治
｝
引
L
U
合
い
に
出
し
て
、

自
ら
も
そ
の
先
輩
達
と
同
じ
く
、
独
出
の
閑
寂
を
士
号
ぶ
気
持
を
述
べ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
芭
蕉
の
寂
び

を
楽
し
む
心
と
回
行
や
長
晴
子
の
そ
れ
は
、
多
少
開
ち
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
〉
に
引
か
れ
た
西
行
の
歌
を
検
討
し
て
み

るム』、
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山
県
一
に
こ
は
叉
散
を
よ
ぷ
こ
烏
独
す
ま
む
と
お
も
ひ
し
も
の
を

と
ふ
人
も
思
び
絶
え
た
る
山
虫
の
さ
び
し
さ
な
く
ば
住
み
う
か

戸
川
ノ
古
山

Y
U

主
」
ゐ
る
、

こ
〉
で
い
う
西
行
の
む
び
し
3
は
、
そ
の
き
び
し
さ
に
す

が
り
つ
こ
う
と
す
る
心
で
あ
る
。
身
は
出
家
し
て
い
る
け
れ
ど
も
心

の
底
に
は
詩
人
的
な
人
間
愛
が
動
い
て
お
り
、
悩
み
多
い
世
を
の
が

れ
て
憂
い
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
閑
屈
生
活
で
ゐ
り
、
隠
活
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
芭
蕉
の
そ
れ
は
さ
ほ
ど
に
世
ゃ
い
と
う
気
持
は

な
く
、
「
や
〉
病
身
人
に
倦
て
、
世
を
い
と
び
し
人
に
似
た
り
」
と

い
う
程
度
で
芭
蕉
は
世
捨
人
に
な
る
気
持
は
少
し
も
な
い
の
で
ゐ



一一一一－ ,----, I 

る
。
だ
か
ら
芭
蕉
は
わ
、
さ
ん

L
「
似
た
り
」
と
い
う
一
＝
円
棄
を
用
い
て

自
己
の
生
活
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
ο

そ
れ
は
「
独
住
ほ
と
お
も
し

ろ
主
は
な
し
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
世
の
憂
や
悩
み
ぞ
忘
れ
る
為

で
は
な
く
、
積
極
的
に
寂
び
を
愛
し
、
印
刷
雅
に
徹
し
よ
う
と
す
る
心

で
ゐ
る
。
長
附
子
の
そ
れ
は
、
煩
わ
し
い
程
に
賑
や
か
な
生
活
か
ら

退
い
て
林
泉
の
静
寂
を
愛
し
た
貴
族
趣
味
の
変
形
に
近
い
の
で
ゐ

る
。
そ
れ
に
比
す
と
、
芭
蕉
に
は
そ
う
し
た
豊
か

3
は
な
く
、
積
極

的
に
寂
び
を
愛
す
る
と
い
っ
た
い
わ
ば
ヨ
び
た
世
凶
作
で
ゐ
る
。
＋
引
に

廿
八
日
の
条
は
、
世
？
に
門
入
社
国
を
見
て
、
そ
の
薄
命
に
涙
を
流
し

た
の
で
み
の
る
。
こ
〉
に
は
芭
蕉
の
燃
え
る
よ
う
な
子
弟
愛
、
陥
別
言
す

れ
ば
、
彼
の
胸
一
義
に
あ
る
人
間
愛
の
ゐ
ら
わ
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。
周

知
の
文
章
で
あ
る
が
引
用
し
て
み
る
と
、

「
古
？
に
社
国
が
事
を
い
ひ
出
し
て
、
沸
泣
し
て
覚
ム
。
心
神
相
交

時
は
夢
を
な
す
。
：
：
：
我
に
士
山
深
く
伊
陽
旧
里
迄
し
た
び
来
り

て
、
夜
ば
床
を
同
じ
う
起
臥
、
行
脚
の
労
を
と
も
に
た
す
け
て
、

百
臼
が
程
か
げ
の

C
E
く
に
と
も
な
ふ
。
あ
る
時
は
た
は
い
ぶ
れ
、

ゐ
る
時
は
悲
し
び
、
共
士
山
我
心
裏
に
染
て
、
忘
る
〉
事
な
け
れ
ば

な
る
べ
し
。
覚
て
叉
扶
を
し
ぼ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
杜
国
に
対
し
て
の
信
望
が
厚
か
っ
た
だ
け
に
、
そ
の

死
が
芭
蕉
を
よ
り
悲
し
ま
せ
た
の
で
ゐ
る
。
芭
蕉
の
子
弟
に
対
す
る

切
々
た
る
愛
情
が
遺
憾
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う

な
情
熱
的
な
ま
で
の
子
弟
愛
が
胸
裏
に
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
門

人
遠
か
ら
も
慕
わ
れ
、
尊
敬
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
。
こ
の
条
は
子
弟
愛

の
悩
湖
、
い
い
か
え
れ
ば
芭
蕉
の
胸
裏
に
ゐ
る
人
間
愛
、
即
ち
、
古

の
人
間
性
の
ゐ
ら
わ
れ
と
み
て
よ
い
と
思
P70

結
び

「
幻
性
庵
記
」
と
「
嵯
峨
日
記
」
は
共
に
臼
廷
の
草
庵
関
屈
の
折

に
執
沼
・
芯
れ
た
も
の
で
ゐ
り
、
草
庵
住
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
同

質
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
草
胞
で
の
生
活
態
度
及
び
、
心
境
、

思
想
に
於
て
は
趣
の
違
い
を
見
出
す
。
「
幻
性
一
暗
記
」
に
於
て
は
、

簡
宗
な
生
活
の
中
に
ひ
た
す
ら
に
寂
び
を
愛
し
、
過
去
五
十
年
間
の

自
己
を
反
省
じ
、
無
能
無
才
を
歎
き
な
が
ら
も
俳
講
一
筋
に
生
き
、

そ
こ
に
安
住
の
境
地
在
見
出
し
た
の
で
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
「
幻
怯

庵
記
」
は
「
奥
の
細
道
」
の
長
い
旅
の
疲
れ
と
病
弱
の
身
を
詫
’
7
た

め
に
、
仮
の
庵
に
一
時
的
に
身
を
詑
し
、
一
方
に
は
風
雅
に
身
を
せ

め
な
が
ら
も
、
一
方
に
は
「
い
つ
れ
か
幻
の
栖
な
ら
ず
や
」
と
い
う

人
生
観
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
日
と
五
日
が
心
を
慰
め
て
い
る

も
の
で
ゐ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
嵯
峨
日
記

1

一
は
、
そ
の
文
章
は
日
記
形
態
で
簡

潔
で
は
ゐ
る
が
、
独
屈
を
よ
ろ
こ
び
、
寂
び
に
徹
し
よ
う
と
す
る

ι

駕
の
積
倒
的
な
態
度
の
現
れ
と
、
芭
蕉
の
人
間
愛
が
最
も
よ
く
現
わ

さ
れ
て
い
る
も
の
で
ゐ
る
。
「
時
峨
日
記
」
を
読
ん
で
は
じ
め
て
出

蕉
の
真
実
な
人
間
性
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
芭
蕉
と
い
う
人
間
性
に
い
よ
／
＼
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
は
彼
が
十
一
夜
間
的
に
は
病
弱
で
涙
も
ろ
く
、
何
か
た
よ
り
な

さ
を
感
じ
合
せ
る
よ
う
で
ゐ
り
な
が
ら
、
自
己
及
び
、
自
己
芸
術
に
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対
し
て
は
厳
し
く
批
判
し
て
、
一
日
と
し
て
精
進
を
休
め
る
こ
と
の

な
い
の
に
、
他
の
人
に
対
し
て
は
、
非
常
に
愛
情
深
く
、
何
事
も
積

極
的
に
指
導
す
る
と
と
も
に
そ
の
人
間
性
を
喜
び
、
愛
し
て
い
こ
う

と
す
る
真
撃
な
態
度
に
心
を
び
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

注
1

尾
形
働
著
「
芭
蕉
と
そ
の
門
流
」
岩
波
講
座

注
2

畠
倉
徳
次
郎
著
「
万
丈
記
詳
解
」
有
精
宝

注
3

「
方
丈
記
と
徒
然
草
」
氷
積
安
川
著

西
鶴
文
学
に
於
け
る

リ
ア
リ
ズ

ム
の
限
界

！
日
本
永
代
蔵
を
中
心
と
し
て
｜

同
文
専
攻
四
年
九
弓

昆

坂

Jj_J.三

日也と

子

序

論

西
鶴
が
生
き
た
時
代
、
寛
永
末
か
ら
元
日
開
初
年
ま
で
、
十
七
世
紀

中
頃
か
ら
半
世
紀
は
、
中
央
集
権
的
封
建
制
度
の
完
成
矧
で
ゐ
る
と

共
に
そ
の
反
対
勢
力
と
も
い
う
べ
色
町
人
階
級
の
掩
同
期
で
も
ゐ
っ

た
。
慶
長
十
七
年
の
鎖
国
令
、
寛
永
十
二
年
に
於
け
る
参
親
交
代
制

の
確
立
な
ど
、
対
外
的
対
内
的
な
中
央
集
権
の
為
の
新
制
度
は
さ
て

お
き
、
世
襲
を
建
前
と
す
る
身
分
制
度
と
家
族
制
度
を
確
立
し
、
個

人
の
価
値
や
尊
厳
や
自
由
は
も
と
よ
り
、
人
同
性
を
も
能

p

コ
限
り
否

酬欄閉店司圃

認
し
て
、
秩
序
を
保
と
う
と
す
る
封
建
的
支
配
隷
属
の
関
係
を
整
備

し
て
、
自
由
に
仲
び
よ
う
と
す
る
被
支
配
階
級
を
し
め
ゐ
げ
た
事
は

ま
さ
し
く
中
世
の
分
権
時
代
に
見
ら
れ
な
い
こ
の
時
代
の
悲
劇
的
な

特
色
で
ゐ
っ
た
。

人
間
の
力
の
認
め
ら
れ
ぬ
所
に
、
心
の
白
由
。
虐
げ
ら
れ
る
所
に

発
展
も
創
立
も
ゐ
り
得
る
は
ず
は
な
い
。
こ
の
よ
）
な
陪
問
の
袋
小

路
を
っ
た
）
故
げ
て
新
し
い
人
間
、
即
ち
近
世
叫
人
は
生
ま
れ
山
内
た
の

で
ゐ
る
。
は
じ
め
て
己
れ
述
の
為
の
新
し
い
附
史
の
搾
台
に
な
場
し

て
来
た
彼
等
町
人
に
と
っ
て
は
、
ト
υ
い
中
叶
一
の
凶
羽
目
的
な
物
の
出
川
十
々

を
払
い
す
て
、
訴
し
い
白
山
な
物
の
見
方
を
身
に
つ
け
る
、
そ

ω為

に
は
大
切
な
芸
分
と
な
る
生
ち
た
知
識
を
我
が
物
と
す
る
と
い
う
仕

事
が
緊
念
の
課
題
と
な
っ
て
来
て
い
た
の
で
め
っ
た
。

内
裏
様
の
と
て
ほ
か
に
な
し
今
日
の
月
間
的

と
い
う
よ
う
な
平
等
の
主
阪
と
抵
抗
の
意
識
守
政
し
た
川
人
俳
詰
の

成
立
、
ひ
い
て
は
そ
う
い
う
意
識
や
主
張
守
随
所
に
露
出
し
て
い
る

問
脱
文
学
の
武
士
は
以
ヒ
の
よ
う
な
近
世
前
矧
の
政
治
、
経
一
併
的
な

い
し
思
想
的
諸
条
件
を
前
提
と
し
て
の
み
正
し
く
川
解
し
う
る
で
ゐ

ろ
う
。
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文
学
が
新
し
い
町
人
の
為
の
文
学
で
あ
る
為
に
は
そ
れ
が
他
の
誰

の
で
も
な
い
、
町
人
自
身
の
生
活
の
あ
る
が
ま
〉
の
再
現
で
3

の
る
事

が
紫
ま
し
い
。
そ
こ
で
前
時
代
か
ら
残
3
れ
て
米
た
古
典
ゃ
、
ト
口
説

話
の
索
同
な
近
世
化
や
殊
更
な
近
世
化
、
も
じ
り
や
パ
ロ
デ
i
の
他

に
在
来
の
文
学
の
中
か
ら
は
全
然
求
め
得
な
い
新
し
い
題
材
や
主
題


